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復
文
の

地

平
失
は

れ

た

学
習
法
の

復
活
を

目
指
し

て

　

　

　
　
　
　

　
　

古
田

島
洋
介

用
し、

「

友
だ

ち
と
一

緒
に
」

は

A

≦
＃
げ

h

ユ
 

P
ロ
ω

〉 、
「

パ

ー

テ

ィ

ー

に
」

は

く

8

四

〇

穹
亳
V

と

す
る

。

た

だ

し、

こ

れ

で

は

〈

巳。

o
ヨ
o
＞

が

使
は

ず
じ

ま

ぴ

の

た

め、

複
数
名
詞
〈

ヰ
一

Φ

昌

α
゜。

〉

と

結
び

つ

け

て

〈

三
爵
の

o
日
 

叢
Φ

口
α
ω
V

と

し

た

い
。

残

る

問
題
は

二

つ

の

副
詞
句

含
o

鋤

O

贄
受
〉

と

〈
ぐ

く一
け］
ρ

の

ObP

Φ

h
憎一
Φ

P
α
oD
〉

を

並

べ

る

順
序
だ

が、

動
詞
〈

毛
Φ

昌け
〉

と

の

意
味
上

の

関
連
に

鑑
み

て
、

行
つ

た

場
所
を

先
に

記
し

た

は

う

が

よ

か

ら
う

と

判
断
す

る。

か

く

し

て

整
序
が

終
了、

左
の

ご

と

き

正

解
が

得
ら

れ

る

わ

け

だ
。

H

≦
Φ

三

8
四

℃

胄
貯

を
罫
プ

ω

o
日
o

ヰ

δ
づ

9°
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だ

れ

し

も

英
語
の

学
習
で

整
序
問
題
に

取
り

組
ん

だ

経
験
が

あ

る

だ

ら

う
。

呈
示

さ

れ

た

日

本
語
の

文
意
に

合
致
す
る

や

う、

与
へ

ら

れ

た

単
語
を

並
べ

換
へ

、

語
序

を

整
へ

る

問
題
で

あ

る
。

英
語
の

構
文
を

再
確
認
し、

語
法
・

文

法
の

知
識
を

的
確

に

応
用

す
べ

く、

き

は

め

て

有
益
な

練
習
だ。

た

と
へ

ば

次
の

や

う
な

問
題
で

あ

る
。

友
だ

ち

と
一

緒
に

パ

ー

テ

ィ

ー

に

行
き

ま

し
た

。

　
P
マ
冨
昌

島

ρ

≦
諄

戸
け

ρ

b

鐔
→

メ

≦
Φ

葺
あ
o
日
ρ
一

　
ま

つ

は

主
語
と

動
詞
を

考
へ

る
。

和
文

で

は

主
語
が

省
略
さ

れ

て

ゐ

る

が
、

常
識

に

照

ら

し

て

「

私
」

が

動
作
の

主

体
で

あ

ら
う
か

ら

合
〉

を

主

語
と

し、

動
詞
は

〈

αqo

＞

の

過
去
形
〈

鬢
Φ

曇
〉

を

選
ぶ
。

こ

れ

で

構
文
の

骨
格
「

（

私
は
）

…

…

行
き

ま

し

た
」

す

な

は

ち

合

≦
Φ

口

¢

が

完
成
だ

。

仰
々

し

く

言
へ

ば、

第
二

文

型

〈

SV

＞

を

組
み

上

げ
た

わ

け
で

あ

る
。

そ

し

て

「

前
置
詞
＋

名
詞
」

の

知
識
を

応

　

む

ろ

ん、

さ

ら

に

細
か

く

見

れ

ば、
〈

ロ

O
母
qV

に

は

「

冠

詞

＋

名

詞
」 、

台
o

ヨ
o

窪
Φ
員
α
の

〉

に

は

「

形
容
詞
＋

名
詞
」

と

い

ふ

知

識
が

応
用
さ

れ

て

ゐ

る
。

そ

も

そ

も

個
々

の

単
語
の

意
味
が

わ

か

ら

な

け

れ

ば

ま

つ

た

く

お

手
上

げ

な
の

は
、

言
ふ

ま

で

も

な

い

こ

と

だ
。

　
き

は

め
て

初
歩
的
な

問
題
と
は

い

へ

、

右
の

や

う
に、

か

な

り

の

数
に

の

ぼ

る

基

礎
知
識
を

動
員
し

な

け

れ

ば

整
序
問
題
は

解
け

な
い

。

こ

の

や

う

な
練
習
を

積
み

重

ね

て

こ

そ
、

英
作
文
へ

と

歩
み

を

進
め

る

こ

と

が

で

き

る

の

だ
。

し
か

も、

こ

れ

は

英
文
を

「

書
く
」

た

め

だ

け
の

練
習
に

と

ど

ま

ら

な

い
。

英
文
を

「

読
む
」

た

め
の

練
習
と

し

て

も

有
意
義
だ

ら

う。

い

か

な

る

単
語
が

ど

の

や

う

に

組
み
ム
ロ

は

さ

つ

て

意
味
の

ま

と
ま

り

を

成
し、

さ

ら

に
、

そ

れ

ぞ

れ

の

組
み

合
は

せ

が

ど
の

や

う
に

排

列
さ

れ

て

英
文
全
体
が

組
み

上

げ

ら
れ

る

の

か、

は
つ

き

り

理
解
で

き

る

や

う

に

な

る

か

ら

で

あ

る
。

英
文

の

閲
読
に

さ

い

し

て
、

意
味
の

区

切

り

と

全
体
の

構
成
が

明

確
に

目

に

映
つ

て

く

る

ー
こ

の

効
用
は

何
人

も

否

定
し

得
な
い

だ

ら

う
。

も
つ

と

も、

最
近
は

、

不

当

に

も

文
法
の

学
習
を

嫌
ふ

風
潮
の

な

か、

か

う
し

た

整
序
問
題

を

課
す
機
会
が、

以

前
に

比
べ

る

と

著
し

く

減
少
し

て

き

て

ゐ

る

ら
し

い

が。

復

文
の

地

平

古
田・
島

洋
介

＊

言
語
文
化
学
科

教
授

　
日

中
比

較
文
学
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明
星
大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文
化
学

部
・
∋
巨

語
文
化
学
科】

第
十
五

号

　
二

〇
〇
七

年

　
た

だ

し、

こ

こ

で

英
語
の

学
習

法
の

来
し

方
行
く

末
を

見

渡
し

て

憂
慮
の

念
を

吐

露
し

よ

う
と
い

ふ

わ

け

で

は

な

い
。

事
は

漢
文
の

学
習
法
に

係
る

。

整
序
問
題
に

似

る

学
習

法
が

漢
文
に

も

あ

る

の

だ
。

い

や、

あ
つ

た

と

言
ふ

べ

き

か
。

今

や

ぼ

と

ん

ど

滅
び

て

し

ま

つ

た

漢
文
の

学
習

法

1
そ

れ

が

復
文

と

呼
ば

れ

る

作
業
で

あ

る
。

復
文
と
は

何
か

　
復
文
と

は

「

仮
名
交
り

に

書
き

下

し

た

漢
文
を

原
文
に

も

ど

す
こ

と
」

（

『

広
辞

苑
』

第
五

版
）

で

あ

る
。

つ

ま

り、

漢
文

訓
読
の

結
果
と

し

て

得
ら

れ

た

書
き

下
し

文
か

ら、

再
び

原
文
た

る

漢
文

を

復
原
す
る

練
習
だ

。

「

復
文
」

の

二

字
そ

の

も

の

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
へ

は、

レ

点
を

打
つ

て

「

復
レ

文
」

と

し、

書
き

下
し

文
を

も

ど

す
の

だ

か

ら
「

文

を

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　へ

復
す
」

と

も
、

も

と
の

漢
文
に

も

ど

す
の

だ

か

ら

「

文
に

復
す
」

と

も

訓
読
で

き

る。

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

へ

も
つ

と

も、

後
者
の

場
合
で

も、

原
文
を

復
原
す
る

と

考
へ

れ

ば、

や

は

り

「

文

を

復
す
」

と

訓
じ

て

差
し
支
へ

な

い
。

た

ぶ

ん、
「

文

を

復
す
」

の

は

う
が

穏
当
な

訓

読
だ

ら

う
。

　
具
体
的
に

は、

た

と
へ

ば

書
き

下

し

文
「

我

　
汝
を

愛
す
」

を

与
へ

ら

れ
、

「

計

三

字
」

と

指
定
さ

れ

た

ら
、

漢
字
を

漢
文

本
来
の

語
順
に

並
べ

換
へ

、

三

字
か

ら

成

る

原
文
「

我
愛
汝
」

を

復
原
し

て

み

せ

る

わ

け

だ
。

返

り

点
・

送
り

仮
名
の

付
け

方

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
ス

　
　
　
ヲ

を

も

確
認

し

た

い

と
な

れ

ば、

訓
読
文
「

我
愛
レ

汝
」

に

復
原

し

て

も

か

ま

は

な
い

。

要
は、

原

文
の

語
序
だ

。

原
文

そ
の

も

の

に

せ

よ

訓
読
文

に

せ

よ
、

原
文
の

語
順
さ

へ

復
原
さ

れ

れ

ば、

復
文
の

目

的
は

果
た

さ

れ

る
。

　
か

う

し

た

復
文
は

、

遅
く

と

も

江

戸
時
代
は

元
禄
年
間
の

初
期、

す
な

は

ち

十

七

世

紀
末
に

は

漢
文
の

学
習
法
と

し

て

成
立

し

て

ゐ

た

ら

し

い
。

元

禄
三

年
（

＝
ハ

九

〇
）

に

成
つ

た

伊
藤
東
涯
『

刊

謬
正

俗
』

（

寛

延
元
年
〈

一

七

四

八
〉

刊
）

附
録

「

訳
文
法
式
」

に

見
え

る

字
句
が
、

そ

の

証
拠
で

あ

る
。

こ

の

「

訳

文
法
式
」

と

は

34

書
き

下

し

文
を

用

ゐ

た

復
文
練
習
を

指
し

、

東
涯

は

「

其
式
有
三
」

（

其
の

式
三

有

り

／
三

つ

の

要
素
が

あ

る）

と

し

て
、

「

原
文
」

「

訳
文
」

「

復
文
」

を

挙
げ

て

ゐ

る。

「

原
文
」

は
、

い

は

ゆ

る

白
文
を

指
す

。

「

訳
文
」

と

は
、

今
日

に

謂
ふ

書
き

下
し

文

の

こ

と
。

い

つ

れ

に

つ

い

て

も、

詳
細
は

次
節
に

譲
る
。

そ

し

て
、

「

復
文
」

に

関

し

て

は

左

の

や

う

に

説
明
す
る

。

書
き

下

し

文

を

添
へ

て

お

か

う
。

復
者
就
訳

文
以

漢
字
複
写

、

照
数
銷
注
訖、

以

原
本

＝
査
対、

朱
書
于
傍

、

験
其
中
否

。

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
せ

う

　
復
す
る

者
は、

訳
文
に

就
い

て

漢
字
を

以
て

複
写
し、

数
に

照
ら

し
て

銷

　
ち

ゆ

う

　
を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

さ

　

たい
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

た

　
注
し
訖
は

れ

ば、

原
本
を

以
て
一

々

査

対
し

て、

傍
ら

に

朱
書
し、

其
の

中

　
　
　

　
　
　
　
〔
1）

　
り

し
や

否
や

を

験
す

。

　
「

訳
文
」

は、

右
に

述
べ

た

ご

と

く
、

こ

こ

で

は

書
き

下

し

文
の

意
で

あ

る
。

「

銷

注
」

は、

消
し

去

る

こ

と

と

注
ぎ

入
れ

る

こ

と
。

つ

ま

り、

字
句
を

抹
消
ま

た

は

挿

入

し

て

増
減
し、

全
体
の

字
数
を

調
整
す
る

作
業
を

い

ふ
。

「

査

対
」

は
、

突
き

合

は

せ

て

調
べ

る

意
。

要
す

る

に

「

書
き
下

し
文
に

基
づ

い

て

漢
字
で

原
文
を

再
現
し
、

字
数
の

調
整
が

完
了

し

た

ら、

原
文
と
一

字
つ

つ

照
ら

し

合
は

せ

て、

自
分
の

復
文

の

わ

き
に

書
き

込

み、

正

し

く

復
文
で

き

た

か

ど

う

か

を

調
べ

る
」

と

言

ふ

の

だ

か

ら、

現
代
の

我
々

が

承

知
し

て

ゐ

る

復
文
練
習

と

同

内
容
で

あ

る
こ

と

は

間
違
ぴ

な

い
。

　
た

だ

し、

元

禄
年
間
以
来、

復
文
が

い

つ

れ

の

漢
学
塾
で

も

盛
ん

に

行
は

れ、

一

貫

し

て

「

復
文
」

と
い

ふ

字
遣
ひ

と

名
称
を

以

て

呼
ば

れ

て

ゐ

た
の

か

と

な

る

と、

多
少
の

留
保
が

必

要
の

や

う

だ
。

二

つ

の

資
料
を

挙
げ

て

み

よ

う
。

　
第
一

に、

復
文
を

漢
作
文
の

練
習
法
と

し

て

重
要
視
す

る

山
本
北

山

『

作
文
志

轂
』

（

安
永
八

年
〈

一

七

七

九
〉

刊）

に

次

の

や

う
な

字
句
が

見
え

る
。
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な

か

よ

し

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

も
し

く

文
章
を

作
ら

ん

と

思

は

ば、

善
交
の

友
二

三

人、

若

は

四

五

人
と

結
社
し、

月

　

　
　
　
　

　

　

さ

だ

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　
　

　

も

ち

よ

つ
　

　

ヘ
　へ

に

四

五

回
の

会
目

を

期
め、

各
々

訳
文
を

携
来
て

覆
文
す
べ

し
。

訳
文
と

は、

　

　
　
　
　
か

な

　

　

な

ほ

　

　

　

　

　

も
マ
　

　

　

　

　

ほ

ん

も

ん

　
な

ほ

古
人
の

文
を

国
字
に

て

訳

し

た

る

な

り
。

覆
文

と

は、

訳

文
を

原
文
に

覆
す

を

（
2）

云

ふ
。

（

傍
点
は

引

用
者
）

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
も

ち

ゐ

文
を

と

り

て、

こ

れ

を

読
み
て

、

其
読
声
の

片
仮
名
を

用
て

写
し

て

数
紙
と

し

　

　
　
　
　

　

　

あ

たへ
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も
　
あ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

て、

人
々

に

こ

れ

を

与
て、

こ

れ

に

依
り

て

其
原
文

の

字
を

射
復
せ

し

む
。

射

エ
　
ほ

ぽ

な

復
略
就
り

て、

原
文

の

字
数
に

合
せ

て、

字
を

増
減
し
、

増
減
定

ま

り

て

後、

　

　
　
ひ

　

あ

ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

あ

た

原
文
に

比

按
し

て
、

其
文
字
の

中
否
を

校
し、

中
る

こ

と

多
き

を

上

第
と

し
、

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
（
3）

失
す
る

こ

と

多
き

を

下

第
と

す
。

（

傍
点
は

引
用
者
）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

Meisei 　university

　
「

原

文
」

は、

ル

ビ

こ

そ

「

ほ

ん

も

ん
」

（
本
文
）

と

な
つ

て

ゐ

る

が、

文
字
ど

ぽ

り

原
文
の

こ

と
。

「

訳
文
」

は
、

東
涯
「

訳

文
法
式
」

に

同
じ

く、

書
き

下
し

文
を

　

　

　
　
　
　

　

か

　
ぢ

指
す

。

た

だ

し、
「

国
字
に

て
」

と

あ

る

か

ら

に

は、

す
べ

て

仮
名
で

記
し

た

書
き

下

し

文
か

と

い

ふ

と、

実
際
は

漢
字
片
仮
名
交
じ

り

文
を

意
味
し

て

ゐ

る

や

う

だ
。

そ

の

字
句
は、

次
節
で

紹
介
す

る

こ

と

に

し

た

い
。

　

問
題
の

復
文

は

「

覆
文
」

と

記
さ

れ

て

ゐ

る
。

「

か

へ

す、

も

ど

す
」

意
で

は、

「

覆
」

も

「

復
」

に

通
じ

て

同

義
に

用
ゐ

る

こ

と

が

で

き

る

た

め、

特
に

論
ず
べ

き

点
は

な

い

か

の

や

う
だ

。

単
な

る

字
遣
ひ

の

違
ひ

に

す

ぎ

ぬ
、

と
。

し

か

し、

結
果

と

し

て

は

さ

う

だ

と

し

て

も
、

も

し

か

す

る

と

北
山

の

「

覆
文
」

は

「

射
覆
」

と
い

ふ

語
を

踏
ま
へ

て

の

用
字
で

あ

つ

た

か

も

し

れ

な
い

。

そ

の

可
能
性
を

示

唆
す

る

の

が
、

次
に

掲
げ

る

『

習
文
録
』

の

「

題
言
」

の

字
句
で

あ

る
。

　

第
二

に
、

復
文
練
習
用
の

原
文
と

書
き

下

し

文
と

を

載
せ

る

皆
川

淇
園

［
編］

『

習
文
録
』

初
編
（

寛
政
十
年
〈

一

七

九
八
〉

刊
）

に、

門
下
生

で

「

浪
華
」

す
な

は

ち

大
坂
の

人
物
た

る

葛
西

欽
が

寄
せ

た

安
永
三

年
（

一

七

七

四
）

の

「

題
言
」

が

あ

る
。

そ
こ

に

左
の

や

う
な

字
句
が

見
え

る

の

だ
。

そ

の

年
（

安
永
三

年
）

の

秋、

葛
西

が

再
び

京
都
に

上
つ

て

淇
園
の

漢
学
塾
を

訪
れ

た

と
こ

ろ

i

　

　
　
　
　

　

　
　
ヘ

　

へ
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

な

塾
課

に

近
ご

ろ

ま

た

射
復
文
と

云

ふ

も

の

を

作
す

。

　

　
　
　
　

　

　
　

き

そ

つ

便
な

る

を

以

て、

諸
生

競
て

こ

れ

を

為
す

。

其
法、

其
事、

甚
だ

文
を

習

ふ

に

漢
人

の

記
事
百

言

上

下
の

　

こ

の
一

節
が

復
文
練
習

の

実
況
中
継
で

あ

る

こ

と

は

言
を

俟
た

な

い

だ

ら

う。

「

漢
人
の

記
事
百

言

上

下
の

文
」

つ

ま

り

中
国
人
が

書
い

た

百
字
前
後
の

漢
文
を

原

文
と

し

て
、

そ

の

読
み

方
を

片
仮
名
で

写

し、

そ

れ

に

基

づ

い

て

復
文

を

行
ふ

。

そ

し

て、

原
文

の

字
数
に

合
は

す
べ

く

字
句
に

添
削
を

ほ

ど

こ

し、

そ

の

作
業
を

終
へ

た

ら、
「

原
文
に

比
按
し

て
」

す

な

は

ち
原
文
と

照
ら

し

合
は

せ

て、

正

確
に

復
文

で

き

た

か

否

か

を

確
認

し、

原
文
と
一

致
し

て

ゐ

る

字
が

多
け

れ

ば

優
等
生、

ろ

く

に
一

致
し

て

ゐ

な

け
れ

ば

劣
等
生
と

い

ふ

具
合
で

あ

る
。

　

ま
つ

注
意
し

て

お

く
べ

き

は、

冒
頭
の

部
分
だ

。

大
坂
の

葛
西

欽
が

再
び

京
都
に

上

つ

て

淇
園

の

漢
学
塾
を

訪
れ、

そ
こ

で

目

に

し

た

の

が

「

塾
課
に

近

ご

ろ

ま

た

射

復
文
と

云

ふ

も

の

を

作
す
」

と

い

ふ

光

景
だ
つ

た
。

語
気
文
勢
か

ら

推
し

て、

こ

の

と

き

初
め

て

復
文
と

い

ふ

練
習
法
の

存
在
を

知
つ

た

と

考
へ

て

よ

い

だ

ら

う
。

こ

こ

に

見

え

る

仮
名
書
き

の

「

ま

た
」

は、
「

再
び
」

の

意
味
で

は

な

く、

新
た

な

事
態

に

対
す
る

驚
き

を

表
は

し

て

言
ふ

「

ま

た
」

か

と

思

ふ
。

葛
西

の

「

題

言
」

全

体
を

見
渡
し

て

も、

か
つ

て

行
は

れ

て

ゐ

た

復
文

練
習
が

最
近

に

な
つ

て

復
活
し

た

と

の

意
味
ム
ロ

ひ

を

帯
び

た

字
句
は

な
い

。

さ

う

だ

と

す

れ

ば、

こ

こ

か

ら
二

つ

の

事
実
が

推
測
で

き

る

だ

ら

う
。

　
一

つ

め

は、

淇
園
の

漢
学
塾
で

復
文

練
習
が

始
ま

つ

た

の

は、

安
永
三

年
（

一

七

七

四
）

か

ら

見

て

「

近
ご

ろ
」

と

呼
び

得
る

や

う
な

時
期
で

あ

つ

た

ら

し

い

と

い

ふ

事
実
で

あ

る
。

お

ほ

よ

そ

の

見
積
も

り

で

言
へ

ば、

安
永
元

年
（

一

七

七

二
）

ご

ろ

復
文
の

地
平

古

田

島
洋
介
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明
星

大

学
研
究
紀
要

【

日

本
文

化

学
部
・
言
語
文
化

学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇

〇

七

年

の

こ

と

で

あ
つ

た

ら

う
か

。

先
に

紹
介
し

た

と

ほ

り、

す

で

に

伊
藤
東
涯
が

『

刊
謬

正

俗
』

の

附
録
「

訳

文
法

式
」

に

「

復
文
」

に

関
す
る

説
明
を

記
し

て

ゐ

た

が、

そ

の

成
書
年
す

な

は

ち

元

禄
三

年
（

一

六

九
〇
）

か

ら

起
算
す
れ

ば

約
八

十
年
後、

そ

の

刊
行
年
す

な

は

ち

寛
延
元
年
（

一

七

四

八
）

か

ら

計
算
し

て

も

約
二

十
五

年
後
の

こ

と

と

な

る。

ど

う

や

ら

復
文
と

い

ふ

練
習
法

は、

十
七

世
紀
末
ご

ろ

か

ら

全

国
の

漢
学
塾
で
一

斉
に

行

は

れ

て

ゐ

た

わ

け

で

は

な

く、

ゆ

る

や

か

に

広
ま
つ

て

い

つ

た

も

の

の

や

う

だ
。

　
二

つ

め

は、

右
か

ら

た

だ

ち

に

推
測
さ

れ

る

こ

と

で

あ

る

が
、

復
文
練
習
を

取
り

入

れ

る

時
期
に

は

個
人
差
・

地

域
差
が

あ
つ

た

と
い

ふ

事
実
だ。

な

に

し

ろ、

伊
藤

東
涯
（

一

六

七

〇
〜
一

七

三

六
）

も

皆
川
淇
園

（

一

七

三

四

〜
一

八

〇
七
）

も

京
都

の

入
で

あ

る。

そ
の

同

じ

京
都
の

な
か

で

も、

普
及

（

と

呼
べ

る

か

否
か

疑
問
の

余

地

も

残
る

が
）

に

は
こ

れ

だ

け

の

時
間
が

か

か

つ

た

の

だ
。

そ

し

て
、

京
都
と

は

異

な

り、

安
永
三

年
（

一

七

七

四
）

の

時
点
に

お

い

て、

大

坂
で

は

未
だ

普
及

と

言
へ

る

や

う
な

状
態
に

は

達

し

て

ゐ

な

か

つ

た

の

だ

ら

う
。

だ

か

ら
こ

そ
、

大

坂
の

葛
西

欽
が

「

題
言
」

の

な

か

で、

京
都
で

目

に

し

た

復
文
練
習

の

あ

り

さ

ま

を

こ

と

さ

ら

詳
述
す
る

次
第
と

な
つ

た

わ

け

で

あ

る
。

　

想
へ

ば、
「

東
都
」

す

な

は

ち

江
戸
の

山

本
北
山

（

一

七

五

二

〜
一

八
一

二
）

が

『

作
文

志
轂
』

で

復
文
の

方
法
を

説
い

た

の

は、

安
永
八

年
（

一

七

七

九）

の

こ

と

だ

つ

た
。

葛
西
欽
が

安
永
三

年
（

一

七

七

四
）

に

京
都
は

皆
川
淇
園
の

漢
学
塾
に

お

け
る

復
文
練
習
の

あ

り

さ

ま

を

報
告
し

て

ゐ

る

こ

と

と
△
口

は

せ

見
れ

ば、

復
文

は

安

永
年
間
（

一

七

七
二

〜
八
一
）

に、

京
都
と

江

戸
に

お

い

て、

初
め

て

漢
文
学
習
法

と

し

て

の

体
裁
が

整
へ

ら

れ

た

の

か

も

し

れ

な

い
。

　

次
に

注
意
す
べ

き

は、

復
文
の

呼
称
で

あ

る
。

葛
西
欽
は

復
文

を

「

射
復
文
」

と

呼
び、

そ

の

作
業
を

「

射
復
」

と

称
し

て

ゐ

る
。

「

題
言
」

で

は、

他
の

箇
所
で

も

「

射
復
」

の

語
が

数
回

に

わ

た

つ

て

繰
り

返

さ

れ

て

を

り、

葛
西

が

「

射
復
」

の

二

36

字
を

以

て

復
文

を

呼
ん

で

ゐ

た
こ

と

は

間

違
ひ

あ

る

ま
い

。

　

け

れ

ど

も、

こ

の

「

射
復
」

は

耳

慣
れ

ぬ

漢
語
で、

各
種
の

漢
和
辞
典
と

も

載
録

し

て

を

ら

ず、

国
語
辞
典
の

類
に

も

見
当
た

ら
な

い
。

中
国
の

『

佩
文
韻

府
』

や

『

漢
語
大

詞
典
』

も

載
せ

て

ゐ

な

い

の

で

あ

る
。

こ

れ

が

皆
川
淇
園
の

漢
学
塾
に

お

け

る

用
語
で

あ

つ

た

の

か、

初
め

て

復
文
を

目
に

し

た

葛
西
欽
の

手
に

成
る

造
語
な

の

か

も

わ

か

ら

な

い
。

た

だ

し、

淇
園
の

用
語
に

せ

よ
、

葛
西

の

造
語
に

せ

よ
、

こ

の

二

字
の

由
来
を

推
測
さ

せ

る

記
事
が、

や

は

り

前
引
の

葛
西

欽
「

題
言
」

中
に

見

え

る
。

葛
西

は

「

題

言
」

の

末
尾

で

「

射
復
」

の

「

五

つ

の

鴻
益
」

す
な

は

ち
復
文

練
習

が

も

た

ら

す
多
大
な

効
果
を

五

条
に

わ

た

つ

て

列
挙
し

て

ゐ

る

が、

そ

の

第
四

条
は

次
の

や

う
な

字
句
で

あ

る
。

き

ゆ

う

き

や

う
へ

き
い

ふ

窮

郷

僻
邑
の

士
、

文
章
に

志
し

あ

れ

ど

も、

良
師
に

乏

し

き

も

の

は、

此
冊

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
じ
ゆ

ん

く
わ
い

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　

か

ん

き

よ

と

ん

し

よ

（

11
皆
川

淇
園
『

習
文
録
』

）

誠
に

諄
誨
の

良
師
に

比

す
べ

し
。

又

閑
居
遁

処
の

　
あ

る

い

　
　
　
　
　
　

う

み

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　

か

　
こ

く

　
　
　

　

　
　
　

あ
　
　
　
　

　

　

　

も
し

ま

た

人

或
は

読
書
に

倦
た

る

時
は、

此

冊

真
に

嘉
告
の

好
友
に

充
つ

べ

し
。

若
又

朋

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
ぜ

き

ふ

　

　

　

　

　

　

な

　

　
〔
4）

友
の

集
会
す

る

時
に

は、

此

冊

に

射
覆
し

て

酒

令
と

も

作
す
べ

し
。

　

最
後
の
一

文

に

注
目
し

て

い

た

だ

き

た

い
。

「

も

し

友
人
ど

う

し

が

集
ま

つ

た

り

し

た

と

き

に

は、

こ

の

『

習
文
録
』

を

素
材
と

し

て

〈

射
覆
〉

し、

酒
宴
の

遊

び

と

す
る

こ

と

も

で

き

る

だ

ら

う
」

と

言

ふ

の

で

あ

る
。

「

射
覆
」

と

は、

覆
つ

て

あ

る

　

　
あ

物
を

射
て

る

遊

戯
に

ほ

か

な

ら

な

い
。

要
す

る

に
、

葛
西

は

「

復
文
は

友
人

ど

う
し

の

酒
席
の

余
興
と

し

て

も

使
へ

る
」

と

言
つ

て

ゐ

る

わ

け

で

あ

る
。

思
ふ

に
、

「

射

復
」

は、

こ

の

「

射
覆
」

を

も

ち
つ

た

語
な

の

で

は

な

か

ら

う

か
。

器
な

ど

で

覆
は

れ

た

物
を

射
て

る

の

が

「

射
覆
」

な

ら

ば、

仮
名
に

覆
は

れ

た

漢
字
を

射
て

て

原
文

を

復
原
す

る

の

だ

か

ら

「

射
復
」

と

称
し

て

よ

か

ら

う

ー
こ

れ

が

「

射
復
」

と

い

ふ

語
の

由
つ

て

来
た

る

と
こ

ろ

で

は

な
い

の

か
。

翻
つ

て

愚
考
す

る

に、

北
山

が

復
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一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

文
を

「

覆
文
」

と

記
し

た

裏
に

も
、

「

射
覆
」

の

語
が

ち

ら
つ

い

て

ゐ

た

の

で

は

あ

る

ま

い

か
。

さ

う
だ

と

す
れ

ば、

北
山
の

「

覆
文
」

は、

単
な

る

「

復
文
」

の

書
き

換
へ

で

は

な

く
、

ひ

よ
つ

と

す
る

と

「

射
覆
文
」

の

略
称
だ

つ

た

の

か

も

し

れ

な

い
。

　

と

も

あ

れ、

葛
西

が

復
文
を

「

射
復
（

文
）

」

と

称
し

て

ゐ

る

の

は

紛
れ

も

な
い

事
実
だ。

こ

れ

を

見
て

も
、

伊
藤
東
涯
の

「

訳
文
法
式
」

以

来、

復
文
は

決
し
て

急

速
か

つ

着
実
に

普
及
し

た

わ

け
で

は

な
い

と

わ

か

る

だ

ら

う。

安
永
三

年
（

一

七

七

四
）

の

時
点
で

も、

呼
称
す

ら

不

安
定
だ
つ

た

の

で

あ

る
。

　

な

ほ
、

復
文
の

呼
称
に

つ

い

て

触
れ

た
つ

い

で

に、

葛
西

欽
が

「

題
言
」

の

な

か

で

書
き

下
し

文
を

「

読
譜
」

と

呼
ん

で

ゐ

る

こ

と

も

紹
介
し

て

お

き

た

い
。

前
掲
の

復
文

作
業
の

記
述
に

「

こ

れ

を

読
み

て
、

其
読
声
の

片
仮
名
を

用
て

写
し

て

数
紙
と

し

て
」

と

い

ふ

の

が

そ

れ

で

あ

る
。

書
き

下
し

文
の

体
裁
に

つ

い

て

は

次
節
で

言

及

す

る

こ

と

と

し、

こ

こ

で

は

取
り

敢
へ

ず
伊
藤
東

涯
「

訳

文
法

式
」

・

山
本
北
山

『

作
文
志
轂
』

・

皆
川

淇
園
［
編］

『

習
文

録
』

に

見

え

る

呼
称
を

、

現
行
の

呼
称
と

対

比

し

て

整
理

し

て

お

か

う
。

三

者
と

も

今
日

に

謂
ふ

原
文

は、

同
じ

く

「

原
文
」

と

称
し

て

ゐ

る
。

・

東
涯
　
：

訳

文

・

北
山

　
：

訳
文

・

淇
園
　・
・
読
譜

〔

現
行〕
　
：

書
き

下
し

文

一
一

復
文
の

実
態

復
文

覆
文

射
復
（

文
）

復
文

　
そ

れ

で

は

復
文

の

実
態
を

観
察
し

て

み

る

こ

と

に

し

よ

う。

た

だ

し
、

我
が

怠

慢

と

調
査
不
足
に

よ

り、

手
に

し

て

ゐ

る

資
料
の

種
類
は

乏

し

い
。

前
節
で

名
を

挙
げ

復
文
の

地

平

古
田

島
洋

介

た

書
籍
に

若

干
の

資
料
を

補
ふ

に

と

ど

ま

る
。

そ

も

そ

も

復
文
は

漢
文

学
習
者
が

行

ふ

練
習
に

す
ぎ

な

か

つ

た

た

め、

あ

る

程
度
の

実
力
さ

へ

身
に

着
け

ば、

も

は

や

お

払
ひ

箱
と

な
つ

て

し

ま

ひ、

資
料
が

残
り
づ

ら
い

も

の

と

推
測
さ

れ

る
。

と

は

い

へ

、

数
種
の

資
料
に

徴
す

る

だ

け

で

も
、

復
文
練
習
の

あ

ら

ま

し

は

想
像
で

き

る

だ

ら

う
。

ま
つ

は

江
戸
時
代、

次
い

で

近
代
の

復
文
課
題
を

観
察
し

て

み

る

こ

と

と

す
る
。

甚

だ

粗
雑
な

が

ら、

復
文
の

簡
略
な

歴
史
と

し

て

も

役
立

つ

点
が

あ

ら

う

か

と

思
ふ

。

囹
江
戸
時
代
1
　
伊
藤
東
涯
「

訳
文
法
式
」

　
＊

元

禄
三

年
（

一

六

九
〇
）

成
書

　

復
文
練
習
に

は、

素
材
と
な

る

原
文
を

選

び
、

そ

の

書
き

下

し

文
を

提
供
す
る

こ

と

が

不

可

欠
だ

。

東
涯
は

、

ま

つ

「

原
文
」

の

選

定
に

つ

い

て、

次
の

や

う
に

述
べ

る
。

書
き

下

し

文
を

添
へ

て

お

か

う
。

先
将
唐
宋
以

来
諸
名
家
文
辞
理

精
鬯

者、
　一

二

百
字
至

五

六

百

字、

長
者
節
之

、

短
者
全

之、

定
為
原
文。

凡

貴
融
粋、

不

取
佶
屈

。

訳
人、

臨
時
旋
定

。

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
せ

い

ち

や

う

　

　

　

　

　

　

もつ

　
先
づ

唐
宋
以

来
諸
名
家
の

文

の

辞
理

精
豐
な

る

者
を

将
て

、

　一

二

百
字
よ

り

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
こ

れ

　
五

六

百

字
に

至

る

ま

で、

長

き

者
は

之
を

節
し、

短
き

者
は

之
を

全

く

し、

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
お

よ

　

ゆ

う

す
い

　
　

　

　

　
　
　
き

つ
く

つ

　
定
め

て

原
文
乏

為
す

。

凡

そ

融
粋
を

貴
び、

佶
屈
を

取
ら

ず
。

訳
人、

時
に

　
　
　

　
め

ぐ

　
　
（
5）

　
臨
ん

で

旋
り

定
む

。

　
趣
旨
は

明
快
だ

ら

う。
「

唐
宋
以

後
の

名
だ

た

る

文

人

が

遺
し

た

理
解
し

や

す
い

文
章
を

選
定
し、

〈

訳

人
〉

す
な

は

ち
訓
読
担
当
者
に

持
ち
回

り

で

訓
読
を

ほ

ど

こ

さ

せ

る
」

と

い

ふ

わ

け
で

あ

る
。

　
驚
く
の

は、

原
文
の

字
数
だ

。

最
短
で

も
一

百
字
の

原
文
を

選
ぶ

の

だ

か

ら、

今

日

の

目

で

見
れ

ば、

か

な

り

負
担
の

重
い

復
文
作
業
で

あ
つ

た

と

言
へ

る

だ

ら

う
。37
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明
星
大
学
研

究
紀
要

【
日

本
文
化
学
部
・
言

語

文

化
学
科
】

第
十

五

号

　
二

〇
〇
七
年

38

た

だ

し、

学
問
と

言
へ

ば

漢
文
学
習
を

意
味
し

た

当

時
に

あ
つ

て

は、
「

少
な

く

と

も
一

百

字
く

ら

ゐ

の

復
文
作
業
は

当
然
だ
」

と

の

感
覚
だ

つ

た

の

か

も

し

れ

な

い
。

　
次
い

で、

東
涯

は

「

訳
文
」

す

な

は

ち

書
き

下
し

文

に

つ

い

て
、

左

の

ご

と

く

説

明
す
る

。

仍
就
原
文

、

以
国

字
換
写

只

割
注
）

凡

原
字
平

易
易
知、

不

労
思
索
者、

直

楷
書
本
字

。

不
必

＝

換
写
）

］

。

有
助
辞、

随
数
加
圏

子

［

（

割
注
）

国
訓、

多
不

読
助
字、

故
如
矣
也

焉
耳
等
字
者
加
圏

。

如
之

乎
於
而
等、

嵌
在
句
中
者

、

不
必

加
圏
］

。

該
量

原
字
若
干、

注
其
数
于

左
。

毎
月
三

次
或
六

次、

随
時
定

。

　
よ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

お

よ

　

仍
つ

て

原
文
に

就
い

て、

国
字
を

以

て

換
へ

写

す
［
（

割
注
）

凡

そ

原
字
の

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
た

だ

　

平
易
に

し

て

知
り

易
く、

思
索
を

労

せ

ざ

る

者
は、

直
ち
に

本
字
を

楷
書
す

。

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
し

た

が

　

必

ず
し

も
一

々

換
へ

写
さ

ず
）］

。

助
辞
有
れ

ば、

数
に

随
つ

て

圏

子
を

加
ふ

　
［
（

割
注
）

国
訓、

多
く

は

助
字
を

読
ま

ず、

故
に

「

矣
・

也
・

焉
・

耳
」

等

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
は

　

の

字
の

如
き
者
は

圏
を

加
ふ

。

「

之
・

乎
・

於
・

而
」

等
の

如
く、

嵌
め

て

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
が

い

り
や

う

　

句
中
に

在
る

者
は
、

必
ず
し

も
圏
を

加
へ

ず
凵

。

原

字
若
干

を

該
量
し
、

其

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
し

た

が

　

　

　（
6）

　

の

数
を

左
に

注
す

。

毎
月
三

次
或
い

は

六

次、

時
に

随
つ

て

定
む

。

原
文
の

字
が

平
易
で

察
し

や

す
く、

特
に

考
へ

を

め

ぐ

ら

す

必
要
も

な

い

や

う

な

箇
所
に

つ

い

て

は
、

い

つ

れ

も

そ

の

ま

ま

漢
字
で

記

し

て

し

ま
ふ

。

原
文

の

字
を

す
べ

て

仮
名
に

書
き

換
へ

る

に

は

及

ば

な
い

。

　
つ

ま

り、

書
き

下

し

文
は

仮
名
で

記
す
こ

と

を

原
則
と

し、

原
文
の

字
が

容
易
に

察
せ

ら

れ、

ー3
と

ん

ど

練
習

に

な

ら

な
い

や

う

な

部
分

に

つ

い

て

は、

の

つ

け

か

ら

漢
字
を

示

し

て

し

ま
ふ

方
針
だ

つ

た

の

で

あ

る
。

お

そ

ら

く、

こ

れ

は

「

日
」

な

ど

の

語
を

指
し

て

ゐ

る

の

だ

ら

う
。

わ

ざ

わ

ざ

「

い

は

く
」

と

書
き

下
し、

学
習
者
に

「

日
」

の

字
を

復
原
さ

せ

て

も、

あ

ま

り

に

容
易
す
ぎ

て

学
習

効
果
が

な

い

と

の

判

断
に

ほ

か

な

る

ま

い
。

　
も

う
一

つ

注
意
す
べ

き

は、

こ

こ

に

謂
ふ

「

助
辞
」

す
な

は

ち

置
き

字
の

扱
ぴ

で

あ

る
。

東
涯
は

「

助
辞
有
れ

ば、

数
に

随
つ

て

圏
子

を

加
ふ
」 、

つ

ま
り

「

置

き

字

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

マ
ル

が

あ

れ

ば、

そ

の

字
数
と

同

じ

数
の

○
を

加
へ

て

お

く
」

と

の

方
針
だ

つ

た
。

も
つ

と

も、

事
が

単
純
で

な

い

こ

と

は
、

二

つ

め

の

割
注
の

字
句
か

ら

察
せ

ら

れ

る

だ

ら

う
。

こ

れ

も

念
の

た

め

に

訳
し

て

み

れ

ば

ー
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冒

頭
の

「

仍
」

は

「

そ

の

う
へ

で
」

。

「

ま
つ

は

原
文
を

選
び、

そ
の

う
へ

で

書
き

下

し

文
を

作
成
す

る
」

と

の

意
で

あ

る。

こ

れ

も
一

読
し

て

趣
旨
は

明
快

、

「

原
文

を

書
き

下

し

文
に

改

め、

そ

の

左

に

復
文
す
べ

き

字
数
を

注
記

し、
　一

ヵ

月

に

三

回

ま
た

は

六

回

の

復
文

練
習
に

及

ぶ
」

と

い

ふ

わ

け

だ
。

　

問

題

は
、

書
き

下
し

文
の

体
裁
で

あ

る
。

今
日
の

書
き

下
し

文
は
一

般
に

漢
字
平

仮
名
交
じ

り

で

記
す

が
、

東
涯

は

仮
名
文
字
の

み

に

よ

る

書
き

下
し

文
を

基
本
と

し

て

ゐ

た

ら

し

い
。

そ

れ

を

窺
は

せ

る

の

が
一

つ

め
の

割
注
の

字
句
で

あ

る
。

念
の

た

め

に

訳
し

て

お

け

ば

ー

訓
読
で

は、

助
字
を

読
ま

ず
に

す

ま

せ

る

（

置
き

字
と

し

て

扱
ふ
）

こ

と

が

多

い
。

し

た

が

つ

て

（

復
文
の

便
宜
を

図

る

べ

く
）

「

矣
・

也
・

焉
・

耳
」

な

ど

の

（

句
末
に

位
置
す
る
）

助
字
に

つ

い

て

は

○
を

加
へ

、

そ

こ

に

助
字
が

存
在

す
る

こ

と

を

示

す
。

た

だ

し、

「

之
・

乎
・

於
・

而
」

な

ど

の

や

う

に、

句
中

に

位
置

す

る

助
字
に

つ

い

て

は、

そ

の

存
在
を

○
で

示
さ

な

く

と

も

よ

い
。

　

句
末
の

置

き

字
の

存
在
は

、

必

ず
○

で

示

し

て

お

く。

た

だ

し、

句
中
の

置
き

字

の

存
在
は

、

○
で

示
し

て

も

よ
い

し、

特
に

示
さ

な

く

と

も

よ

い

ー
こ

れ

が

東
涯
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の

置
き

字
に

関
す

る

具

体
策
だ
つ

た
。

読
み

を

充
て

な
い

が

ゆ

ゑ

に

書
き
下

し

文
に

は

現
れ

な

い

置
き

字
を

扱
ふ

べ

く、

な

か

な

か

親
切

な

配
慮
だ

と

言
へ

る

だ

ら

う
。

句
中
の

置

き

字
に

関
す

る

措
置

が
［

つ

に

定
ま
ら

ず、

い

さ

さ

か

中
途
半
端
な
印
象

だ

け

れ

ど

も
。

　

で

は
、

実
際

、

東
涯
は

い

か

な

る

体
裁
の

書
き

下
し

文

を

復
文
練
習
用
に

与
へ

て

ゐ

た

の

か
。

残
念
な
が

ら、

実
例
は

未
だ

目
に

し

て

ゐ

な

い
。

し

か

し、

右
の

説
明

か

ら

推
せ

ば、

お

ほ

む

ね

次
の

や

う
な

体
裁
で

あ
つ

た

だ

ら

う
と

推
測
で

き

る
。

東

涯
は

「

国

字
」

す

な
は

ち

仮
名
と

記
す
だ

け

で
、

平
仮
名
か

片
仮
名
か

は

明
記
し

て

ゐ

な

い

が
、

当
時
の

用
字
法
に

鑑
み

て、

お

そ

ら

く

は

片
仮
名
を

用
ゐ

て

ゐ

た

も

の

と

想
像
す

る
。

む

ろ

ん
、

今
は

書
き

下
し

文

の

体
裁
だ

け

が

問
題
で

あ

る

か

ら、

東

涯
の

示
す

「

原
文
は

最
低
で

も
一

百

字
」

と

の

基
準
に

は
こ

だ

は

ら

な

い
。

ま
た、

当
時
は

読
点
と
句
点
の

い

つ

れ

か
｝

種
の

み

で

句
読
を

切

つ

て

ゐ

た

で

あ

ら

う
が、

こ

こ

で

は

両
者
を

使
ひ

分
け

る
。

な

ほ、

東
涯
は、

原
文

の

字
数
を

書
き
下

し

文
の

「

左
に

注
す
」

と

し

て

ゐ

る

が、

便
宜

上
、

今
は

末
尾
に

添
へ

て

お

く。

・

ソ

ウ

シ

ノ

日

ク
、

ヲ
ハ

リ

ヲ

ツ

ツ

シ

ミ

テ

ト

ホ

キ

ヲ

オ

ヘ

バ
、

民

ノ

徳
ア

ツ

キ

　
ニ

キ

ス

○
。

〔

十
二

字〕
　
＊

〔

原
文
〕

曾
子

日、

慎
終
追
遠

、

民
徳
帰
厚
矣

。

（

『

論
語
』

学
而
）

・

子
ノ

日

ク
、

ワ

レ

ジ

フ

イ

ウ

ゴ

ニ

シ

テ

（

○
）

学
二

（

○
）

コ

コ

ロ

ザ
ス

。

サ

　
ン

ジ

フ

ニ

シ

テ

（

○
）

タ

ツ
。

〔

十
四

字〕
　
＊

〔
原

文
〕

子
日、

吾
十
有
五

而

志
乎

学
。

三

十
而

立
。

（

『

論
語
』

為
政
）

　

第
一

文
で

は、

句
末
の

置
き

字
「

矣
」

を

○

で

示
し

た
。

「

日

／
民

／

徳
」

の

三

字
を

漢
字
の

ま
ま

に

残
し

た
の

は
、

あ

ま
り

に

平

易
な
の

で

仮
名
に

改
め

る

必
要
な

し
、

と

恣
意
に

判
断
し

た

結
果
で

あ

る
。

復
文
の

地
平

古

田

島
洋
介

　

第
二

文
で

は
、

句
中
の

置
き

字
「

而
／
乎
／
而
」

を

（

○
）

で

示
し

た
。

括
弧
を

付
け

た

の

は、

○
を

加
へ

る

か

否
か

は

任
意
の

措
置

と

の

意
味
で

あ

る
。

「

子
／

日

／
学
」

の

三

字
を

漢
字
で

残
し

た

の

は、

こ

れ

ま

た

恣
意
に

よ

る

判
断
に

ほ

か

な

ら

な

い
。

　
あ

た

　

中
ら

ず
と

雖
も

遠
か

ら

ず、

東
涯
の

与
へ

た

書
き

下

し

文
は、

た

ぶ

ん

右

の

や

う

な

体
裁
で

あ
つ

た
こ

と

だ

ら
う

。

学
習
者
は、

か

う
し

た

書
き

下
し

文
に

基
づ

い

て

復
文
を

行
ふ

わ

け

だ
。

そ

の

作
業
を

東
涯
は

「

復
者
就
訳
文
以

漢
字

複
写

…

…
」

（

復
す
る

者
は、

訳
文
に

就
い

て

漢
字
を

以

て

複
写

し

…

…
）

と

説
明
す
る

が、

当

該
の

字
句
は

第
一

節
で

引
用
し

た

の

で、

こ

こ

で

は

省
略
に

従
ふ

。

原

文
は

最
低
で

も
冖

百

字
、

と

こ

ろ

ど
こ

ろ

に

漢
字
が

残
つ

て

ゐ

る

だ

け

と

な

れ

ば
、

当
時
と

し

て

も、

や

は

り

荷
の

重

い

作
業
で

あ
つ

た

か

と

思

ふ
。

む

ろ

ん
、

だ

か

ら
こ

そ

勉
強
に

な
つ

た

の

だ

と

言

は

れ

れ

ば
、

そ

れ

ま
で

で

あ

る

が
。

　

た

だ

し
、

言
ふ

ま

で

も

な

く、

正
し

く

復
文
で

き

る

場
合
も

あ

れ

ば、

間
違
ひ

が

生

じ

る

場
ム
ロ

も

あ

る
。

こ

の

点、

東
涯
は

甚
だ

親
切
だ。

復
文
に

さ
い

し

て

起
こ

る

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

と

が

間
違
ひ

を
、

「

其
科
有
四
」

（

其
の

科
四

有
り

）

と

し、

以

下
の

ご

と
く

四

つ

に

分
け

て

説
明
す
る

。

 
錯
置
〔

顛
倒〕
　
復
者
就
訳
文

、

随
国

言
複
写。

不

熟
字
法
者、

或
与
華
語

　

倒
置

。

謂
之

錯
置

。

如
「

不

復
」

作
「

復
不
」 、
「

誰
欺
」

作
「

欺
誰
」

是

也
。

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

し

た

が

　

　
復
す
る

者
は

訳
文
に

就
い

て、

国

言
に

随
つ

て

複
写

す
。

字
法
に

熟
せ

ざ

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
こ

れ

　

　
る

者
は、

或
い

は

華

語
と

倒

置
す

。

之

を

錯
置
と

謂
ふ

。

「

不
復
」

を

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
こ

　

　

〔
7）

　

　
「

復
不
」

に

作
り、

「

誰
欺
」

を

「

欺
誰
」

に

作
る

が

如
き

は

是
れ

な

り
。

右
は

語
序
の

誤
り

を

言

ふ
。

学
習
者
が

最
も

多
く

犯
す
誤
り

だ
。
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明
星
大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文
化
学
部
・
言
語
文

化
学
科】

第
十
五
号

　
二

〇
〇

七

年

 
妄
填
〔

謬
字〕
　

復
者
不

諳
成
語
練
字
義

、

或
以

訓
同
音
似、

誤
填
写

他
字

。

　
謂
之

妄
瞋

。

如
「

臨
」

作
「

望
」 、
「

易
」

作
「

安
」

是

也
。

或
原
文
奇
僻
難

　
復
者、

聴
復
者
空
其
字
以

朱
追

補
。

或
音
義
並

同

者、

雖
非
原
字
不

入

数
。

　
如
「

於
」

作
「

于
」 、
「

耶
」

作
「

邪
」

是
也

。

　
　

　
　
　
　
　
　

　
そ

ら

　
　
復
す
る

者
は

成
語
を

諳
ん

じ

て

字
義
を

練
ら

ず、

或
い

は

訓
の

同

じ

く

音

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

こ

れ

　
　
の

似
た

る

を

以
て
、

誤
つ

て

他
の

字
を

填
写

す
。

之

を

妄
嗔
と

謂
ふ
。

　
　

　
　
　
　
　
　

　
な

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
こ

　
　
「

臨
」

を

「

望
」

と

作
し

、

「

易
」

を

「

安
」

と

作
す

が

如
き

は

是
れ

な

り
。

　
　

　
　
　
　
　

き
　へ
き

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
む

な

　
　
或
い

は

原
文
の

奇
僻
に

し

て

復
し

難
き

者
は、

復
す

る

者
の

其
の

字
を

空

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
ゆ

る

　
　
し

う
し

朱
を

以

て

追
つ

て

補
ふ

こ

と

を

聴
す

。

或
い

は

音
義
並

び

に

同
じ

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

な

　
　
き

者
は

、

原
字
に

非
ず
と

雖
も

数
に

入

れ

ず
。

「

於
」

を

「

于
」

と

作
し、

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

こ

　
　

（
8）

　
　
「

耶
」

を

「

邪
」

と

作
す
が

如
き
は

是
れ

な

り。

　
右
は

同
訓
異
義
の

字
に

関
す

る

誤
り

を

言
ふ
。

た

し

か

に
、

「

ノ

ゾ
ム

」

と

あ

れ

ば、

「

臨
」

に

作
る

べ

き

を

誤
つ

て

「

望
」

と

し

た

り、
「

ヤ

ス

シ
」

と

来
れ

ば、

「

易
」

に

復
原
す
べ

き
を

つ

い

う

つ

か

り

「

安
」

に

作
つ

た

り

し

や

す
い

だ

ら

う
。

も

ち

ろ

ん
、

原
文
の

字
が

そ

の

ま

ま
記
さ

れ

て

ゐ

れ

ば、

こ

の

種
の

過
誤
は

生

じ

得

な

い
。

逆
に

言
へ

ば、

こ

の

記
述

か

ら、

東
涯
の

提
供
す

る

書
き

下
し

文
が

仮
名
書

き

を

主

と

し

て

ゐ

た

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

ら

う
。

　
も
つ

と

も、

東
涯

は

思

ひ

や

り

の

あ

る

入
物
で、
「

原
文

奇
僻
難
復
者
」

（

原
文
の

奇
僻
に

し

て

復
し

難
き
者
）

つ

ま

り

見

慣
れ

ぬ

字
遣
ひ

で

容
易
に

は

復
原
し
づ

ら
い

字
に

つ

い

て

は
、

そ

の

字
を

空
白
の

ま

ま
に

し

て

お

き
、

あ

と

か

ら
原
文
を

参
照
し

て

朱
墨

で

書
き

入
れ

る

こ

と

も

許
容
す
る

と

言
つ

て

ゐ

る
。

ま

た、

同

音
同

義
の

異

字、

す
な

は

ち
「

於
」

と

「

干
」 、
「

耶
」

と

「

邪
」

な

ど

に

つ

い

て

は、

た

と

ひ

取

り

違
へ

た

場
合
で

も、

誤

字
に

は

算
入

し

な
い

と

言

ふ
。

い

つ

れ

も
す
こ

ぶ

る

実
際

的
で

親
切
な

措
置
だ

ら
う

。

復
文
の

指
導
に

は、

か

か

る

寛
容
さ

が

欠
か

せ

ま

い
。

40

 
剰
添
〔

衍
字〕
　
本
文
無
助
字
処、

随
国
言

口

訣、

漫
添
入

他
字
者、

謂
之

　
剰
添

。

如
「

明
明
徳
」

作
「

明
於
明
徳
」

是
也。

　
　
　
　
　
　
　

　
と

こ

ろ

　
　

　
　

　
　

　

く

　
け

つ

　

し

た

が

　
　

　
　
み

だ

　
　
本
文
の

助
字
無
き

処
に

、

国
言
の

口

訣
に

随
つ

て
、

漫
り

に

他
の

字
を

添

　
　
　
　
　
　
　

こ

れ

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　へ
　

　
　

　
　
　

　
　

な

　
　
へ

入

る

る

者、

之
を

剰
添
と

謂
ふ

。

「

明
明
徳
」

を

「

明
於
明
徳
」

と

作

　
　
　
　
　
　

こ

　

　

（
9）

　
　
す

が

如
き

は

是

れ

な

り
。

　
右
は

不
要
の

置

き

字
を

入

れ

て

し

ま

ふ

誤
り

を

指
摘
す
る

。

「

口

訣
」

は、

こ

こ

で

は

「

口

癖
」

く

ら

ゐ

の

意
味
で

あ

ら

う
。

趣
旨
は

明
快、

説
明
を

要
す

ま

い
。

 
漏
逸
〔

脱
字〕
　
原
文
有
助
語
者、

失
不

嗔
入

。

謂
之
漏
逸

。

如
「

止

於
至

　
善
」

作
「

止

至
善
」

是
也

。

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
こ

れ
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　う

　
　
原
文
に

助
語
有
る

者、

失
し

て

填
入

せ

ず
。

之

を

漏
逸
と

謂
ふ

。

「

止

於

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
な

　
　
　

　
　
　
　
ご

　
　

（
10）

　
　
至

善
」

を

「

止

至

善
」

と

作
す

が

如
き

は

是
れ

な

り
。

　
右
は、

前
項
 
と

は

逆

に、

記
す
べ

き

置
き

字
を

入

れ

な

い

誤

り

を

指
し

て

言
ふ

。

こ

れ

も

趣
旨
は

明

快
だ
。

　
そ

し

て
、

 
 
に

鑑
み

れ

ば、

東
涯

が

書
き

下

し

文
に

お

い

て、

一

般
に

は

句
中

の

置
き

字
の

有
無
を

示

し

て

ゐ

な

か

つ

た
こ

と

が

推
測
さ

れ

る

だ

ら

う
。

句
中
の

置

き

字
の

有
無
が

わ

か
つ

て

ゐ

れ

ば、

要

ら

ず
も

が

な

の

置

き

字
を

挿
入

し

た

り、

記

す
べ

き

置
き

字
を

取
り

落
と

し

た

り

す

る

は

ず
は

な

い

か

ら
で

あ

る
。

と

す

れ

ば
、

先
に

見

た
ご

と

く、

東
涯
は

割
注
の

な

か

で

句
中
の

置
き

字
に

つ

い

て

「

不
必

加

圏
」

（
必
ず
し

も
圏
を

加
へ

ず
）

と

記
し

て

ゐ

た

が、

こ

の

「

必
」

字
は

婉
曲
表
現

で、

実
際
に

は

「

不

加
圏
」

（

圏
を

加
へ

ず）

す

な

は

ち

句
中
の

置

き

字
を

○
で

示

す
こ

と

は

な

か

つ

た

と

解
釈
し

て

も

よ

い

の

か

も

し

れ

な

い
。

少
な
く

と

も、
「

句

N 工工
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中
の

置
き

字
の

有
無
は

示
さ

な

い

の

が

常
態

。

た

だ

し、

学
力
不

足

の

者
に

対
し

て

は

O
を

以

て

示

す
こ

と

も

あ

り

得
る
L

く

ら

ゐ

に

理
解
し

て

お

く
の

が

無
難
の

や

う

で

あ

る
。

圏
江
戸
時
代
2
　
山

本
北

山
『

作
文
志

轂
』

　
＊

安
永
八

年
（

一

七

七

九
）

刊

　
第
一

節
に

引
い

た

と

ほ

り、

北
山

は、

一

ヵ

月
に

四

〜
五

回、

仲
の

好
い

友
だ

ち

数
名
で

集
ま

り、

互

ぴ

に

書
き

下

し

文
を

持
ち

寄
つ

て、

復
文
練
習
を

行
ふ

や

う
に

勧
め
て

ゐ

る
。

復
文
が

終
は

れ

ば

原
文
と

照
合
し、

疑
問
点
に

つ

い

て

は

友
人

の

あ

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

（
11）

ひ

だ

で

議
論、

ど

う

し

て

も

わ

か

ら

な

け

れ

ば

先
生

に

訊
ね

よ、

と

の

指
示

も

あ

る

が、

こ

れ

は

常
識
の

範
囲
内
だ

ら

う
。

　
で

は、

北
山

は
、

い

か

な

る

原
文

を

ど

の

や

う
な

体
裁
の

書
き

下
し

文

に

仕
立

て

て

復
文

の

素
材
と

す
べ

き
だ

と

考
へ

て

ゐ

た

の

か
。

『

作
文
志

轂
』

に

具
体
的
な

説

明
と

例
示
が

あ

る

の

で
、

甚
だ

わ

か

り

や

す
い

。

『

孟

子
』

『

荘
子
』

『

左
伝
』

『

国
語
』

『

史
記
』

『

漢
書
』

等
の

古
書
に

て
、

文
辞

お

も

し

ろ

　

　
　

　
　
む

つ

か

し

　

　
　

　
　
え

り
ぬ

き

　

　
　

こ

れ

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　

あ

け

　

ま

る

　

お

美

く

句
法

険

き

章
を

撰
抜
し

て

是
を

訳
し
、

助
字
の

所
を

虚
て

圏
を

処
き

、

　
　

　

　
　
　

し

か

く

　
（
12）

疑
字
の

所
を

虚
て

方
を

処
き

…

…

　

素
材
の

原
文

を

抜
粋
す
べ

く
、

六

つ

の

書
名
が

挙
が

つ

て

ゐ

る
。

　一

見、
『

論
語
』

が

記
さ

れ

て

ゐ

な

い

の

が

奇
妙
に

映
る

が、

こ

れ

は

北
山
が

復
文
練
習

用
の

素
材
と

し

て
一

百
字
前
後
の

原
文
を

適
当
な

長
さ

と

考
へ

て

ゐ

た

か

ら

だ

ら

う。

事
実、

北

山

が
一

例
と

し

て

示
す
の

は、

一

百
二

字
か

ら

成
る

『

孟
子
』

離
婁
下

の
一

節
な
の

で

あ

る
。

　

ど

う
や

ら
、

北
山

は
、

短
く

基
本
的
な

復
文
問
題
を

嫌
つ

て

ゐ

た

ら

し

い
。

「

文

復
文

の

地

平

古
田

島
洋
介

辞
美
く
L

は

と

も

か

く、
「

句
法
険
き

章
」

に

そ

の

難
問
指
向
が

現
れ

て

ゐ

る
。

難

所
の

な
い

や

う

な

復
文
練
習

で

は

学
習
効
果
に

乏

し

い

と

思
つ

て

ゐ

た

の

だ

ら

う
。

　
そ

し

て
、

殊
に

興
味
深
い

の

は、

書
き

下

し

文
の

体
裁
で

あ

る
。

「

助
字
の

所
を

虚
て

圏

を

処
き、

疑
字
の

所
を

虚
て

方
を

処
き
」

と

は、

書
き

下

し

文
の

な

か

で、

「

助
字
」

を

Q
で、
「

疑
字
」

を

口
で

示

し、

そ
こ

に

入

れ

る

べ

き

文

字
を

考
へ

さ

せ

る

工

夫
を

い

ふ
。

前
者
「

助
字
」

は、

わ

か

り

や

す
い

だ

ら

う
。

北
山
の

記
す
「

助

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
（
13）

辞
と

は

〈

也
・

矣
・

焉
・

哉
・

乎
・

耶
〉

の

類
な

り
」

と

い

ふ

字
句
そ

の

ま

ま

に、

置
き

字
・

終
尾

詞
の

類
を

指
す
と

理

解
す
れ

ば

よ

い
。

こ

の

「

助
字
」

の

扱
ぴ

は、

先
に

見
た

伊
藤
東
涯
の

「

訳
文
」

と

同
様
で

あ

る
。

そ

れ

に

対
し

て、

後
者
「

疑

字
」

は

見

慣
れ

ぬ

語
だ

が
、

北
山
に

よ

れ

ば

「

疑
字
と

は

〈

見
・

視
・

観
・

燗
〉

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　〔
14）

〈

是
・

此
・

之
・

斯
〉

の

類
な

り
」

と

い

ふ
。

要
す
る

に
、

一

瞬
ど

の

字
に

復
す
べ

き

か

訝
る

や

う
な

同

訓
異
字
の

類
を

指
す

わ

け

だ
。

同
じ

「

み

る
」

で

も

〈

見
・

視
・

観
・

繝
〉

の

い

つ

れ

を

用
ゐ

る

の

か、

等
し

く

「

こ

れ
」

だ

と

し

て

も

〈

是
・

此
・

之
・

斯
〉

の

ど

れ

が

最
適
な

の

か

　
　
か

う
し

た

弁
別
能
力
を

要
求
す
る

点
で
、

北
山

の

課
す
復
文
練
習
は

難
度
が

高
い

の

で

あ

る
。

　
で

は
、

実
際
に

北

山
の

示
す
復
文

課
題
す

な

は

ち
『

孟
子
』

離
婁
下
／
計
一

百

（
15）

二

字
の

う
ち、

特
徴
の

目

立
つ

二

箇
所
を

左

に

録
し

て

み

よ

う
。

ワ

レ

　

　

　

　

　

　

　

　

ユ
ク

　

　

　

ミ

ン

・

口
将
二

良
人
ノ

ロ
所
ヲ

ロ
ト

ス

○

　

　

　
　
　
　

　

ソ

シ

ツ

・

其
妾
ト

其
良
人
ヲ

ロ
テ

中
庭
二

〇
相
泣
ク

、

　

　

　
　
　
　

　コ
レ

而
シ

テ

良
人

未
ダ

ロ
ヲ

知
ズ

○

　
第
一

例
で

は
、

「

わ

れ
」

「

ゆ

く
」

「

み

ん
」

に

つ

い

て、

同
訓
異
字
の

な

か

か

ら

正

し

い

字
を

選
択
で

き

る

か

ど

う
か

が

試
さ

れ

る
。

候
補
と

な

る

字
は
、

そ

れ

ぞ

れ

「

吾
・

我
」

「

往
・

行
・

之
・

逝
」

「

見
・

看
・

視
・

観
・

睹
・

燗
」

く

ら

ゐ

か
。

正

解
は

「

吾
／
之

／
躙
」

だ

が、

と

り

わ

け
「

み

る
」

の

字
を

「

躙
」

に

確
定
す

る

の41
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明
星
大
学
研

究
紀

要
【

日

本
文
化
学
部
・
言

語
文
化
学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇
〇
七

年

は

難
し

い
。

そ

し

て
、

末
尾
の

置
き

字
は

「

也
」

で

あ

る
。

実
際
に

は

「

良
人
ノ
」

の

「

ノ
」

が、

漢
字
「

之
」

に

復
さ

れ

る

の

か
、

送
り

仮
名
と

し

て

補
読
さ

れ

る

の

か

も

悩
ま

し

い

は

ず
だ

が
、

そ
の

点
に

対
す
る

配
慮
は

な
い

。

全
体
を

復
文
す

れ

ば

「

吾

将
躙
良
人
之
所
之
也
」

と

な

る
。

再
読
文
字
「

将
」

に

関
す

る

知
識
が

必

要
な

こ

と

は

言

ふ

ま

で

も

な

い
。

　
第
二

例
は、
「

そ

し

る
」

「

こ

れ
」

の

同

訓
異
字
を

選
択
す

る

問
題

だ
。

後
者
は

す

ぐ

に

「

之
」

だ

ら

う
と

見
当
が

つ

く

も

の

の
、

前
者
は

難
し
い

。

正

解
は

「

甜
」

だ

が
、

「

誹
・

謗
・

譏
」

そ

の

他
を

排
斥
し

て

「

黜
」

に

確
定
す
る

の

は

至
難
の

業
か

と

思

は

れ

る
。

「

中
庭
二

〇
」

は

句
中
の

置
き

字、
「

知
ズ

O
」

は

句
末
の

置
き

字
だ

が
、

正

解
こ

そ

「

於
／

也
」

と

い

ふ

見
慣
れ

た

字
に

落
ち
着
く

と

は

い

へ

、

こ

れ

ま

た

他
の

字
を

排
斥
す
る

の

は

容
易
で

は

な
い

。

全

体
を

復
文
す

れ

ば

「

与
其
妾
訓
其

良
入

而
相
泣
於
中
庭、

而
良
人
未
之

知
也
」

と

な

る
。

末
尾
「

未
之

知
」

の

語
順
を

復
原
す
る

に

は、

再
読
文

字
「

未
」

に

つ

い

て

の

知
識
は

も

ち

ろ

ん

の

こ

と、

漢
文

の

倒
置
に

関
す

る

知
識
が

不

可
欠
だ

。

な

ん

と

も

難
し
い

か

ぎ

り
の

復
文
練
習
で

あ

る
。

　
し

か

も、

右
の

二

例
の

復
文
字
数
は、

合
は

せ

て

二

十
九
字
に

す

ぎ
ず、

全
文
計

一

百
二

字
を

正

確
に

復
文

す

る

と

な

れ

ば、

さ

ら

に

各
種
の

基
礎
知
識
や

応
用
知
識

を

動
員
せ

ね

ば

な

ら

な

い
。

そ

れ

だ

け
に

、

復
文
練
習
に

真
摯
に

取

り

組
め

ば、

一

気
に

大
量
の

知
識
を

獲
得
・

確
認
で

き

る

こ

と

も

事
実
で

あ

る
。

　
も
つ

と

も、

北
山

が

乱
暴
な

復
文
指
導
を

行
つ

て

ゐ

た

と

考
へ

る

の

は

誤
り

だ。

学
習

者
が

苦
し

紛
れ

に

原
文
を

見
て

し

ま

ふ

と

学
習
効
果
が

半
減
す

る

の

で、

北

山

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
の

ぞ

ん

　
　

い

　
か

　

　

　
む

つ

か

し

　

　
　

　
て

ま

へ

は

先
手

を

打
ち、
「

訳
文
を

覆
す
る

に

臨
で
、

何
如
な

る

険
き

句
の

自
家
の

工

夫
に

　
　

　
が

た

き

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

ほ

ん

も
ん

　
　
　

　

　

　

　

み

る

　
　

　

　

（
田）

て

覆
し

難
あ

り

と

も、

ゆ
め

ゆ
め

原
文
を

出
し

て

視
べ

か

ら

ず
」

と

注
意
を

与
へ

て

ゐ

る
。

な

か

な

か

周
到
な

気
遣
ひ

で

あ

ら

う
。

　
そ

し

て、

伊
藤
東
涯
と

同

様
に
、

復
文
に

生

じ

や

す

い

誤
謬
と

し

て、

北
山
は

42

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
〔
17）

「

倒
錯
」

と

「

謬
用
」

を

指
摘
し

て

ゐ

る
。

そ
の

内
容
も、

「

倒
錯
」

は

東
涯
の

言
ふ

「

錯
置
〔

巓
倒〕
」

に

等
し

く、
「

謬
用
」

は

東
涯

の

掲
げ
る

「

妄
填
〔

謬
字
ご

に

同

じ
。

北
山

の

指
導
も、

東
涯

に

負
け
ず
劣
ら

ず
親
切

だ
。

た

だ

し、

東
涯
が

復
文

に

生

じ

が

ち

な
誤
り

と

し

て

指
摘
し

た

「

剰
添
〔
衍
字
〕

」

や

「

漏
逸
〔

脱
字〕
」

に

つ

い

て

は

触
れ

て

ゐ

な
い

。

右
に

見

た

や

う
に

、

北

山
の

書
き

下
し

文
は

、

句
中
・

句

末
の

置
き

字
の

類
を

○

で

示

し

て

あ

る

の

で
、

た

と

ひ

置
き

字
を

書
き
誤
る

こ

と

は

あ
つ

て

も、

不

要
の

置
き

字
を

書
き

添
へ

た

り、

必

要
な

置

き

字
を

書
き

落
と

し

た

り

す
る

危
険
は

な

い

か

ら

だ
。

こ

の

点
で

は
、

東
涯
よ

り

も、

む
し

ろ

北
山
の

は

う

が

行
き

届
い

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。

　
『

作
文
志
轂
』

が

求
め

る

復
文
の

水

準
は、

な

か

な

か

高
度
だ

。

け

れ

ど

も、

約

一

百

字
の

原
文
を

素
材
と

し、

細
か

い

配
慮
の

行
き

届
い

た

書
き
下
し

文
を

提
供
し

て

ゐ

る

点

で
、

江
戸
時
代
の

本
格
的
な
復
文
練
習

を

髣
髴
と

さ

せ

る
一

書
な
の

で

あ

る
。

團

江
戸
時
代
3

皆
川
淇
園
［
編］
『

習
文
録
」

初
編

　
＊

寛
政
十
年
（

一

七

九
八
）

刊

　
こ

の

復
文
練
習
用
の

一

書
は、

上

下

二

巻
か

ら

成
る

。

上
巻
に

課

題
の

原
文
と

「

甲

乙

判
」

を

収
録
し、

下

巻
に

は

葛
西
欽
「

題
言
」 、
「

読
譜
」

す
な

ほ

ち

書
き

下

し

文、

そ

し

て

附
表
「

有
斐
斎
射
復
比

較
科
範
」

を

載
せ

て

ゐ

る
。

こ

の

う
ち
「

甲

乙

判
」

と

貴
重
な

「

有
斐
斎
射
復
比

較
科
範
」

に

つ

い

て

は、

本
節
の

末
尾

で

紹
介

し

よ

う
。

　
す
で

に

第
一

節
で

引
い

た

葛
西
欽
「

題
言
」

に

見
え

る

ご

と

く、

原
文
は

「

漢
人

の

記
事
百
言

上

下
の

文
」 、

書
き

下

し

文
は

「

こ

れ

を

読
み

て

（

11
原
文
を

訓
読
し

て
）

、

其
読
声
の

片
仮
名
を

用
て

写
し
」

た

も

の

で

あ
つ

た
。

合
計
五

十
条
に

の

ぼ

N 工工
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る

原
文

と

書
き

下

し

文
が

収
載
さ

れ

て

ゐ

る
。

と

に

か

く

実
例
が

豊
富
な

の

で、

い

か

な

る

原
文

が

選
ば
れ、

ど
の

や

う

な

体
裁
の

書
き

下

し

文
が

提
供
さ

れ

た
の

か、

ま

さ

に

手
に

取
る

や

う
に

わ
か

る

書
物
だ
。

　

た

だ

し、
「

漢
人

の

記

事
百
言

上

下
の

文
」

と

あ

る

も

の

の、

実
際
に

原
文
全
五

十
条
を

調
べ

て

み

る

と、

た

し

か

に

九

十
一

字
〜
百

十
字
の

原
文

が

計
二

十
七

条
で

過

半
数
を

占
め
る

が、

百

十
一

字
〜
百
四

十
字
の

原
文
も

十
六

条
を

数
へ

、

最
長
は

百

九

十
字
が
一

条、

最
短
は

七

十
五

字
が
一

条、

全

五

十

条
の

平
均
で

百
十
一

字
で

あ

る
。

詳
細
は

左

の

表
を
一

暼
し

て

い

た

だ

き

た

い
。

す

で

に

見
た

伊
藤
東
涯
「

訳

文

法

式
」

の

「

＝
一
百

字
至
五
亠
ハ

百

字
」

（

一

二

百

字
よ

り

五

六

百
字
に

至

る
）

に

比
べ

れ

ば
、

ほ

と

ん

ど

そ

の

最
低
線
に

と

ど

ま

る

字
数
と

は

い

へ

、

や

は

り

甚
だ

負

担
の

重

い

復
文
作
業
で

あ
つ

た
こ

と

が

想
像
さ

れ

る
。

乙
・

丙
・

丁
・

戊
・

己
・

庚
・

辛
・

壬
・

癸
L

を

組
み

合
は

せ

て

全
五

十
条
の

番
号

と

し

て

ゐ

る

も
の

の、

上

巻
の

原
文
が

五

音
を

主、

十
干
を

従
と

し

て

「

宮
甲
・

宮

乙
・

宮
丙・
…
：

羽
辛
・

羽

壬
・

羽
癸
」

と

排
さ

れ

て

ゐ

る

の

に

対
し
、

下
巻
の

書
き

下
し

文

は

五

音
を

従
、

十
干
を

主
と

し

て

「

宮
甲
・

商
甲
・

角
甲
…

…

角
癸
・

徴

癸
・

羽
癸
」

と
並
べ

ら

れ

て

ゐ

る
。

最
初
の

第
】

条
と

最
後
の

第
五

十
条
を

除
け

ば、

す
べ

て

排
列
順
序
に

食
ひ

違
ひ

が

生
じ

て

ゐ

る

わ

け

だ
。

今
日

の

我
々

が

原
文

と

書

き

下

し

文
を

照
ら

し

合
は

せ

よ

う
と

す
る

と、

甚
だ

使
ひ

勝
手
が

悪
い

。

書
き

下

し

文

に

基

づ

い

て

復
文
し
て

も、

正

解
の

原
文
が

ど
こ

に

あ

る

の

か
、

探
す
の

に
一

苦

労
す

る

だ

ら

う
。

し

か

し、

按
ず
る

に、

こ

れ

は

学
習
者
に

対
す
る

親
切

心

の

現
れ

だ

つ

た

に

違
ひ

な
い

。

つ

ま

り、

原
文
と

書
き

下

し

文
が

ま

つ

た

く

同

じ

順
序
で

排

列
さ

れ

て

ゐ

る

と、

一

つ

の

復
文
作
業
を

終
へ

て

原
文
と

照
合
し

て

ゐ

る

と

き、

否

応
な

く

次
の

原
文
す
な

は

ち
次

の

復
文

の

正

解
が

目

に

入

つ

て

し

ま
ふ

。

そ

れ

で

は

学
習
効
果
が

半
減
す

る、

互

ひ

の

排
列
を

変
へ

て

お

く

は

う
が

却
つ

て

親
切

だ

か

う

し

た

配
慮
か

ら、

原
文
と

書
き
下
し
文
の

掲
載
順
序
に

不
一

致
が

生
じ

た

の

で

あ

ら

う
。

漢
文
学
習
が

盛
ん

で

あ

つ

た

江
戸

時
代
な

ら

で

は

の

工

夫
か

と

愚
考
す

る
。

　

と

も

あ

れ、

論
よ

り

証
拠

、

最
短
七

十
五

字
よ

り

成
る

「

羽
辛
」

の

書
き

下
し

文

と

原
文

を
一

例
と
し

て

左
に

録
す

。

書
き

下

し

文
の

仮
名
遣
ひ

は

マ

マ
、

変
体
仮
名

は

通
常
の

片
仮
名
に

改
め、

句
読
を

切

る

読
点
の
一

部
を

句
点
に

変
へ

る
。

原
文
に

も

同

じ

く

句
読
点
を

ほ

ど

こ

し

て

お

く
。
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ま

た、

書
き

下

し

文
は、

実
際
に

は

片
仮
名
の

み

で

記
さ

れ

て

ゐ

る

わ
け

で

は

な

く、

漢
字
も

交
じ
つ

て

ゐ

る
。

ど

の

や

う
な

漢
字
を

残
す
こ

と

と

し

た

の

か
、

そ
の

方
針
は

明
記

さ

れ

て

ゐ

な
い

。

　

余
談
な

が

ら
、

興
味
を

引
く

の

は
、

原
文

と

書
き

下

し

文

の

掲
載
順
序
が

一

致
し

て

ゐ

な

い

こ

と

だ
。

い

つ

れ

も

五

音
「

宮
・

商
・

角
・

徴
・

羽
」

に

十
干

「

甲
・

節
度
使
李
愬
ス

デ
ニ

蔡
ヲ

タ

イ

ラ

ゲ
、

呉
元

済
ヲ

械
シ

テ

京
師
ニ

オ

ク

リ、

兵

ヲ

鞠
場
二

屯
シ
、

モ

ツ

テ

招
討
使
裴
度
ヲ

マ

ツ
。

度
城
ニ

イ

ル

ニ

、

愬
秦
韃
ヲ

ソ

ナ

へ

、

出
テ

ミ

チ

ノ

左
ニ

ム

カ

へ

拝
ス

。

度
マ

サ
ニ

コ

レ

ヲ

サ

ケ
ン

ト

ス
。

愬
ガ

イ
ハ

ク
、

蔡
人

頑
悖
ニ

シ

テ、

上
下
ノ

分

ヲ

シ

ラ

ザ
ル

コ

ト

数
十
年
ナ

リ
。

ネ

ガ

バ

ク
ハ

公
ヨ

ツ

テ

コ

レ

ニ

シ

メ

シ
、

朝
廷

ノ

タ

ツ

ト

キ

ヲ

シ

ラ

シ

メ

ヨ

ト
。

復
文
の

地

平

古
田

島
洋
介
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明
星
大

学
研
究
紀
要

【
日

本
文
化
学
部

二一＝
呈叩
文

化
学
科】

第
十
五

号

　
二

〇

〇
七

年

度
ス

ナ
ハ

チ
コ

レ

ヲ

ゥ

ク。
〔
原
文
七

十
五

言
〕

　
節
度
使
李
愬
既
平
蔡、

械
呉
元
済
送
京
師、

屯
兵
鞠
場、

以
待
招
討
使
裴
度

。

　
度
入

城
、

愬
具
棄
韃、

出
迎
拝
于
路
左

。

度
将
避
之。

愬
日

、

蔡
人
頑
悖
不

　
識
上

下
之
分

数
十
年
矣

。

願
公

因
而
示
之

、

使
知
朝
廷

之

尊
。

度
乃

受
之

。

　
書
き

下

し

文
に

付
さ

れ

た

「

原
文
七

十
五

言
」

の

「

言
」

は、

字
の

意
。

『

習
文

録
』

は、

原
文
の

字
数
を

す
べ

て

「

百

十
一

言
」

の

ご

と

く

指
定

し

て

ゐ

る
。

　
原
文
と

照
合
す
る

に
、

書
き

下

し

文
に

漢
字
を

そ

の

ま

ま

持
ち

込

ん

で

ゐ

る

の

は、

官
職
名
（

「

節
度
使
」

「

招
討
使
」）
・

人
名
（

「

李
愬
」

「

呉
元

済
」

「

裴
度
」
）

・

地

名

（

「

蔡
」
）

な

ど

の

固
有

名
詞、

お

よ

び

復
原
が

困
難
と
予

測
さ

れ

る

単
語
（
「

械
」

「

鞠
場
」

「

豪
韃
」

「

頑
悖
」
）

、

な

ら

び

に

復
原
を

求

め

る

ま

で

も

な

い

容
易
な

字
句

（

「

兵
」

「

屯
」

「

城
」

「

人
」

「

上
下
…

分
」

「

数
十
年
」

「

公
」

「

朝
廷
」
）

か

と

思

は

れ

る
。

「

京
師
」

を

漢
字
の

ま

ま

に

残
し

た

の

は、
「

ケ

イ

シ

」

と

発
音
す
る

地
名
か

と

誤
解
し、

あ

れ
こ

れ

地

名
を

想
ひ

起
こ

し

て

時
間
を

空
費
す

る

の

を

防
ぐ

た

め

で

あ

ら

う
。

あ

る

い

は
．

や

は

り

「

京
師
」

も

復
原
を

求
め

る

必

要
の

な

い

容
易
な

字
句

に

数
へ

ら

れ

て

ゐ

た
の

だ

ら

う

か
。

　
そ

れ

に

し

て

も
、

字
数
こ

そ

七

十
五

字
と

い

ふ

最
短
の

問
題
だ

が、

置
き
字
に

関

す

る

指
示

が

記

さ

れ

て

ゐ

な

い

た

め、

復
文
作
業
は

困

難
を

極
め

る

だ

ら

う。
「

兵

ヲ

鞠
場
二

屯
シ

」

が

単
な

る

四

字
句
「

屯

兵

鞠
場
」

な

の

か、

置
き

字
を

入

れ

た

「

屯
兵
於
鞠
場
」

な

の

か
、

ま
つ

た

く

判
断
が

つ

か

な

い
。

そ

れ

に

比
べ

れ

ば、

ま

だ

し

も

「

出
テ

ミ

チ

ノ

左
ニ

ム

カ

へ

拝
ス
」

11
「

出
迎

拝
于

路
左
」

の

「

于
」

（

ま

た

は

「

於
」

）

は

入

れ

や

す
い

。

「

公
ヨ

ツ

テ

コ

レ

ニ

シ

メ

シ
」

囗

「

公
因

而
示
之
」

の

「

而
」

は

書
き

入
れ

ら

れ

る

だ

ら

う

が、

直
前
の

「

蔡
人
頑
悖
ニ

シ

テ
」

11
「

蔡

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
ミ

人
頑
悖
」

は

置

き

字
「

而
」

を

添
へ

て

「

蔡
人

頑
悖
而
」

の

や

う

に

作
つ

て

し

ま

ふ

危
険
を

避
け

ら

れ

ま

い
。

そ

し

て、

極
め
つ

け

は
、

「

数
十
年
ナ

リ
」

11
「

数
十
年

44

矣
L

の

末
尾

の

置

き

字
「

矣
」

で

あ

る
。

大

部
分

の

者
が

誤
つ

て

「

数
十

年
也
」

に

作
る

だ

ら

う
。

あ

れ

や
こ

れ

や

工

夫
を

重
ね

て

字
数
を

合
は

せ

て

み

て

も、

か

う

し

た

置
き

字
の

処
理

は、

正

解
た

る

原
文

を

見

な

け

れ

ば、

ほ

と

ん

ど

お

手
上

げ
と
い

ふ

の

が

正

直
な

と
こ

ろ

で

は

な

か

ら

う

か
。

　
し

か

し、

と

も

か

く

も、

こ

れ

が

『

習
文

禄
』

に

お

け
る

復
文

練
習
の

実
態
だ

。

む

ろ

ん、

置
き

字
に

つ

い

て、

実
際
は

口

頭
な

ど

で

指
示
が

あ

り

な

が

ら、

『

習
文

禄
』

を

録
し

た

葛
西

欽
が

煩
を

嫌
つ

て

そ

れ

を

す
べ

て

省
い

て

し

ま
つ

た

と

い

ふ

可

能
性
も

皆
無
で

は

な

い
。

け

れ

ど

も
、

そ

れ

な

ら

ば、

葛
西
の

長

い

「

題
言
」

の

ど

こ

か

に

関
連
す
る

字
句
が

見
え

て

然
る

べ

き

だ

ら

う
。

右
の
一

例
に

限
ら

ず、
『

習

文

禄
』

の

書
き

下

し

文
は、

置
き

字
に

関
す

る

配
慮

の

跡
が

ま
つ

た

く

見
ら

れ

な
い

の

で

あ

る
。

　
な
ほ、

右
の

一

条
に

つ

い

て
、

上

巻
に

見

え

る

「

甲
乙

判
」

の

字
句
を

紹
介
し

て

お

き
た

い
。

「

甲
乙

判
」

と

は、

つ

い

復
原
を

誤
つ

て

し

ま

ふ

可
能
性
の

高
い

字
句

を

取
り

上

げ、

あ

り

が

ち
な

誤
り

を
二

つ

挙
げ
て
、

相
対
的
に

罪
の

軽
い

誤
り

を

「

甲
」 、

罪
の

重
い

誤
り

を

「

乙
」

と

し、

さ

ら

に

解
説
を

加
へ

た

も

の

だ
。

同

訓
異

字
の

誤
字
を

掲
げ

て、

そ

れ

ぞ

れ

の

意
味
ム
ロ

ひ

の

相
違
を

説
く

内
容
が

大

半
を

占
め

る

が
、

時
に

は

語
順
の

間
違

ひ

に

言
及
し

た

り、

場
合
に

よ

つ

て

は

誤
り

の

例
を
一

つ

だ

け

挙
げ

、

そ

れ

を

「

甲
」

ま

た

は

「

乙
」

と

判
じ

た

り

も

す
る

。

要

す
る

に、

誤

答
例
を

掲
げ、

原
文
と

同
一

の

字
句
に

作
る

正

解
を

満
点
と

す

れ

ば、

「

甲
」

は

一

〜
二

点
の

減
点

、

「

乙
」

は

三

〜
四

点
の

減
点
と

言
ふ

に

等
し

く、

付
す

る

に

解

説
を

以

て

し

て

ゐ

る

点

で
、

あ

た

か

も

今
目
の

自
習
用

参
考
書
が

「

解
答
」

欄
に

掲

げ

る

「

こ

こ

が

ポ

イ

ン

ト

1
　
採
点
基
準
と

解
説
コ

ー

ナ

ー
」

に

似
る

。

　
た

だ

し、

こ

の

「

甲
乙

判
」

は

簡
潔
を

旨
と

し

て

ゐ

る

た

め、

右
の
一

条
に

つ

い

て

も、

か

な

り
の

難
題

ゆ

ゑ

に

多
く

の

字
句
に

関
す

る

誤
り

を

指
摘
す
る

か

と

思

ぴ

き

や、

取
り

上

げ
て

ゐ

る

の

は

「

不
識
上

下
之

分
」

の

一

箇

所
の

み、

そ

れ

も

N 工工
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「

識
」

字
の

間
違
ひ

に

関
す

る

注
意
だ

け

で

あ

る
。

実
に

あ
つ

さ

り

し

た

も

の

だ
。

〔

甲〕

知
〔
乙
〕

認

　
「

識
」

ハ

覚
ヘ

テ

居
ル

コ

ト

ナ

リ
。

「

知
」

ハ

其
物
ノ

別

チ

テ

心
二

通
ズ

ル

コ

ト

ナ

リ
。

「

認
」

ハ

見
ト

メ

見
シ

ル

コ

ト

ナ

リ
。

　
「

識
」

を、

誤
つ

て

「

知
」

に

作
る

は

う

が

「

認
」

に

作
る

よ

り

も
優
れ

て

ゐ

る

と

の

判
定
で

あ
る
。

た

し

か

に
、

「

認
」

で

は

不
適
だ

ら

う
。

現

在、

幸
か

不

幸
か
、

「

認
」

を

「

シ

ル

」

と

訓

ず
る

こ

と

は

な
い

の

で
、

我
々

が

こ

の

や

う
な

間
違
ひ

を

犯
す

可
能
性
は

あ

り

得
ま

い
。

そ

れ

に

し

て

も、

こ

れ

だ

け

の

説
明
で、
「

上

下
ノ

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　セ

分
ヲ

シ

ラ

ザ
ル

」

を

「

不

知
上

下
之
分
」

に

作
る

危
険
性
を

防
げ

る

の

か

ど

う
か

。

今
一

つ

判
然
と

し

な

い

印
象
で

は

あ

る
。

　

最
後
に、

下
巻
の

末
尾
に

見
え

る

附
表
「

有
斐
斎
射
復
比

較
科
範
」

の

内
容
を

紹

介
し

て

お

か

う
。

「

有
斐
斎
」

は

皆
川

淇
園
の

号
、

「

射
復
」

は

既
述
の

ご

と

く
「

復

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
と

が

文
」

を

意
味
す

る
。

「

科
範
」

は、

見

慣
れ

ぬ

語
だ

が、

科
す
な

は

ち
過
失
の

基
準

を

言
ふ

の

だ

ら

う。

つ

ま

り、

こ

の

附
表
は
、

複
数
に

わ

た

る

課
題
の

原
文
に

つ

い

て

復
文

作
業
を

終
へ

た

時
点
で
、

ど

れ

だ

け

の

数
の

誤
り

を

犯
し

た

か

に

よ

つ

て

優

劣
を

比

較
し、

そ
の

等
級
を

分
け

た

も

の

な

の

で

あ

る
。

端
的
に

言
へ

ば
、

淇
園
の

漢
学
塾
に

お

け
る

成
績
基
準
表
に

ほ

か

ら

な

い
。

こ

の

附
表
は
二

つ

に

分
か

れ

て

ゐ

る
。

　

第
一

表
は、

全
体
の

成
績
基
準
表
だ

。

た

と
へ

ば、

原
文
に

換
算
し

て

二

百
八

十

字
の

復
文
練
習
を

終
へ

た

時
点
で、

誤
つ

た

字
数
が

十
四

個
内
で

す
め

ば

最
上

位
の

「

知
言
」 、

二

十
八

個
内
で

あ

れ

ば

「

成

人
」

と

な

り、

同

様
に

二

十
九

個
か

ら

三

十

四

個
で

「

大

文
」 、

三

十
五

個
か

ら

四

十
個
で

「

令
聞
」

、

四

十
一

個
か

ら
四

十
七

個

で

「

贍
辞
」 、

四

十
八

個
か

ら

五

十
四

個
で

「

俊
秀
」

と

格
下
げ

さ

れ

て

ゆ

き、

五

十
五

個
か

ら

五

十
六

個
の

誤
り

を

犯
せ

ば

最
下
位
の

「

材
敏
」

と

な
る

。

五

十
七
個

復
文
の

地
平

古

田

島
洋
介

以

上

の

誤
り

を

犯
し

た

者
に

つ

い

て

は

等
級
が

記
さ

れ

て

ゐ

な
い

。

二

〇
％
を

超

え

る

誤
り

を

犯
す
や

う

な
者
は、

実
力
不

足
ゆ

ゑ

に

論
外
の

扱
ぴ

な

の

で

あ
ら

う
。

最

下
位
の

「

材
敏
」

で

も
、

「

材
敏
」

と

い

ふ

等
級
が

与
へ

ら

れ

る

だ

け、

な

か

な

か

名
誉
と

い

ふ

こ

と

だ。

今
日

風

に

言
へ

ば、

八

〇
点
以

上

の

「

優
」

な
の

で

あ

る

か

ら
。

も

ち

ろ

ん
、

原
文
の

字
数
が

増
せ

ば
、

こ

れ

ま

た

誤
り

の

数
に

応
じ

て

「

知

言
」

「

成
入
」

「

大
文
」

「

令
聞
」

「

贍
辞
」

「

俊
秀
」

「

材
敏
」

の

七

等
級
に

分
か

た

れ

る
。

詳
し

く

は

見
や

す
く

作
り

な

ほ

し

た

左

の

別
表
1
を

御
覧
い

た

だ

き
た
い

。

別表 1　「有斐斎射復比較科範」 第 1表

誤 謬 字 数

原文字数 知言 成人 大文 令聞 贍辞 俊秀 材敏

280 142829 −3435 −4041 −4748 −5455 −56

290 142930 −3536 −4243 −4950 −5657 −58

3DO 153031 −3738 −4445 −5152 −5859 −60

310 153132 −3839 −4546 −5253 −6061 −62

320 163233 −3940 −4647 −5455 −6263 −64

330 163334 −4041 −4849 −5657 −6465 −66

340 173435 −4243 −5051 −5859 −6667 −68

350 173536 −4344 −5王 52−5960 −6869 −70
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明
星
大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文
化
学

部
・
言
語
文
化
学

科
】

第

十
五

号

　
二

〇
Q
七

年

46

　
第
二

表
は
、

最
上
位
の

「

知
言
」

と

次
上
位
の

「

成
入
」

と

の

あ

ひ

だ

に
、

さ

ら

に

細
か

く

「

発

憲
」

「

力
達
」

「

知
至
」

「

自
強
」

の

四

等
級
を

設
け

た

部
分
的
な
成

績
基
準
表
だ

。

誤
り

の

数
に

ほ

ん

の

わ

つ

か

な

差
が

あ

る

だ

け

で、
「

知
言
」

「

成

人
」

を

も

含
め、

六

等
級
に

分
か

れ

る

や

う
に

な

つ

て

ゐ

る
。

成
績
優
秀
者
ど

う
し

の

復
文
能
力
競
争
用、

い

や

決
戦
用
に

定
め

た

性
質
の

も
の

で

は

な

か

ら

う
か

。

原

文
一

百

字
の

う
ち

、

誤
り

が

五

個
な

ら

ば

「

知
言
」

、

六

個
で

あ

れ

ば

「

発
憲
」 、

七

個
で

「

力
達
」

、

八

個
で

「

知
至
」 、

九
個
で

「

自
強
」 、

そ

し

て

十
個
で

「

成
人
」

と
い

ふ

細
か

さ

だ
。

第
一

表
と
同

じ

く、

原
文
の

字
数
が

増
加
し

て

も、

誤
り
の

数

に

応
じ

て

六

等
級
に

分
か

れ

る

仕
組
み

に

な
つ

て

ゐ

る
。

こ

れ

に

つ

い

て

も
、

詳
細

は

現
代
風
に

作
り

変
へ

た

左
の

別
表
2
を

御
一

暼
い

た

だ

き

た

い
。

　
淇
園
『

習
文
録
』

は、

書
き
下
し

文
に

お

け

る

置
き

字
の

措
置
こ

そ

少
し

不

親
切

だ

が
、

復
文
練
習
の

成
績
表
を

具
体
的
に

伝
へ

て

ゐ

る

点

で
、

当

時
の

実
態
を

窺
ふ

に

は

珍
重
す
べ

き

資
料
な

の

で

あ

る
。

　
な

ほ、

『

習
文
録
』

は

復
文
問
題

集
と

し

て

好
評

を

博
し、

寛
政
十
年
（

一

七

九

八
）

に

初
編
が

刊
行
さ

れ

た

の

ち、

二

編
・

三

編
と

増
補
が

続
け

ら

れ、

淇
園
の

没

後、

文

化
八

年
（

一

八
一
一
）

に

は

初
編
か

ら

四

編
ま

で

が

揃
つ

て

刊
行
さ

れ

た
。

弘

化
三

年
（

一

八

四

六
）

に

も、

改
め

て

初
編
が

出
版
さ

れ

て

ゐ

る
。

江

戸
時
代
の

復
文
練
習
を

代
表
す

る

書
物
だ

と

言
つ

て

よ

い

だ

ら

う
。

園
江

戸
時
代
4
　
編
者
未
詳
『

課
蒙
復
文
原

文
』

　
＊

成
書
年
等
不

詳

N 工工
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別表 2　 「有斐斎射復比較科範 」 第 2 表

誤 謬 字 数

原文字数 知言 発憲 力達 知至 自強 成人

100 5 6 7 8 910

120 6 7 8 910ll −12

140 7 8 91011 −1挈 13−14

160 8 91011 −1213 −141 卜 16

180 9 1011 −1213 −1415 −1617 −18

200 1011 −1213 −1415 −1617 −1819 −20

3001516 −1819 −2122 −2425 −2728 −30

4002021 −2425 −2829 唱 233 −3637 −40

　
本
書
は

、

大

阪
大

学
附
属
図
書
館
が

蔵
す

る

並

河

寒
泉
文
庫
（
淡
輪
家
旧

蔵、

昭

和
六

十
年
寄
贈
）

に

収
め

ら

れ

て

ゐ

る
。

題
名
の

「

課

蒙
」

（

蒙
に

課
す
）

か

ら

見

て、

初
学
者
に

復
文
練
習
用

の

課
題
と

し

て

与
へ

る

原
文
を

収
録
し

た

も

の

に

違
ひ

な

い
。

も

つ

と

も
、

書
物
と

称
す

る

に

は

程
遠
く、

縦
二

四

セ

ン

チ

×

横
一

七
セ

ン

チ

の

仮
綴
ぢ
全

三

十
六

丁

に

仕
立

て

ら

れ

て

は

ゐ

る

が、

末
尾
付
近
に

九

丁、

最
後

尾

に

四

丁
の

白
紙
が

あ

り、

ほ

と

ん

ど

復
文
練
習
用
の

原
文

を

寄
せ

集
め

た

冊

子
で

あ

る
。

復
文
の

課
題
と

す

る

た

め

に

字
数
を

数
へ

る

関
係
上、

半
丁
十
行、

一

行
平

均
二

十

字
の

体
裁
で

書
写

さ

れ

た

墨
字
は、

な

か

な

か

き

れ

い

で

読
み

や

す
い

が
。

　
実
は、

こ

れ

が

江

戸
時
代
の

人

の

手
に

成
つ

た

と
い

ふ

確
証
は

な

い
。

仮
綴
ち
の

状
態
そ

の

他
か

ら
見
て、

た

ぶ

ん

江
戸
時
代
の

も

の

だ

ら

う
と

推
定
し
て

ゐ

る

に

す

ぎ

ぬ
。

右
の

見
出
し

に

記
し

た

や

う
に
、

編
者
未
詳
・

成
書
年
等
不
詳
と

い

ふ

の

が

正

直
な

と

こ

ろ

だ
。

皆
川

淇
園
『

習
文
録
』

が

「

原
文
」

と

「

読
譜
」

す

な

は

ち
書

き

下
し

文

か

ら

成
つ

て

い

た

や

う
に、

せ

め

て

『

課
蒙
復
文

読
譜
』

が

遺
つ

て

ゐ

れ

ば、

な

ん

ら
か

の

書
誌
情
報
が

得
ら

れ

る

か

も

し

れ

な

い

が、

今
の

と
こ

ろ

は

未
見
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で

あ

る
。

仮
に

こ

こ

に

置
い

て

論
じ

る

こ

と

を

御
容
赦
い

た

だ

き

た
い

。

　

内
容
は、

約
九
十
条
に

お

よ

ぶ

原
文
を

録
し、

簡
略
に

出
典
を

記
し

た

う
へ

で、

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

コ

復
文

用
の

総
字
数
が

書
き

添
へ

て

あ

る
。

「

約
九

十
条
」

と

曖
昧
な

言
ひ

方
を

す

る

の

は、

漢
数
字
で

「

一
」

か

ら

「

八

十
七
」

ま

で

通

し

番
号
が

付
け

て

は

あ

る

も

の

の、

「

六
」

と

「

七
」

が

逆
転
し、

そ

の

あ

ひ

だ

に

「

五

十
六

ノ

下
」

が

入

つ

て

ゐ

た

り、
「

十
七
」

「

廿

二
」

や

「

七

十
三
」

も

上

下

に

分
か

れ、
「

廿
ニ

ノ

下
」

だ

け

は

巻
末
の

近

く

に

記

さ

れ

て

ゐ

た

り、
「

六

十
六
」

が

存
在
せ

ず、
「

六

十
八
」

が

見

せ

消
ち

で

抹
消
さ

れ

て

ゐ

た

り、
「

七

十
三

ノ

下
」

と

「

七

十
四
」

の

あ

ひ

だ

に

書

き

か

け
の

ま

ま

放
置
さ

れ

た

無
番
号
の

原
文
が

あ
つ

た

り、
「

八

十

五
」

と

「

八

十

六
」

の

あ

ひ

だ

に

無
番
号

の

ま

ま

「

八

十
三
」

の

原
文
が

重

出
し

て

ゐ

た

り、

巻
末

近

く

に

「

廿
ニ

ノ

下
」

と

並
ん

で、

コ

ノ

中
L

が

書
き

付
け

て

あ

つ

た

り

す
る

か

ら

で

あ

る
。

「

一

ノ

上
」

は

「

二

十
八
」

と
「

二

十
九
」

に

挟
ま

れ

て

存
在
す

る

が、

「

一

ノ

下
」

は

ど

こ

に

も

見
当
た

ら

な
い

。

た

ぶ

ん
、

冒
頭
の

二
L

が

実
質
上

は

「

一

ノ

下
」

な

の

で

あ

ら

う
。

た

だ

し、

か

う
し

た

甚
だ

錯
雑
し

た

あ

り

さ

ま

は、

実
際
に

本
書
が

復
文
練
習

に

活
用
さ

れ

た

証
拠
だ

と

考
へ

て

差
し

支
へ

あ

る

ま

い
。

字
数
の

多
寡
や

難
易

度
そ

の

他
を

勘
案
し

て

出
題
の

順
序
を

変
更
し

た

り
、

一

回
一

題
の

つ

も

り

が
、

や

は

り
二

〜
三

題
で

も

よ

か

ら

う

と

思

ぴ

直
し

て
、

一

つ

の

番
号

を

上

（

中
）

下
に

分

け
、

ふ

さ

は

し

い

課
題
が

直
後
に

な

い

場
合
は

、

遠
く

に

あ

る

原
文
を

採
用

し

た

り、

新
た

に

原
文
を

選
定
し

て

巻
末
近

く

に

書
き
加
へ

た

り

し

た

結
果、

こ

の

や

う
な

甚
だ

し

い

混

乱
が

起
き
た

の

だ

ら

う。

本
書
は

刊
本
で

は

な
い

。

あ

く

ま

で

復
文
の

課

題
を

提
供
す

る

た

め

に

教
授
者
自
身
が

用
ゐ

た

覚
書
を

、

た

ま

た

ま

冊
子
に

仕
立

て

た

性
質
の

も

の

か

と

思
は

れ

る
。

　

出
典
の

注

記
は

ほ

と
ん

ど

の

原
文
に

見
え

る

が
、

直
後
の

原
文

と

同
一

の

出
典
の

場
合
に

は
、

省
略
さ

れ

て

ゐ

る

こ

と

も

あ

る。

　

復
文
用
の

総
字
数
は
、

す
べ

て

の

原
文
に

書
き

添
へ

ら

れ

て

ゐ

る
。

通
し

番
号

復
文
の

地

平

古
田

島
洋
介

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
マ

「

四

十
五
」

の

や

う
に、

誤
つ

て

記
し

た

「

五

十
二

字
」

が

「

七

十

二

字
」

に

訂
正

さ

れ

て

ゐ

る

や

う

な

箇
所
も

あ

る

が、

編
者
自
身
に

よ

る

訂
正

な

の

か、

後
を

継
い

だ

教
授
者
そ

の

他
に

よ

る

訂
正

な
の

か

は

わ

か

ら

な

い
。

約
九
十
条
の

う

ち、

最
長

は

「

七

十
六
」

の

二

百
四

十
六

字
、

最
短
は

「

一

ノ

上
」

の

二

十
字
で

あ

る
。

一

般

に

原
文
の

字
数
は

短

く、

］

百

字
を

超
え

る

原
文
は

計
七

条
し

か

な

い
。

適
宜
に

重

出
や

無
番
号
の

原
文

を

削
り

、

ム
ロ

計
九
十
二

条
と

し

て

計
算
す

る

と
、

平
均
字
数
は

六

十
四

字
。

も

し
一

百

字
を

超
え

る

計
七

条
を

例
外
と

し

て

除
き、

合
計
八

十
五

条

と

し
て

算
出
す
れ

ば、

平
均
で

五

十
九
字
で

あ

る
。

皆
川

淇
園
『

習
文
録
』

の

平
均

百
十
一

字
に

比
べ

る

と
、

ほ

ぼ

半
減
の

数
字
だ

。

　

い

つ

れ

に

せ

よ、

本
書
が

収
録
す
る

の

は

原
文
の

み、

ど

こ

に

も

書
き

下

し

文
は

見
当
た

ら

な
い

。

と

な

れ

ば
、

復
文
の

実
態
が

窺
へ

る

の

は

課
題

と

さ

れ

た

原
文
だ

け
か

と

い

ふ

と、

実
は

然
ら

ず
。

原
文
の

末
尾
に
、

出
典
・

総
字
数
と

並

ん

で、

置

き

字
に

つ

い

て

覚
書
が

記

さ

れ

て

ゐ

る

場
合
が

あ

る
。

こ

れ

は

復
文
用
の

配
慮
に

ほ

か

な
ら

な
い
。

通
し

番
号

「

五

十
二
」

を

左
に

録
し

て
一

例
と

し

よ

う
。

今、

特
に

必

要
が

な
い

の

で、

句
読
は

切

ら

ず
、

書
き

下
し

文

も

添
へ

な
い

。

成
語
「

望

梅
止

　

　
　
　
　

　

　
　
　
と

ど

渇
」

（
梅
を

望
ん

で

渇
を

止

む
）

ま
た

は

「

梅
林
止

渇
」

（

梅
林
渇
を

止

む
）

で

知
ら

れ

る

有
名
な

逸

話
だ

。

冒
頭
の

「

魏
武
帝
」

は

曹
操
を

指
す

。

魏
武
帝
与
軍
士

失
道
大
渇
而
無
水

遂
令
日

前
有
梅
林
結
子

甘

酸
可

以

止

渇
士

卒

聞
之
皆
口

中
水

出
遂
得
及
泉
源
也

　
　
四

十
三

字

　
而
一

也
一

　

末
尾

に

見
え

る

「

而
一

也
】
」

が
、

置
き

字
に

関
す
る

覚
書
で

あ

る
。

言
ふ

ま
で

も

な
く、
「

こ

の

原
文

に

は

〈

而
〉

　一

字、
〈

也
〉

一

字
が

含
ま
れ

て

ゐ

る
」

と

の

意

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
も

味
だ。

学
習
者
た

ち

は、

こ

れ

に

応
じ

て

「

大

イ

ニ

渇
イ

テ

水
無
シ

」

を

「

大

渇
而

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
モ

無
水
」

に、
「

遂
二

泉
源
二

及
ブ

コ

ト

ヲ

得
タ

リ
」

を

「

遂

得
及
泉
源
也
」

に
、

そ47
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明
星

大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文
化

学
部
・
言
語
文
化

学
科】

第
十
五

号

　
二

〇
〇

七

年

れ

そ

れ

正

し

く

復
文
で

き

る

わ

け

で

あ

る
。

今

日

な

ら

ば、

末
尾

の

「

也
」

は

置
き

字
と

せ

ず、
「

…

…

得
タ

ル

ナ

リ
」

と

訓

読
す
る

の

が
｝

般
だ

ら

う

が、

本
書
の

教

授
者
が

関
は

る

漢
学
塾
で

は

「

也
」

を

置
き

字
扱
ひ

し

て

ゐ

た

に

相
違
な

い
。

　
た

だ

し、

書
き
下

し

文
の

体
裁
が

不

明
で

あ

る

以

上、

こ

の

「

而
一

也
一
」

が
、

置

き

字
に

つ

い

て

の

覚
書
に

と

ど

ま

ら

ず、

置

き
字
に

関
す
る

指
示
と

ま

で

言
へ

る

か

否
か

は

わ

か

ら

な

い
。

つ

ま

り、
「

而
一

也
一
」

は

単
な

る

覚
書
に

す
ぎ
ず、

実

際
に

書
き

下
し

文
の

な

か

で、

た

と
へ

ば

伊
藤
東
涯
「

訳
文

法
式
」

の

ご

と

く、

○

を

以

て

置
き
字
の

位
置

を

示

し

て

ゐ

た
の

か
、

そ

れ

と

も
、

書
き

下
し

文
を

提
供
す

る

と

同

時
に
、

そ

の

ま

ま
単
に

「

〈

而
〉

が
一

字、
〈

也
〉

が
一

字
」

と
い

ふ

や

う
に

置
き

字
に

関
す

る

注
意
を
口

頭
で

与
へ

て

ゐ

た

に

と

ど

ま

る

の

か
、

ど

う

に

も

釈
然

と

し

な
い

の

で

あ
る
。

　
も

つ

と

も、

さ

う
し

た

釈
然
と

し

な
い

点
を

補
つ

て

余
り

あ

る

や

う
な

注
記
も

あ

る

か

ら

油
断
が

な

ら

な

い
。

右
の

ご

と

く
、

注
記
の

大

半
が

置
き

字
「

而
・

也
・

矣
・

於
」

な

ど

の

字
数
を

覚
書
風

に

記
し

て

ゐ

る

だ

け

な

の

だ

が
、

時
を

り

「

之
」

に

関
す

る

注
記

が

見
ら

れ

る

の

で

あ

る
。

こ

れ

は

注
目

す
べ

き

措
置
だ

。

た

だ

ち

に

通

し

番
号
「

二
」

を

掲
げ
て

み

よ

う
。

こ

の

逸
話
も

な

か

な

か

有
名
だ

。

斉
桓
公
問
管
仲
王

者
何
所
貴
対
日

貴
天
桓
公
仰
観
天

管
仲
日

所
謂
之
天
者
非
謂

蒼
蒼
莽
莽
之

天
也
君
人
者
以
百

姓
為
天
　
　
四

十
五

字
　
之
二

也
一

　
末
尾
の

「

之

二

也

＝

は、

や

は

り

「

こ

の

原
文
に

は

〈

之
〉

二

字、
〈

也
〉

一

字
が

含
ま

れ

て

ゐ

る
」

と

の

意
。

し

か

し、

だ
か

ら
と

い

つ

て、

先
の

例
に

見
え

た

「

而
一

也
一
」

と

似
た

や

う
な

も

の

だ

と

踏
み

倒
す
わ

け

に

は

ゆ
か

な

い
。

「

之
」

に

関
す
る

注
意
は、
「

也
」

な

ど

の

置
き

字
と

は

性
質
が

違
ふ

の

だ
。

置
き

字
は

発
音

し

な

い
。

け

れ

ど

も、
「

之
」

は
一

般
に

「

ノ
」

と

読
む

の

で

あ

る
。

こ

の

原
文
で

48

言
へ

ば、
「

所
謂
之

天

者
」

11
「

謂
フ

所
ノ

天

ナ

ル

者
ハ

」 、
「

蒼
蒼
莽
莽
之

天
」

11

「

蒼
蒼
莽
莽
ノ

天
」

の

二

箇
所
が

そ

れ

に

該
当
す

る。

だ

が
、

「

之
」

は

そ

の

ま

ま

「

ノ
」

と

訓
読
す
る

も

の

の
、

書
き
下
し

文
に

「

ノ
」

と

あ

る

か

ら

と

い

つ

て、

そ

れ

が

た

だ

ち

に

「

之
」

に

復
原
さ

れ

る

と

は

限
ら

な

い
。

冒
頭
の

三

字
「

斉
桓
公
」

は、

ふ

つ

う

「

斉
ノ

桓
公
」

と

訓
読
す
る

が、
　一

見
し

て

明
ら

か

な

や

う
に
、

「

之
」

字
は

存
在
し

な

い
。

つ

ま

り
、

「

ノ
」

に

は
、

漢
字
「

之
」

の

読
み

で

あ

る

場
合
と、

送

り

仮
名
と

し

て

補
読
さ

れ

る

場
合
と

が

あ

る

わ

け

だ
。

し

た

が

つ

て、

書
き

下

し

文

に

複
数
個
の

「

ノ
」

が

現
れ

る

と

き

に

は、

ど

の

「

ノ
」

が

漢
字
「

之
」

の

読
み

で、

い

つ

れ

の

「

ノ
」

が

補
読
の

送
り

仮
名
な

の

か
、

そ

の

仕
分
け

を

し

な

け
れ

ば、

正

し

い

復
文
が

で

き

な

い

の

で

あ

る
。

こ

の

「

ノ
」

の

復
原
作
業
を

助
け

る

べ

く

「

之
」

の

字
数
を

示
し

て

お

く

こ

と

は、

親
切

き

は

ま

る

措
置
だ

。

お

そ

ら

く、

伊

藤
東
涯
や

皆
川

淇
園

も、

こ

の

問
題
に

気
が

つ

い

て

ゐ

た

は

ず
で

あ

る
。

し

か

し、

そ

れ

を

明
記
し

た

こ

と

は、

こ

の

『

課
蒙
復
文
原
文
』

の

功
績
に

帰
し

て

よ

い

だ

ら

う
。

「

之
」

を

含
む

原
文
す
べ

て

に

「

之
」

の

字
数
が

示
さ

れ

て

ゐ

る

わ

け

で

は

な

く、

明
ら

か

に

別
人

の

手
に

よ

る

朱
墨
で、

置

き

字
の

字
数
の

下

に

「

之

＝

だ

の

「

之

六
」

だ

の

と

追
記

し

て

あ

る

場
合
も

少
な

く

な

い

け

れ

ど

も
。

　
『

課
蒙
復
文
原
文
』

は
、

往
時
の

復
文

練
習

用
の

原
文
の

実
態
を

知

る

に

は

便
利

な
一

書
だ

。

置
き

字
や

「

之
」

に

関
す
る

配
慮
も

見
ら

れ

る
。

特
に

「

之
」

の

字
数

を

示
し
た

点
は

高
く

評
価
で

き

よ

う
。

け

れ

ど

も、

肝
腎
の

書
き

下

し
文
が

皆
無
の

た

め、

そ

の

置
き

字
や

「

之
」

に

関
す
る

配
慮
が

復
文

練
習
の

現
場
に

ど

の

や

う
に

反

映
さ

れ

て

ゐ

た

の

か

は
、

不
明
と

し

か

言
ひ

や

う

が

な

い
。

願
は

く

は、

い

つ

の

日

に

か

『

課
蒙
復
文
読
譜
』

が

発
見
さ

れ

ん

こ

と

を
。

圉
明
治
期
　
漢
文
教
科
書
の

復
文

問
題
1
　
＊

明
治
三

十
五

年
（
一

九
〇
二
）
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復
文
は

、

明
治
維
新
以

後
も

漢
文
の

学
習
法
と

し

て

引
き

継
が

れ

た
。

明
治
九
年

（

一

八

七

六
） 、

や

は

り

皆
川
淇
園
『

習
文
録
』

初
編
〜
四

編
が

刊
行
さ

れ、

同
年
に

は

五

篇
ま

で

取
り

揃
へ

た

『

習
文
録
』

も

出
版
さ

れ

て

ゐ

る
。

ま
た

、

明
治
十
三

年

（

一

八

八

〇
）

に

は、

渡
邉
元

成
［

編］
『

明
治
新
撰
習
文

録
』

全
四

巻
が

刊
行
さ

れ

た
。

第
四

巻
の

附
録
「

助
字
解
」

は

そ

れ

な

り

に

新
鮮
な

工

夫
だ

が
、

書
名
が

如
実

に

示

す
と

ほ

り、

全

体
と

し

て

は

『

習
文
録
』

を

ほ

ぼ

そ

の

ま

ま
踏
襲
し

た

体
裁
で

あ

る
。

皆
川
淇
園
『

習
文

録
』

は
、

明
治
期
に

な
つ

て

も

大
き

な

影
響
力
を

発
揮
し

て

ゐ

た
。

お

そ

ら

く、

復
文
の

教
科
書
と

称
し

て

も

過
言
で

は

な

い

や

う

な

地

位
を

占
め

て

ゐ

た

も
の

と

思

は

れ

る
。

　
た

だ

し
、

学
校
教
育
の

普
及

と

と

も

に
、

漢
文
が

学
校
の

教
室
で

教
へ

ら

れ

る

や

う
に

な

る

と、

文
字
ど

ほ

り
の

教
科
書
に

復
文
の

練
習
問
題
が

登
場
す
る

。

江
戸
時

代
の

例
と

五

十
歩
百
歩
の

復
文
問
題
を

あ

れ

こ

れ

引
用
す
る

こ

と

は

控
へ

、

時
代
の

雰
囲

気
を

反

映
す
る
一

例
の

み

を

掲
げ
る
こ

と

と

し

た

い
。

明
治
三

十
五

年
（

一

九

〇
二
）

に

出
版
さ

れ

た

国

語
漢
文
研
究
会
［

編
］

『

中
等
漢
文
教
科
書
』

に

見

え

る

復
文
の

課

題
を

左

に

録
す

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

お

ほ

い

明
治
二

十
七

年、

征
清
の

軍
興

り、

清
国

大

に

敗
る

。

　
　
　
　
　
　
や

和
を

請
ひ

戦
を

弭
め

、

台
湾
を

以

て

我
に

帰
せ

し

む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
18）

と

為
り

ぬ
。

　
原
文
三

十

七

字

明
年
清
国
使
を

遣
し

て、

こ

れ是
よ

り

全

島
我
が

版
図

　
日

清
戦
争
を

当

時
の

日

本
の

立

場
か

ら

簡
潔
に

説
明
し

た

字
句
だ

。

な

ぜ

復
文
問

題
を

国

威
発
揚
の

場
と

す
る

の

か
、

今
日

の

感
覚
で

は

理

解
し

か

ね

る

が
、

日

英
同

盟
が

締
結
さ

れ、

や
が

て

ロ

シ

ア

と
一

戦
を

構
へ

る

こ

と

に

な

ら

う
か

と

い

ふ

明
治

三

十
五

年
に

は、

か

う
し

た

字
句
を

す

ん

な

り

受
け

入

れ

る

雰
囲
気
が

漂
つ

て

ゐ

た

の

で

あ

ら

う。

末
尾
の

「

為
り
ぬ
」

が
、

い

さ

さ

か

古
め
か

し

い

印
象
だ

。

現
行
の

復
文
の

地

平

古
田

島
洋
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
19）

訓
読
で

は、

完
了

の

助
動
詞

「

ぬ
」

を

用
ゐ

る

場
面

は

滅
多
に

な

い
。

単
に

「

為

る
」

で

終
へ

る

か、

ど

う

し

て

も

完
了
を

表
は

し

た

け

れ

ば、

完
了

の

助
動

詞

「

り
」

を

使
つ

て

「

為
れ

り
」

と

す
る

の

が

現

行
の

流
儀
で

あ

る
。

原
文
は

次
の

と

ほ

り
。

明
治
二

十
七

年、

征
清
軍
興

、

清
国

大

敗
。

台
湾
帰
我

。

自
是
全

島
為
我
版
図

。

明
年
清
国

遣
使

、

請
和
弭
戦

、

以

　
置

き

字
が
一

つ

も

な
い

の

で、

復
文
の

負
担
は

軽
い
。

引
つ

掛
か

り
を

覚
え

る

と

す
れ

ば、
「

征
清
の

軍
」

の

「

の
」

が

漢
字
「

之
」

な
の

か

送
り

仮
名
な

の

か
、

「

帰

せ

し

む
」

の

使
役
「

し

む
」

が

漢
字
「

使
」

（

ま

た

は

「

令
」

な

ど
）

な

の

か

送
り

仮
名
な

の

か

と

い

ふ

程
度
だ

が
、

「

是
よ

り
」

の

「

よ

り
」

さ

へ

「

自
」

に

復
せ

れ

ば
、

指
定
さ

れ

た

字
数
か

ら

「

之
」

も

「

使
」

も

不
要
だ

と

わ

か

る

仕
掛
け
で

あ

る
。

　
復
文
問
題
が

時
代
の

雰
囲
気
を

如
実
に

反
映
す

る

こ

と

も

あ

つ

た

の

だ。

囹
昭

和
期
　
漢
文
教
科
書
の

復
文

問
題
2
　
＊

昭
和
二

年
（

一

九
二

七
）

　
も

は

や

十
分
で

あ

ら

う
。

や

は

り

昭
和
期
の

漢
文
教
科
書
に

掲
載
さ

れ

た

復
文
問

題
を
一

つ

紹
介
し

て
、

歴
史
に

沿
つ

た

実
態
の

概
観
を

終
へ

る

こ

と

と

す

る
。

昭

和

二

年
（

一

九
二

七
）

に

出
版
さ

れ

た

深
井
鑑
一

郎
［

編
］

『

選
定
中
等
漢
文
』

に

見

え

る

復
文
練
習
問
題
を

左

に

引
く。

　
　
　
　
　
　
　
　

ほ

ろ

ぼ

天
の

（

之
）

人
の

国
を

亡

す、

其
の

禍
敗
必

ず
や

智
の

（

之
）

及
ば

ざ

る

所
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

さ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

た

の

（

於
）

出
づ

。

聖

人

の

天

下

を

為
む

る、

智
を

恃
ん

で

以

て

乱
を

防
が

ず。

其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
20
）

の

乱
を

致
す
無
き

の

（

之
）

道

を

恃
む
の

み

（

耳
）

。

　
三

十
五

字

49
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明

星

大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文

化

学
部
・
言
語
文
化
学

科
】

第
十
五

号

　
二

〇
〇

七

年

　

字
数
は

先
に

引
い

た

明
治
期
の

例
と

似
た

や

う

な

も

の

だ

が
、

書
き

下
し

文
は

甚

だ

親
切

な

体
裁
で

あ

る
。

「

（

於
）

」

「

（

耳
）

」

の

や

う
に、

置
き

字
や

終
尾
詞

に

つ

い

て、

そ

の

位
置
だ

け

で

な

く、

ど

の

字
を

用
ゐ

る

か

ま

で

示
さ

れ

て

ゐ

る

の

で、

復

文

作
業
に

当
た
つ

て

は、

ほ

と

ん

ど

機
械
的
に

「

於
」

や

「

耳
」

を

指
示
さ

れ

た

位

置

に

記
し

て

ゆ

け

ば

よ

い
。

殊
に

親
切
な

の

は

「

之
」

に

関
す
る

指
示

で
、

ど

の

「

の
」

を

漢
字
に

復
せ

ば

よ

い

の

か
、

一

目

瞭
然
で

あ

る
。

む

ろ

ん、

指
示

さ

れ

た

以

外
の

「

の
」

は、

補
読
さ

れ

た

送
り

仮
名
の

「

の
」

だ
。

復
文
の

結
果
は

次
の

や

う

に

な

ら

う
。

天

之

亡

人
国、

其
禍
敗

必
出
於
智
之

所
不

及
。

恃
其
無
致
乱
之
道

耳
。

聖

入
為
天
下、

不

恃
智
以

防
乱。

　
助
辞
の

類
に

関
す

る

苦
労

が

皆
無
に

近
い

の

で、

も

つ

ば

ら

語
頂
に

注
意
を

払
ふ

こ

と

と

な

る
。

お

そ

ら

く、

出
題
の

意
図
も

そ

こ

に

あ

つ

た

の

だ

ら

う。

実
際、

「

智
の

及
ば

ざ

る

所
に

出
づ
」

や

「

其
の

乱
を

致
す
無
き

の

道
を

恃
む
」

な

ど

を

正

確
に

復
文
す
る

の

は、

初
心

者
に

と

つ

て

容
易
で

は

あ

る

ま

い
。

ま

た、
「

智
を

恃

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
ぬ
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

へ

ん

で

以

て

乱
を

防
が

ず
」

に

つ

い

て

も
、

「

恃
智
以
不
防
乱
」

な

の

か

「

不
恃
智
以

防

乱
」

な

の

か
、

意
味
を

熟
考
し

な

け

れ

ば

正

し

い

語
順
は

わ

か

ら

な
い

。

ど

ち
ら

で

も、

書
き

下

せ

ば

「

智
を

恃
ん

で

以
て

乱
を

防
が

ず
」

に

な

つ

て

し

ま

ふ

か

ら

だ
。

要

す

る

に、

否
定
辞
「

不
」

が

「

防
乱
」

の

二

字
だ

け

に

係
る

の

か
、

そ

れ

と

も

「

恃
智
以
防

乱
」

の

五

字
全

体
に

係
る

の

か

が

判
断
で

き

て

こ

そ、

始
め
て

復
文

が

可

能
と

な

る

わ

け
で

あ

る
。

　
字
数
こ

そ

少
な

い

も

の

の
、

か

う
し

た

手
応
へ

十
分

の

復
文
練
習
問
題
が、

昭

和

期
に

な
つ

て

も

漢
文
の

教
科
書
に

載
せ

ら

れ

て

ゐ

た
。

ざ

つ

と

見
積
も
つ

て、

伊
藤

50

東
涯
「

訳
文

法
式
」

が

成
つ

た

江
戸

は

元
禄
三

年
（

一

六

九
〇
）

か

ら

昭

和

の

終
戦

（

一

九

四

五
）

に

至

る

ま

で

約
二

百

五

十

年
。

復
文
練
習
は、

漢
文
の

学
習
法
と

し

て、

優
に

二

百
年
を

超
え

る

歴

史
を

有
し

て

ゐ

た
の

で

あ

る
。

三

　
復
文
の

効
果
と

位
置
付
け

　
で

は、

復
文
練
習
の

意
義
は、

ど

こ

に

あ
つ

た

の

だ

ら

う
か

。

い

か

な

る

効
果
を

期
待
し

て、

先
人
た

ち
は

復
文
作
業
に

励
ん

で

ゐ

た

の

で

あ

ら

う
か
。

と

も

あ
れ

江

戸
時
代
の

見
解
に

耳
を

傾
け

て

み

よ

う
。

前
節
に

同
じ

く、

伊
藤
東
涯
「

訳
文
法

式
」

・

山

本
北

山
『

作
文
志
轂
』

・

皆
川

淇
園
『

習
文
禄
』

初
編
に

記
さ

れ

た

字
句
を

紹
介
す

る
。

（

1
）

　
伊
藤
東
涯
「

訳
文
法
式
」

　
す
で

に

紹
介
し

た

ご

と

く、

東
涯
は

「

其
法
有
三
」

と

し

て

「

原
文
・

訳
文
・

復

文
」

を

説
き、

次
い

で

「

其
科
有
四
」

と

し

て

復
文
に

あ

り

が

ち

な

誤

り

「

錯
置
・

妄
填
・

剰
添
・

漏
逸
」

を

指
摘
し

て

ゐ

た

が
、

最
後
に

「

其
益

有
三
」

（

其
の

益

三

有
り

）

と

し

て

復
文
の

効
用
を
三

つ

挙
げ

て

ゐ

る
。

き

は

め

て

整
然
と

し

た

叙
述
だ。

便
宜
上、

そ

れ

ぞ

れ

に

番
号
を

付
し

て

句
読
を

切
り、

書
き

下

し

文

を

添
へ

る
。

 
熟
古
文
　
先
賢
傑
作、

用
意
復
之、

則
不
待
習
誦

、

而
自
諳
其
文

勢
語
脈
矣

。

　
其
益
一

。

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

こ

れ

　
　

古
文
を

熟
す
　
先
賢
の

傑
作、

意
を

用
ゐ

て

之
を

復
す

る

と

き

は、

習
誦

　
　

　

　
　
　
　

　

　
お

の

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
そ

ら

　
　

を

待
た

ず
し

て、

自
つ

か

ら

其
の

文

勢
語
脈
を

諳
ん

ず
。

其
の

益
の

一

　
　

（
21）

　
　

な

り
。
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名
作
の

復
文
練
習

を

行
へ

ば、

身
に

着
く

と

の

趣
旨
だ

。

暗
誦
に

励
ま

ず
と

も、

そ
の

語
勢
文

脈
が

自
然
に

 
識
字
法
　
吾
人、

平
日

国
語
読
過、

不

知
字
法

。

将
復
文
対
原
文、

則
本
有

　

成
式、

不

待
考
而
知
矣

。

其
益
二

。

　

　
字
法
を

識
る

　
吾
人、

平
日

国

語
を

読
み

過
ぎ、

字
法
を

知

ら

ず
。

復
文

　

　
　
も

つ

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も

と

　

　
を

将
て

原
文
に

対
す
る

と

き

は、

本
成
式
有
り、

考
ふ

る
こ

と

を

待
た

ず

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
〔
22）

　

　
し

て

知
る

。

其
の

益
の

二

な

り
。

　
ふ

だ

ん

目

本
入
は

漢
字
を

日

本
語
と

し

て

理
解
し

て

ゐ

る

た

め、

と

も

す

れ

ば

漢

文
す

な

は

ち
古
典
中
国
語
と

し

て

の

字
遣
ひ

が

わ

か

ら

な

く

な
つ

て

し

ま

ふ
。

し

か

し
、

復
文
練
習
を

行
へ

ぱ、

そ

も

そ

も

原
文
に

正

解
が

示
さ

れ

て

ゐ

る

の

で

あ

る

か

ら、

思

ひ

悩
む
こ

と

な

く

正

し

い

字
遣
ぴ

を

知
る
こ

と

が

で

き

る

　

　
と
の

主

張
で

あ

る
。

 
諳
用
語
　
平
生、

漫
爾
読
書、

不

熟
用
語

。

及
弄
筆、

茫
然
失
措

。

復
之
精

　

熟、

則
材
料
積
于

胸
中、

用
之

不

竭
。

其
益
三

。

　

　
　

　
　
そ

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま
ん

じ

　

　
用
語
を

諳
ん

ず

　
平

生、

漫
爾
と

し

て

書
を

読
み、

用
語
を

熟
せ

ず
。

筆

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
し

つ

そ

　
　
　
　
　
こ

れ

　

　
を

弄
す

る

に

及

ん

で、

茫
然
と

し

て

失
措
す

。

之

を

復
し
精
熟
す

る

と

き

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　つ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

（
23）

　

　
は、

材
料
胸
中
に

積
ん

で
、

之
を

用
ゐ

て

竭
き

ず
。

其
の

益
の

三

な

り
。

　

復
文

練
習
に

精
を

出
せ

ば、

語
彙
を

確
実
に

習
得
す
る

こ

と

が

で

き、

作
文

に

臨

ん

だ

と

き

に

適
切

な

言
葉
が

す

ぐ

念
頭
に

浮
か

ぶ

や

う

に

な

る
、

と

の

趣
旨
で

あ

る
。

こ

こ

に

東
涯

の

考
へ

る

復
文

練
習
の

目

標
が

示
さ

れ

て

ゐ

る

と

見

て

よ

い

だ

ら

う
。

要
す

る

に
、

復
文
練
習
を

通

じ

て、

漢
文
の

 
語
勢
文
脈
を

身
に

着
け、

 
用

字
法

復
文
の

地

平

古
田

島
洋
介

を

理

解
し、

 
語
彙
を

習
得
す
れ

ば、

自
由
に

漢
文
が

書
け

る

や

う

に

な

る、

と
い

ふ

わ

け

だ
。

最
終
的
に

は
、

漢
作
文
の

能
力

を

得
る

こ

と

こ

そ

が

復
文
練
習
の

効
用

な
の

で

あ

る
。

復
文
作
業
は

、

漢
文
を

「

書
く

」

た

め
の

基
礎
練
習
と

し

て

位
置
付

け

ら

れ

て

ゐ

た

の

だ

つ

た
。

（

2
）

　
山
本
北
山
『

作
文
志
轂
』

　
北
山
が

復
文
を

「

覆
文
」

引
用
文
を

左
に

再
録
す

る
。

と

記
し

て

ゐ

る

こ

と

は

第
一

節
で

紹
介
し

た

が、

そ

の

　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
な

か

よ

し

　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

も

し

く

文
章
を

作
ら

ん

と

思

は

ば、

善
交
の

友
二

三

人、

若
は

四

五

人
と

結
社
し、

月

　

　
　
　

　
　

　
　
さ

だ

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も

ち

よ

つ

に

四

五

回
の

会
日

を

期
め、

各
々

訳
文
を

携
来
て

覆
文
す
べ

し
。

訳
文
と

は、

　

　
　
　

　
か

　

な

　

　

　

　

な

は

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　
ほ

ん

も

ん

　

な

ほ

古
人
の

文
を

国
字
に

て

訳
し

た

る

な

り
。

覆
文

と
は、

訳
文

を

原
文
に

覆
す

を

云

ふ
。

　

冒
頭
の

「

文

章
を

作
ら

ん

と

思
は

ば
」

か

ら

明

ら

か

な

や

う

に、

や

は

り

北
山
も、

復
文
作
業
を、

漢
文

を

「

書
く

」

た

め

の

基
礎
練
習
と

し

て

位
置
付
け

て

ゐ

た

の

で

あ

る
。

　

た

だ

し
、

北
山
は、

東
涯
と

異
な

り、

復
文
の

効
用
を

整
然
と

列
挙
し

て

は

ゐ

な

い
。

第
二

節
で

見
た

や

う

に
、

北
山
は

復
文
に

生

じ

や

す

い

誤
謬
と
し

て

「

倒
錯
」

と

「

謬
用
」

を

指
摘
し

て

ゐ

る

が、

さ

う

し

た

誤
謬
を

防
げ
る

や

う
に

な

れ

ば、

正

し

く

漢
作
文
が

で

き

る

や

う
に

な

る
、

と
い

ふ

の

が

北
山

の

信
念
で

あ
つ

た

か

と

見

受
け

ら

れ

る。

北
山

が

自
ら

記
し

た

字
句
を

読
ん

で

み

よ

う
。

復
文
の

練
習
期
間
を

示
し
て

ゐ

る

点
が

甚
だ

興

味
深
い

。

　
　
か

さ

ね

　
こ

れ

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

な

す

月

を

累
て

之
（

経

覆
文
）

を

為
べ

し
。

大

概
四

五

ヶ

月
も

覆
文
に

努
力
す
れ

ば、
51
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明
星
大

学

研
究
紀
要
【

日

本
文
化
学

部
・
言
語
文
化
学
科】

第
十
五

号

　
二

〇
〇
七

年

　
　
　

　

　
　
ち

と

し

れ

倒
錯
・

謬
用
も

頗
知
る

も

の

な

り。

も

倒
錯
・

謬
用
な

き

や

う

に

作
り、

　
　
み

せ

　
　
　

　
　
　
こ

ふ

　（
24）

生

に

見
て

批
削
を

乞
べ

し
。

其
時、

叙
事
の

文
に

て

も

議
論
の

文
に

て

　
　

　

　
　
　
　
い

　

け

ん

　

　

と

ひ

朋
友
に

見
せ

て

其
異
見

を

問
、

其
上

に

先

　
復
文
の

練
習
期
間
を、

お

ほ

よ

そ

「

四

五

ヶ

月
」

と

し

て

ゐ

る
。

そ

の

く

ら

ゐ

の

復
文
練
習
を

経
れ

ば、
　一

応
は

他
人
に

見
せ

て

修
正

を

求
め

る

こ

と

が

で

き
る

水

準

に

ま

で

漢
作
文

が

で

き

る

や

う
に

な

る

だ

ら
う、

と
い

ふ
。

今
日

と

違
ぴ、

当
時
は

学
問
す

な

は

ち

漢
文
の

時
代
で

あ

る
。

た

し

か

に、

復
文
練
習
を

も

用
ゐ

て

漢
文
の

学
習
に

専
念
す
れ

ば
、

半
年
間
を

要
さ

ず
と
も、

そ

れ

く

ら

ゐ

の

水
準
に

達
す

る

こ

と

が

可

能
だ

つ

た

の

で

あ

ら

う
。

　
北

山
に

と

つ

て

も
、

復
文
は

あ

く

ま
で

「

書
く

」

た

め

の

練
習

の
一

環
に

ほ

か

な

ら

な

か

つ

た
。

（

3
）

　
皆
川

淇
園
『

習
文
録
」

初
編

　
こ

れ

ま

で

本
書
の

下

巻
に

冠
せ

ら

れ

た

葛
西

欽
「

題
言
」

の

字
句
を

紹
介
し

て

き

た

が、

や

は

り

当
該
「

題
言
」

に

復
文
の

効
用
が

説
か

れ

て

ゐ

る
。

葛
西

が

復
文

練

習

の

も

た

ら
す
「

鴻
益
」

す

な

は

ち
大
い

な
る

利
益
を

五

箇
条
に

わ

た

つ

て

列
挙
す

る

さ

ま

は、

復
文
の

歴

史
の

な

か

で

も
特
筆
に

値
す

る
］

事
で

あ

ら

う
。

た

だ

し、

そ

の

字
句
は

い

さ

さ

か

冗

漫
の

嫌
ひ

を

免
れ

ず、

趣
旨
に

も

東
涯
・

北
山

と

重
複
す

る

部
分
が

あ
る

た

め、

す
べ

て

を

引
用
す
る

に

は

及

ぶ

ま

い
。

こ

こ

で

は

簡
略
な

紹

介
を

旨
と

す
る。

　
第
一

条
は

用

字
・

語
彙
に

関
す

る

効
果、

第
二

条
は

語
法
・

文
法

に

つ

い

て

の

効

用、

第
三

条
は

語
勢
に

関
す

る

効
果
で

あ

る
。

こ

の

三

つ

は、

東
涯
の

挙
げ
た

三

つ

の

効
用
に

ほ

ぼ

重

な

り、

北
山

の

記
す
復
文
の

効
果
と

も

重
複
す

る
。

第
一

条
の

冒

頭
に

「

初
学
の

作
文
を

習

ふ

に

は
、

此
射
復
よ

り

善
き

は

な

し
」 、

と

あ

る

こ

と

か

52

ら、

葛
西
も

復
文
を

「

書
く

」

た

め
の

練
習
と

捉
へ

て

ゐ

た

こ

と

は

間
違

ひ

な

い

だ

ら

う
。

こ

こ

ま

で

は

特
に

新
鮮
味
が

あ

る

と

は

思
へ

な

い
。

　
葛
西
の

考
へ

に

面

白
味
が

出
て

く

る

の

は、

第
四

条
か

ら

で

あ

る
。

実
の

と
こ

ろ、

こ

の

第
四

条
は

す
で

に

第
一

節
で

引
い

て

あ

る

の

だ

が、

便
宜
上、

左
に

再
掲
し

て

み

よ

う
。

き

ゆ

う

き

や

う

へ

き

い

ふ

窮

郷

僻
邑

の

士、

文

章
に

志
し

あ

れ

ど

も
、

良
師
に

乏
し

き

も
の

は
、

此
冊

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
じ

ゆ

ん

く

わ

い

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か

ん

き

よ

と

ん

し

よ

（

11

皆
川

淇
園
『

習
文
録
』
）

誠
に

諄
誨
の

良
師
に

比
す
べ

し
。

又

閑
居
遁
処
の

　
あ

る

い

　

　
　

　

　

う

み

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

か

　
こ

く

　

　
　

　

　

　

あ

　

　

　
　

　
　

　
も

し

ま

た

人
或
は

読
書
に

倦
た

る

時
は、

此
冊
真
に

嘉
告
の

好
友
に

充
つ

べ

し
。

若

又

朋

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
せ

き
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

な

友
の

集
会
す
る

時
に

は、

此
冊
に

射
覆
し

て

酒

令
と

も

作
す
べ

し
。

　
田

舎
住
ま
ひ

だ

ら

う
が
、

隠
居
住
ま
ひ

だ

ら
う

が、

『

習
文

録
』

は

復
文
練
習

帳

と

し

て

役
に

立
つ

は

ず
だ
、

と

言
つ

て

ゐ

る
。

復
文
の

学
習
効
果
と

直
接
に

は

関
係

の

な

い

話
だ

が、

自
習
書
と

し

て

の

価
値
を

前
面
に

押
し

出
し

た

点
は

画

期
的
な

工

夫
で

あ

つ

た

に

違
ひ

な

い
。

だ

か

ら
こ

そ、

前
述
の

ご

と

く、
『

習

文
録
』

は

続
編

も

刊
行
さ

れ

て、

明

治
期
に

至

る

ま
で

版
を

重

ね

た

の

で

あ

る
。

も

つ

と

も、
「

若

又
」

以
下
に

述
べ

る

酒

席
の

余
興
と

し

て

の

効
用
は
、

さ

す

が

に

勇

み

足

の

感
を

免

れ

な

い

と

思
ふ

が
o

　
最
後
に、

第
五

条
で

あ

る
。

葛
西
は

「

読
む
」

た

め

の

自
習
書
と

し

て

も

『

習
文

録
』

を

薦
め

て

ゐ

る。

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

よ

み

が

た

初
学、

読
書
に、

無
点
の

書
の

読
難
き

に

苦

し

む

も

の

多
し

。

此
冊

（

11
皆
川

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
あ

ん

え

つ

淇

園
『

習
文

録
』
）

の

読
譜
を

誦
熟
し

て

後
に、

原
文
を

按
閲
せ

ば、

其
文

お

の

つ

か

　
　
よ

み

く
だ

自

ら
読
下
ら

ざ

る

こ

と

を

得
ず

。

原
文
を

読
み

下
し

熟
せ

ば、

其
力

又

他
の

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
よ

み

な

ら

　

　

　
か

い

て
い

　

　

　

　

　
　

も

て

あ

そ

書
に

も

及

ぼ

す
べ

し
。

無
点
の

書
を

読
習
ふ

の

階
梯

、

又

此
冊

を

玩

ぶ

よ

り

善
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き

は

な（
し琶

　 o

　
コ

無
点
の

書
L

と

は、

訓
点
（

返
り

点
＋

送

り

仮
名
）

が

付
い

て

ゐ

な

い

書
物、

す
な

は

ち
白
文

の

漢
籍
を

指
す

。

　
『

習

文
録
』

の

「

読
譜
」

す
な

は

ち
書
き

下

し

文
を

十
分
に

暗
誦
し

て

か

ら、

復

文

の

正

解
た

る

原
文
を

見
れ

ば
、

自
分
で

白
文
を

読
み

下

す

練
習
に

な

る
。

さ

う
し

た

訓
練
を

重
ね

て

ゆ

け
ば、

白
文
の

書
物
を

読
解
す
る

実
力
も

身
に

着
く

は

ず
だ

ー
葛
西

は
、

白
文
読
解
力
の

養
成
に

も

『

習
文

録
』

が

役
に

立

つ

と

宣
揚
し

て

ゐ

る

わ

け

で

あ

る
。

も
つ

と

も、

こ

こ

に

復
文、

す
な

は

ち
葛
西
の

謂
ふ

「

射
復
」

の

語
は

見
え

な
い

。

「

復
文
練
習
用
に

提
供
さ

れ

た

書
き

下
し

文

と

原
文
を

用

ゐ

れ

ば、

白

文
読
解
力
の

養
成
も

可

能
だ
」

と

の

話
に

す
ぎ

ず、

復
文

作
業
そ

れ

自
体
の

効
用

を

述
べ

た

字
句
で

は

な

い

の

で

あ

る
。

　
結
局、

江
戸

時
代、

復
文
練
習
に

は
、

専
ら

「

書
く

」

た

め

の

効
用
が

認
め

ら

れ

て

ゐ

た
こ

と

に

な

る
。

し

か

も、

右
の

北
山
の

字
句
に

「

初
学
」

の

語
が

散
見
し、

前
節
で

紹
介
し

た

『

課
蒙
復
文
原
文
』

の

書
名
に

「

課
蒙
」

と

あ

る

こ

と

か

ら

も、

復
文
は

初
学
者
用
の

練
習
法

と

考
へ

ら

れ

て

ゐ

た

も

の

と

見

て

間

違
ひ

な

い

だ

ら

う。

初
学
者
が、

書
き

下

し

文
を

原
文
に

復
す

訓
練
を

通
じ

て、

語
法
・

文
法
の

基
礎
を

学
び、

用
字
・

語
彙
に

関
す
る

知
識
を

深
め、

漢
文
の

語
気
文
勢
を

習
得
す

る

ー

こ

れ

こ

そ

が

復
文

の

意
義
だ
つ

た
の

で

あ

る
。

　
こ

れ

を

今
日
の

目

で

捉
へ

な

ほ

せ

ば
、

ど

う

な

る

か
。

本
稿
の

冒
頭
で

述
べ

た

と

ほ

り、

復
文
練
習
は、

英
語

に

い

ふ

整
序
問
題
に

ほ

ぼ

等
し

い
。

ど

の

置
き

字
を

ど

こ

に

用
ゐ

る

か

が

明
示

さ

れ

て

ゐ

な

け

れ

ば、

そ

の

難
度
は

単
語
群
か

ら

冠
詞
の

類

を

除
い

た

英
語
の

整
序
問
題
に

匹

敵
す
る

だ

ら
う

。

適
切

な

置
き

字
は

「

而
」

か

「

於
」

か
、

そ

れ

と

も

置
き

字
を

記
さ

な

い

の

が

正

し

い

の

か
、

と

思

考
を

め

ぐ

ら

す

作
業
は、

名
詞
に

つ

い

て

冠
詞
が

台
〉

か

〈

9
Φ
〉

か
、

は

た

ま

た

無
冠
詞
か、

復
文
の

地

平

古
田

島
洋

介

と

思
ひ

悩
む

作
業
と

五

十
歩
百

歩
の

は

ず
だ

。

た

だ

し、

い

つ

れ

に

せ

よ、

こ

れ

が

初
級
用

の

練
習
作
業
で

あ

る

こ

と

は

論
を

俟
た

な

い
。

英
語
で、

中
級
者
用
に

和
文

英
訳、

上

級
者
用
に

自
由
英
作
文
が

用
意
さ

れ

て

ゐ

る

の

と

同
じ

く、

漢
文
で

も、

中
級
者
用
に

は

和
文
漢
訳

、

上

級
者
用
に

は

自
由
漢
作
文
が

用
意
さ

れ

て

ゐ

る。

和

文
漢
訳
の

練
習
が

す
べ

て

の

漢
学
塾
で

行
は

れ

て

ゐ

た

か

ど

う
か

は、

保
証
の

限
り

で

な
い

。

し

か

し、

少
な
く

と

も
冖

部
の

漢
文
学
習
者
の

あ

ひ

だ

で

試
さ

れ

て

ゐ

た

　
　
　
　

　

　
　
（

26）

こ

と

は

事
実
の

や

う
だ

。

も

ち

ろ

ん、

最
終
的
に

は

自
由
に

漢
文
が

綴
れ

る

や

う
に

な

る

こ

と、

す

な

は

ち

自
由
漢
作
文
に

堪
へ

得
る

実
力

を

身
に

着
け

る

こ

と

が

目
標

と

さ

れ

て

ゐ

た

の

で

あ

る
。

ざ

つ

と

整
理

す
れ

ば、

今
日
の

英
語
学
習
と

の

対
比

に

お

い

て
、

復
文
練
習
は

次
の

や

う

に

位
置
付
け

ら

れ

る

だ

ら

う
。

整
序
問
題
が

英
語

学
習
に

お

い

て

意
義
な

し

と

し

な

い

の

で

あ

れ

ば、

復
文
練
習

も

漢
文
学
習
に

お

い

て

一

定
の

地

位
を

占
め

る

は

ず
な

の

で

あ

る
。

漢　 　文 英　　語

初級 復 文 問 題 整 序 問 題

中級 和 文 漢 訳 和 文 英 訳

上級 自由漢作文 自由英作文
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明
星
大
学
研

究
紀
要

【

日

本
文

化
学

部
・
言
語
文
化
学
科
】

第
十

五

号

　
二

〇
〇
七

年

四

　
復
文
の

廃
止

　
け
れ

ど

も、

周
知
の

や

う
に、

今
日、

漢
文
学
習
に

お

い

て

復
文
練
習
が

課
さ

れ

る

と

い

ふ

話
は、

ほ

と

ん

ど

耳
に

し

た
こ

と

が

な

い
。

そ

も

そ

も、

漢
文

教
育
そ

の

も
の

が

ほ

ぼ

死

に

体
に

近
い

現
状
で

は、

復
文
練
習
な

ぞ

に

か

ま

け

て

ゐ

る

暇
は

な

い

と

い

ふ

の

が

正

直
な

と

こ

ろ

だ

ら

う。

い

や、

も

し

か

す

る

と、

事
態

は

さ

ら
に

深
刻
で

、

復
文
と

い

ふ

作
業
そ

れ

自
体
が

忘

れ

去
ら

れ

よ

う

と

し

て

ゐ

る

の

か

も

し

れ

な

い
。

日

本
語
の

語
順
で

記
さ

れ

た

書
き

下
し

文
を、

古
典
中
国
語
の

語
順
に

組

み

換
へ

て

原
文
を

復
原
し

よ

う
と
い

ふ

の

で

あ

る

か

ら、

多
分
に

対
照
言

語
学
の

要

素
を

含
む

作
業
の

は

ず
だ

が
、

各
種
の

国

語
辞
典
こ

そ

「

復
文
」

を

立

項
し

て

ゐ

る

も

の

の
、

佐
藤
喜
代
治
［
編凵
『

国
語
学
研

究
事
典
』

（

明
治
書
院、

昭

和
五

十
二

年
）

や

国

語
学
会

［
編
］

『

国

語
学
大
辞
典
』

（

東
京
堂
出
版、

昭

和
五

十

五

年
）

は
、

復
文

を

項
目

に

立

て

ず、

索
引
に

す

ら

復
文

の

語
が

見
え

な
い

。

国
語
学
で

復
文
を

ま
つ

た

く

無
視
す

る

と
い

ふ

の

は
、

い

さ

さ

か

不
見
識
で

は

な

か

ら

う
か

。

　
漢
文
関
係
の

書
物
で

も、

た

と

へ

ば

田

部
井
文
雄
ほ

か

［
編
著
］

『

社
会
入
の

た

め
の

漢
詩
漢
文
小

百
科
』

（

大
修
館
書
店、

平
成
二

年
）

は、

や

は

り

復
文
を

立

項

し

な

い
。

社
会
人

に

復
文

練
習
の

時
間
な

ど

あ

り

は

し

な

い

と

言
へ

ば

そ

れ

ま

で

だ

が
、

江
戸

時
代
か

ら

昭

和
期
に

至

る

ま

で
、

約
二

百
五

十
年
に

わ

た
つ

て

続
い

て

ゐ

た

漢
文
の

学
習
法
を

無
視
す

る

こ

と

が、

果
た

し

て

妥
当

な

態
度
な

の

だ

ら

う

か
。

今
日

ほ

と

ん

ど

馴
染
み

の

な

い

故
事
「

渇
し

て

も

盗

泉
の

水
を

飲
ま

ず
」

そ

の

他
を

立

項
す
る

余
裕
が

あ

る
の

な

ら、

復
文
を

も

項
目

と

し

て

立

て

る

の

が
一

つ

の

見
識

で

は

な

い

か

と

愚
考
す

る

の

だ

が
。

　
た

だ

し
、

復
文
が

ほ

と

ん

ど

息
の

根
を

止

め

ら

れ

た

契
機
は、

明
確
に

指
摘
す

る

こ

と

が

で

き

る
。

関
係
者
の

不

見
識
と

い

ふ

や

う

な

漠
然
と

し

た

話
で

は

な
い

。

例

54

に

よ

つ

て

例
の

ご

と

く、

文

部
省
が
、

学
習
指
導
要
領
の

な

か

で、

復
文
練
習

は

行

は

な

い

も

の

と

決
め

た

の

だ
。

昭
和
二

十
年
（

一

九

四

五
）

の

敗
戦
後、

漢
文

教
育

が

急
速
に

衰
退

し

て

ゆ

く

過

程
で、

復
文
練
習

が

漢
文

学
習
か

ら

排
斥
さ

れ

た

の

で

あ

る
。

ど

う
や

ら
、

そ

れ

は

昭

和

三

十

五

年
（
【

九
六

〇
）

の

こ

と

で

あ

つ

た

や

う

だ
。

そ

の

年
に

文
部
省
が

告
示

し

た

『

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』

の

国
語
編
「

古

典
乙

H
」

漢
文

に
、

指
導
に

当
た
つ

て

考
慮
す
べ

き

点

と

し

て

「

な

お
、

白
文
の

読

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
（

27）

解
や

復
文
の

練
習
は

原
則
と

し

て

行
な

わ

な
い

も

の

と

す

る
」

と

明
記
さ

れ

て

ゐ

る
。

こ

れ

以

後、

復
文
練
習
は
、

漢
文
学
習

の

場
か

ら

確
実
に

姿
を

消
し

て

い

つ

た
。

今

日
、

復
文

練
習
を

載
せ

て

ゐ

る

漢
文
関

係
の

参
考
書
も

問
題

集
も、

つ

ひ

そ

目

に

し

た
こ

と

が

な

い
。

こ

れ

ま

た

例
に

よ

つ

て

例
の

ご

と

く、

文
部
省
が

学
習
指
導
要
領

に

謳
へ

ば、

全

員
で

右
に

倣
へ

、

現
場
の

教
員
は

も

ち

ろ

ん

の

こ

と、

学
者
ま
で

も

が

な

ん

ら

抵
抗
す
る

こ

と

な

く

微
温

的
な

虚
無
感
を

発
揮、
「

ま

あ
、

た

し

か

に

復

文
の

練
習

を

や
つ

て

ゐ

る

や

う
な

御
時
世
で

は

な

い

な
」

と、

復
文
を

見

殺
し

に

し

た

景
色
で

あ

る
。

　
復
文
練
習
の

重

要
性
を

説
く

書
物
が

皆
無
と

い

ふ

わ

け
で

は

な

い
。

た

と
へ

ば、

鈴
木
直
治
『

中
国
語
と

漢
文
』

は
、

復
文

練
習
が

「

白
文
に

よ

る

学
習
と

な

ら

ん

で

重
ん

ぜ

ら

れ

て

い

た
」

と

述
べ
、

本
稿
で

も

取
り

上

げ

た

伊
藤
東
涯
・

山

本
北
山

な

ど

が

書
き

下
し

文
に

工

夫
を

加
へ

て

ゐ

た

事
実
を

紹
介
し

て
、

江

戸

時
代
か

ら

戦
前

に

至

る

ま

で

復
文

練
習
が

重
視
さ

れ

て

ゐ

た

こ

と

に

注
意
を

促
す

。

そ

し

て、

漢
文

を

訓
読
で

教
へ

る

か

ぎ

り、
「

先

入
が

そ
の

訓
読
と

と

も

に

用
い

て

い

た

教
授
法
を

も

取
り

入

れ

る

べ

き

で

は

な

か

ろ

う

か
」

と

主

張
し、

文
部
省
が

学
習
指
導
要
領
に

示
し

た

方
針
を

批
判、
「

白
文
の

読
解
や

復
文
の

練
習

を
、

原
則
と

し

て

行
わ

な
い

　
　

　

　
　
　
　
　マ
マ

と

い

う
こ

と

は、

漢
学
の

学
習
を

大
き

く

ゆ

が

ん

だ

も

の

に

す
る

こ

と

に

な

る

と

い

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
（
28）

わ

な

け

れ

ば

な

る

ま

い
」

と

結
論
づ

け

て

ゐ

る
。

　
ま
た、

伊
藤
丈
『

仏
教
漢
文
入
門
』

も、

白
文
と

復
文

に

よ

る

学
習

を

薦
め

て

を

N 工工
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り、
「

初
学
者
は

訓
読
文
つ

き

の

漢
文
を

読
む
こ

と

も

上

達
へ

の

階
梯
だ

が、

あ

る

程
度
力
が

つ

い

た

ら、

訓
点
を
冖

切

施
し

て

い

な

い

漢
文

、

つ

ま

り

白
文

に

挑
戦
す

る

こ

と

を

勧
め

る
。

さ

ら

に

ま

た、

訓
読
文
か

ら

原
漢
文
に

造
っ

て

み

た

り

（

復

文
）

、

さ

ら

に

ま
た

進
ん

で、

日

記
等
を

漢
文

で

記
し

て

み

る

こ

と

も
、

漢
文
練
達

　
　
　
　

　

　
（
29）

へ

の
一

法

で

あ

ろ

う
」

と

説
く
。

伊
藤
氏

の

謂
ふ

「

訓
読
文
」

は、

書
き

下
し

文
の

こ

と
。

復
文
の

語
が

括
弧
付
き
で

記
さ

れ

て

ゐ

る

の

は

少
し

淋
し
い

が
、

伊
藤
氏
が

復
文

を

漢
文
の

有
力
な

学
習
法
と

し

て

考
へ

て

ゐ

る

こ

と

は

た

し

か

だ

ら

う
。

　
も

つ

と

も、

鈴
木
直
治
氏
や

伊
藤
丈
氏

の

発
言
を

待
た

ず
と

も、

復
文
が

漢
文
学

習

に

と
つ

て

有
益

な

練
習
で

あ
る

こ

と

は、

す

で

に

前
節
で

観
察
し

た

江

戸
時
代
の

先
人
た

ち

の

説

明
で

も

十
分
だ

ら

う
。

復
文
練
習
が

英
語
の

整
序
問
題
に

等
し

い

と

す

れ

ば
、

そ

の

効
用
は

自
明
の

こ

と

で

あ

り、

整
序
問
題
が

英
語
の

構
文
を

理

解
し、

語
法
・

文

法
の

知
識
を

確
実
に

す

る

の

と

同
様、

復
文
練
習
に

よ

つ

て

漢
文
の

構
文

を

理

解
し、

漢
文
の

語
法
・

文
法
の

知
識
が

確
実
に

習

得
で

き

る

か

ら
で

あ
る
。

文

部
省
に

よ

る

廃
止

は
、

お

そ

ら
く

復
文
排
斥
の

外
的
因
子
に

す

ぎ

ま

い
。

要
は

、

復

文
そ

れ

自
体
が

抱
へ

込

ん

で

ゐ

た

内

的
な

原
因
を

探
り、

そ

れ

が

排
斥
さ

れ

る

に

至

つ

た

理

由
を

除
去
す
べ

く
、

復
文
練
習
そ

の

も

の

を

立

て

直
さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る
。

そ

れ

を

怠
つ

て

ゐ

る

か

ぎ

り、

復
文
練
習

は

現

状
の

ま

ま
忘
れ

去
ら

れ

て

ゆ

き
、

永
久
に

お

払
ひ

箱
と

な

る

だ

ら

う
。

　
繰
り

返

し

紹
介
し

た

と

ほ

り、

復
文
作
業
は

漢
文
を

「

書
く

」

た

め

の

基
礎
練
習

だ
つ

た。

し

か

し、

漢
文
を

「

書
く

」

必

要
の

あ

つ

た

江
戸
時
代
で

あ
れ

ば

い

ざ

知

ら

ず、

ま

た

漢
文
を

「

書
く

」

こ

と

が

江

戸
時
代
の

余
光
を

背
負
つ

て

な

ほ

も

輝
か

し
い

教
養
で

あ
つ

た

戦
前
で

あ
る

な

ら

ば

話
は

別
だ

が
、

平
成

の

今
日、

も

は

や

漢

文
を

取
り

巻
く

環
境
は

同
日

の

談
で

は

な

い
。

き

は

め

て

少

数
の

専
門
家
を

除
け
ば

、

漢
文
を

「

書
く
」

必

要
は

ま
つ

た

く

な

く、
「

読
む
」

必

要
で

さ

へ

甚
だ

怪
し

い

の

で

あ

る
。

そ

の

や

う
な

な

か

で、

た

だ

声
高
に

復
文
の

復
活
を

叫
ん

で

も
、

和
文
漢

復
文
の

地

平

古
田

島
洋
介

訳
は

お

ろ

か
、

自
由
漢
作
文
の

必

要
な
ど

ま

つ

た

く

な

い

現

代
に

お

い

て

は、

何
の

説
得
力
も

な

い

だ

ら

う
。

単
な

る

哀
惜
の

念
で

は、

せ

い

ぜ

い

同
情
を

引
く
の

が

関

の

山、

た

う
て

い

復
文
の

復
活
に

は

賛
同
が

得
ら

れ

ま

い
。

　
そ
こ

で

想
ひ

到
る

の

は、

復
文
の

位
置
付
け
の

変
更
で

あ

り、

そ

の

効
用
を

「

書

く
」

以
外
の

面
に

求
め

る

こ

と

で

あ

る
。

こ

れ

に

失
敗
し

た

か

ら
こ

そ
、

あ
る

い

は、

こ

れ

を

怠

つ

て

き

た

か

ら
こ

そ、

復
文
練
習
は

衰
滅
の

一

途
を

た

ど

つ

た
の

で

は

な

か

ら

う

か
。

復
文
練
習

が

本
質
的
に

有
用
で

あ

る

こ

と

に

間
違
ぴ

が

な
い

と

す
れ

ば、

復
文

に

対
す
る

認
識
お

よ

び

復
文
の

教
授
法
を
一

新
す

る

こ

と

に

よ

つ

て
、

そ
の

再

生

が

図

れ

る

の

で

は

な
い

か
。

次
節
以
下
に

お

い

て
、

そ

の

私
見
を

述
べ

る

こ

と

と

す

る
。

五

　
復
文
の

再

認
識

　
漢
文
が

古
曲
ハ

中
国

語
の

書
写

言
語
で

あ

る

以
上、

固
よ

り

「

聴
く

」

「

話
す
」

と

は

関
係
な

し、

そ

し

て

「

書
く

」

を

も

差
し

当
た

り
の

目

標
と

し

て

設
定
で

き

な

い

と

な

れ

ば、

当
然
な

が

ら、

復
文
練
習
は

「

読
む
」

こ

と

に

資
す
る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

そ

し

て
、

そ

の

主

眼
は、

こ

れ

ま

た

当
然
の

こ

と

な
が

ら
、

語
法
・

文

法
の

確
認

で

あ

り、

構
文
の

把
握
力

の

向
上

に

存
す
る

だ

ら

う
。

発

音
や

語
彙
の

学

習
に

つ

い

て、

復
文
練
習
が

資
す

る

と

こ

ろ

な

し

と

い

ふ

わ

け
で

は

な

い
。

け

れ

ど

も、

そ

れ

は

副
産
物
と

し

て

の

効
用
に

と

ど

め
、

復
文
練
習

の

主
眼
は

、

あ
く

ま

で

語
法
・

文
法
と
構
文
の

習
得
に

置
か

ね

ば

な
る

ま
い
。

さ

う

で

な
け

れ

ば、

語
句
の

並
べ

換
へ

な

ど

行
つ

て

も、

ほ

と

ん

ど

無
意
味
だ

か

ら

で

あ

る
。

英
語
の

整
序
問
題

が
、

単
語
群
を

正

し

い

語
順
に

並
べ

換
へ

る

こ

と

に

よ
つ

て、

英
語
の

語
法
・

文
法

そ

し

て

構
文
に

対
す
る

理
解
力

の

向
上

を

図
る

の

と

同

じ

く、

復
文

練
習
も、

書
き

下

し

文
に

示
さ

れ

た

語
句
を

並
べ

換
へ

る

作
業
を

通
じ

て、

漢
文
す

な

は

ち
古
典
中55
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明
星
大
学
研
究

紀
要
【

日
本
文
化
学
部

二
言

呈
叩

文
化
学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇
〇
七

年

国

語
の

語
法
・

文
法
そ

し

て

構
文
に

対
す
る

理
解
力
の

向
上

を

目

指
す
わ

け

だ。

　
た

だ

し、

漢
文
に

お

け

る

復
文
練
習
と

英
語
に

お

け

る

整
序
問
題

を

ま
つ

た

く

無

条
件
に

同
一

視
す
る

こ

と

は

で

き

な

い
。

な

ぜ

な

ら
、

並
べ

換
へ

に

さ

い

し

て

与
へ

ら

れ

る

条
件、

す
な
は

ち
書
き

下

し

文
と

単
語
群
と

が
、

い

さ

さ

か

性
質
を

異
に

し

て

ゐ

る

か

ら

で

あ

る
。

　
英
語
の

単
語
群
で

あ

れ

ば
、

と

に

か

く

そ

れ

を

並
べ

換
へ

る

だ

け

だ
。

与
へ

ら

れ

た

単
語
群
に

対
し、

さ

ら
に

自
ら

単
語
を

付
け

足

す
必

要
は

な

い
。

と

こ

ろ

が
、

書

き

下

し

文
で

は

さ

う
は

ゆ
か

ぬ
。

と

い

ふ

の

も、

今
日、

書
き

下

し

文
は、

一

般
に

次
の

や

う

な

原
則
に

従
つ

て

作
成
さ

れ

る

か

ら
だ。

一
　

原

文
に

な

い

漢
字
は

書
か

な

い
。

二

　
発

音
し

な

い

漢
字
す

な

は

ち
置
き

字
は

省
略
す

る
。

三

　
日

本
語
の

助
詞
・

助
動
詞
を

充
て

て

訓
ず
る

語
は

仮
名
書
き

に

改

め

る
。

四

　
再
読
文

字
は、

初
読
（

右
傍
の

読
み
）

に

漢
字
を

充
て、

再
読
（

左

傍
の

　

読
み
）

を

仮
名
書
き

と

す
る

。

　
復
文
作
業
は、

原
文
か

ら

右
の

や

う
な

手

続
き

で

作
成
さ

れ

た

書
き

下
し

文
を
、

再
び

原

文
に

復
原
す
る

わ

け
で

あ

る
。

と

な

れ

ば
、

書
き

下
し

文

に

見

え

る

漢
字
数

と

原
文
の

漢
字
数
と

の

あ

ひ

だ

に

食
ぴ

違
ひ

が

生

ず
る

可

能
性
を

考
慮
し

て

お

か

ね

ば

な

ら

な

い
。

つ

ま

り、

原
則
一

に

よ

り、

書
き

下
し

文
の

漢
字
数
が

原
文
の

漢
字

数
を

上

回

る
こ

と

は

な

い

も

の

の
、

原

則
二

お

よ

び

三

に

よ

り、

置
き

字
の

漢
字
が

消
え

た

り

漢
字
が

仮
名
に

化
け

た

り

す

る

の

で

あ

る

か

ら、

書
き

下

し

文
の

漢
字
数

が

原
文
の

漢
字
数
を

下
回

る

可

能
性
が

あ

ら

う
。

書
き

下

し

文
の

漢
字
数
を

O
評

と

し、

原
文
の

漢
字
数
を

Oo

と

置
け

ば、

両
者
の

あ

ひ

だ

に

は

次
の

や

う

な

関
係
が

成
立

す

る
。

56

O
閃

叭
Oo

　

む

ろ

ん
、

右
に

掲
げ

た

四

つ

の

原
則
は
一

般
的
な

了

解
事
項
に

す

ぎ
ず、

殊
に

原

則
三

は

人
に

よ

つ

て

揺
れ

が

生

じ

る

こ

と

も

珍
し

く

な

い
。

「

べ

し
」

と

訓
ず
る

「

可
」

を

「

可
し
」

（

助
動

詞
ゆ

ゑ

に、

原
則
で

は

「

べ

し
」
）

、

「

よ

り
」

と

読
む

「

自
」

を

「

自
り

」

（

助
詞
な

の

で、

原

則
で

は

「

よ

り
」

）

と
書
き

下

す
人
も

ゐ

れ

ば
、

「

あ

り
」

と

訓
ず
る

「

有
」

を

「

あ

り
」

（

動
詞
ゆ

ゑ

に
、

原
則
で

は

「

有
り

」
）

、

「

な

し
」

と

読
む

「

無
」

を

「

な

し
」

（
形
容
詞

な

の

で、

原
則
で

は

「

無
し

」
）

と

書
き

下

す

人
も

ゐ

る
。

と

り

わ

け
、

「

ご

と

し
」

と

訓
ず
る

「

如
・

若
」

は、

そ

の

ま

ま

漢
字
で

「

如
し
・

若

し
」

（

助
動
詞
ゆ

ゑ

に
、

原
則
で

は

「

ご

と

し
」
）

と
書
き

下

す
場
合
が

少
な

く
な

い

だ

ら

う
。

た

だ

し、

そ

の

や

う
な

場
合
で

も

O
屏

叭

Oo

と

い

ふ

関
係
が

成
り
立

つ

こ

と

に

変
は

り

は

な
い
。

　

も

し

英
語
の

整
序
問
題

と
の

類
似
性
に

拘
泥
す

る

の

で

あ

れ

ば
、

前
述
の

ご

と

く、

復
文
作
業
は

左

の

や

う

な

条
件
付
き

整
序
問
題
と

同
様
で

あ

る

と

考
へ

て

お

け

ば

よ

い

だ

ら

う。

本
稿
の

冒
頭
で

掲
げ
た

整
序
問
題
を

例
と

す

れ

ば

　
次
の

単
語
群
を

並
べ

換
へ

て、

日

本
文
に

意
味
が

合
致
す
る

英
文
を

作
れ
。

た

だ

し、

必

要
な

単
語
が

二

つ

欠

け
て

ゐ

る

の

で
、

自
ら

補
ふ

こ

と
。

友
だ

ち
と
一

緒
に
パ

ー

テ

ィ

ー

に

行
き

ま
し

た
。

マ
δ
p
α

ρ

≦
穽

戸

唱

曽
q魑
ぞ
Φ

葺
bo
日
Φ

』

　

不
足

し

て

ゐ

る

不

定
冠

詞
〈

山
〉

と

前
置

詞

含
o
＞

を

補
つ

て

合

毛
Φ

p
け

8
国

O
碧
蔓

≦
ヰ
げ

ω

o
目
Φ

咄

二
 

口
α
。゚．

〉

と

記
せ

ぱ

正

解
に

な

る
。

む

ろ

ん
、

不
定
冠
詞
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〈

曽

〉

の

代
は

り

に

定
冠
詞
〈

9
 
〉

を

用
ゐ

て

も、

正

し

い

英
文
が

得
ら

れ

よ

う
。

復
文
と

は、

か

う

し

た

条
件
付
き

整
序
問
題
と

同

様
の

作
業
な

の

だ
。

　

も
つ

と

も、

英
語
で

は、

冠

詞
を

自
ら

復
原
す

る

必

要

が

生

じ

て

も、

不

定
冠
詞

〈

o
（

⇒
）

〉

か
、

定
冠
詞
〈

些
Φ
〉

か、

そ

れ

と

も

無
冠
詞
か

の

三

つ

の

可
能
性
に

絞

ら

れ

る
。

し

か

し、

復
文

に

お
い

て
、

書
き

下

し
文

の

原
則
二

で

省
略
さ

れ

た

置
き

字
を

復
原
す
る

場
合
は

、

選
択
肢
の

数
が

英
語
の

冠
詞
よ

り

も

多
い

。

代
表
的
な

置

き

字
を

想
ひ

起
こ

す
だ

け

で

も、

次
の

八

字
が

挙
げ

ら

れ

る

だ

ら

う
。

矣
・

于
・

焉
・

兮
・

乎
・

而
・

也
・

於

間

投
助
詞
「

や
」

「

よ
」

11
也
・

乎

○

日

本
語
の

助
動
詞
を

充
て

て

訓
ず
る

語

　

　
打
消
「

ず
」

11
不

　

　
受
身
「

る
」

「

ら

る
」

11
被
・

所

　

　
使
役
「

し

む
」

11
使
・

令
・

遣
・

教
・

俾

　

　
可

能
「

べ

し
」

11
可

　

　
断
定
「

な

り
」

11
也
　
「

た

り
」

11
為

　

　
比
況
「

ご

と

し
」

11
如
・

若
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こ

の

う
ち、

特
に

「

于
・

乎
・

於
」

お

よ

び

「

矣
・

焉
」

は

そ

れ

ぞ

れ

判
別
が

困

難
で

あ

る

う
へ

、

い

つ

れ

も、

語
法
・

文
法
上、

絶
対
に

必

要
と

い

ふ

わ

け

で

は

な

い

場
面

も

多
い

。

し

た

が

つ

て、

復
文

の

出
題
に

さ

い

し

て

は
、

ど

う
し

て

も

置
き

字
に

関
す
る

配
慮
が

必

要

と

な

る
。

　
ま

た、

書
き

下
し

文
の

原
則
三

で

仮
名
書
き

に

改
め

ら

れ

た

漢
字
を

復
原
す

る

の

も、

な

か

な

か

難
し

い

作
業
だ。

日

本
語
の

助
詞
・

助
動
詞
を

充
て

て

訓
ず
る

語
に

つ

い

て

確
た

る

知
識
が

な

け

れ

ば、

た

う
て

い

復
原
は

不

可

能
で

あ

る
。

や

は

り

代

表
的
な

文
字
を

挙
げ

て

お

け

ば
、

次
の

や

う
に

な
る

だ

ら

う
。

○

日

本
語
の

助
詞
を

充
て

て

訓
ず
る

語

　

　
格

助

詞

「

の
」

11
之

「

と
」

11

与

「

よ

り
」

11
自
・

従

　

　
接
続
助
詞
「

ば
」

11
者

　

　
係

助

詞
「

は
」

11
者

「

や
」

「

か
」

11
也
・

乎
・

耶
・

歟

　

　
副

助

詞
「

の

み
」

11
耳
・

爾
・

而

巳

「

ば
か

り
」

11
許
・

可

　

　
終

助

詞
「

か

な
」

11
哉
・

夫
・

矣

　

右
の

や

う

な

語
を、

書
き

下
し

文
の

仮
名
書
き

か

ら

漢
字
へ

と

復
原
す

る

可

能
性

が

あ

る

わ
け

だ
。

か

う
し

た
一

覧
表
を

あ

ら

か

じ

め

提
供
し

て

お

か

な

け
れ

ば、

復

文

作
業
の

準
備
と
し

て

は

不
足
を

免
れ

ま

い
。

　

そ

し

て、

置
き

字
の

場
合
と

同
じ

く
、

「

よ

り
」

が

「

自
」

な

の

か

「

従
」

な

の

か、
「

し

む
」

が

「

使
」

な

の

か

「

令
」

な

の

か

な

ど

に

つ

い

て

の

判
断
が

き

は

め

て

困
難
で

あ

る

か

ら

に

は、

か

う
し

た

複
数
の

語
に

復
原
さ

れ

得
る

仮
名
書
き

の

語

に

つ

い

て
、

復
文
の

出
題
に

さ

い

し
、

そ

れ

相
応
の

配
慮
を

ほ

ど
こ

す
必

要
が

あ

る

だ

ら

う。

　

復
文

が、

書
き
下

し

文
か

ら
原
文
を

復
原
す

る

作
業
で

あ

る

以
上

、

右
の

や

う
な

準
備
作
業
が

必

要
な
こ

と

を

再
認

識
し
て

お

か

ね

ば

ま

る

ま

い
。

す
な

は

ち、

書
き

下
し

文

の

漢
字
数
と

原
文
の

漢
字
数
と
の

関
係
を

明

確
に

把
握
し、

ど
の

や

う

な

置

き

字
が

入

り

得
る

の

か、

仮
名
書
き

の

語
が

い

か

な

る

漢
字
に

復
原
さ

れ

得
る
の

か

に

つ

い

て

明
確
な
知
識
が

な

け
れ

ば、

お

い

そ

れ

と

復
文
作
業
に

取
り
か

か

る

こ

と

は

で

き

な

い

の

で

あ

る
。

正

解
を

知
つ

て

ゐ

る

出
題
者
と

し

て

の

有
利
な

立

場
に

甘

え

て、
「

こ

こ

に

は

置

き

字
と

し

て

〈

於
〉

で

は

な

く

＜

于
〉

が

入

り

ま

す
」

だ

の、

復

文
の

地

平

古
田

島

洋
介
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明
星
大

学

研
究
紀
要
【

日

本
文
化
学

部
・
言
語
文
化
学
科】

第
十
五

号

　
二

〇
〇
七

年

「

こ

の

〈

し

む
〉

は

く

使
V

で

は

な

く、

〈

令
〉

で

す
」

だ

の

と
、

さ

も

「

於
」

と

「

于
」

や

「

使
」

と

「

令
」

を

判
別
す
る

秘
法
が

あ

る

か

の

や

う
な

虚
仮
威
し

の

場

当

た

り

説
明
は、

厳
に

慎
ま

ね

ば

な

る

ま

い
。

体
系
的
か

つ

論
理

的
な

説
明
が

で

き

な

け
れ

ば、

復
文
作
業
の

意
義
が

ど

こ

か

に

消
し

飛
ん

で

し

ま

ふ
。

復
文
作
業
に

漢

字
を

組
み

合
は

せ

て

ゆ

く
パ

ズ

ル

も

ど

き

の

面

白
さ

が

あ

る

の

は

事
実
だ

。

け

れ

ど

も、

た

ま

た

ま

的
中
し

た

面

白
さ

に

頼
る

や

う

で

は、

復
文
練
習

の

真
面

目

は

果
た

さ

れ

な
い

の

で

あ
る

。

六

　
復
文
の

指
導
法

　
さ

て
、

で

は

実
際
に

復
文
作
業
を

ど

う
指
導
す
れ

ば

よ

い

の

だ

ら

う
か
。

も

ち

ろ

ん、

多
大

な
時
間
を

か

け

て

大
量
の

復
文

問
題
を

こ

な

せ

ば、

自
つ

か

ら

復
文
の

要

領
を

会
得
で

き

る

だ

ら

う。

い

は

ゆ
る

「

習
ふ

よ

り

慣
れ

ろ
」

式
の

指
導
で

あ

る
。

し

か

し
、

現
今

の

漢
文
教
育
の

貧
困
に

鑑

み

れ

ば、

た

う
て

い

乱
取
り

を

通
じ

て

自

然
に

技
を

体
得
し

て

ゆ

く
こ

と

は

望
め

ま

い
。

ど

う
し

て

も

簡
に

し

て

要
を

得
た

指

導
が

必

要
で

あ

り
、

そ

の

た

め

に

は、

出
題
の

形
式
を
工

夫

し

て
、

問
題
を

可

能
な

か

ぎ

り

体
系
化
し、

復
文
の

要
領
を

そ

れ

こ

そ

要
領
よ

く

指
導
せ

ね

ば
な

ら
ぬ
。

な

に

し

ろ

限

ら

れ

た

時
間

の

な

か

で

「

読
む
」

た

め

の

復
文

練
習
を

行
は

う

と

い

ふ

の

だ
。

あ

ら

ゆ
る

句
形
に

目

配

り

す

る

や

う
な

指
導
は

、

固
よ

り

不

可
能
で

あ

る。

当

面、

要
点
を

大

づ

か

み

に

す

る

類
の

指
導
法
を

開
発
す

る

の

が

肝
腎
で

あ

ら
う。

（

イ
）

　
出
題
の

形
式

　

書
き

下
し

文

を

示
し

て

総
字
数
を

付
記

す
る

の

は
、

江
戸

時
代
以

来
の

復
文
問
題

と

同
様
で

あ

る
。

総
字
数
を

付
し

て

お

か

な

い

と、

さ

ま

ざ

ま

な

復
文
が

可
能
と

な

り、

正

解
が
一

つ

に

決
ま
ら

な

い
。

た

と
へ

ば、

次
の

や

う

な

例
で

あ
る。

58

孔
子

は

聖

人
な

り
。

　
孔
子

聖

人。

　
孔
子

聖

人
也

。

　
孔
子

者
聖
人

。

　
孔
子

者
聖
人

也
。

（

総
字
数
）

　

四

字

　
五

字

　
五

字

　

六

字

　
同
じ
一

文
で

も、

最
短
四

字
、

最
長
六

字
の

復
文
が

可

能
だ

。

む

ろ

ん、

こ

の

や

う
に

多
様
な

復
文
が

可
能
で

あ

る

事
実
を

示

し、

漢
文
の

融
通
無
碍
な

あ

り

さ

ま

を

教
へ

る

こ

と
も

で

き

る
。

た

だ

し、

か

へ

つ

て

学
生

が

混
乱
す
る

お

そ

れ

も

あ

る

の

で
、

】

般
に

は

総
字
数
を

指
定
す

る

の

が

無
難
だ

ら

う
。

　
も

つ

と

も
、

右
の

場
合、

総
字
数
を

五

字
と

す
れ

ば、

や

は

り
二

種
の

復
文
が

可

能
と

な

る
。

そ

の

や

う
な

と

き

は
、

「

第
五

字
“

也
」

ま

た

は

「

第
三

字
”

者
」

と

付
記
す
る

か
、

「

〈

也
V

を

用
ゐ

よ
」

あ

る

い

は

「

〈

者
V

を

使
ふ

こ

と
」

と

指
示

す

る

か、

な

ん

ら

か

の

措
置
が

必

要
と

な
る

。

そ
の

煩
を

避
け

た

け

れ

ば
、

正

解
が
一

つ

に

決
ま

る

四

字
も

し

く

は

六

字
を

総
字
数
と

し

て

指
定
す
る

し

か

な
い

。

　
右
の

ご

と
く
一

見
し

て

単
純
さ

う
な
一

文
で

も、

正

解
に

ば

ら
つ

き
が

生

じ

る

可

能
性
が

あ

る

の

だ

か

ら、

復
文
の

出
題
に

は

常
に

慎
重
さ

が

必

要
だ

。

万
一
、

数
へ

違
ひ

を

犯
し
て

誤
つ

た

総
字
数
を

指
定
し

た

り

す
れ

ば、

甚
だ

し
い

混
乱
を

引
き

起

こ

す
危
険
が

あ

る
。

　
言
ふ

ま

で

も

な

く、

総
字
数
を

指
定
す

る

さ

い

に

格
別
の

配
慮
が

必
要
と

な

る

の

は
、

置
き

字
を

含
む
原
文

や

仮
名
書
き

の

語
を

漢
字
に

改
め

る

必
要
の

あ

る

原
文
を

復
原
さ

せ

る

場
合
で

あ

る
。

か

な

り

実
力
の

あ

る

学
生

が

対
象
で

あ

れ

ば、

総
字
数

だ

け
を

示
し

て、

さ

ま

ざ

ま

な

復
原
の

可

能
性
を

自
ら

模
索
さ

せ

る

こ

と

も

で

き

よ

う

が、

初
学
者
が

相
手

と

な

れ

ば
さ

う
は

ゆ
か

ぬ
。

や

は

り、

そ

れ

な
り

に

親
切

な

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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措
置

を

ほ

ど

こ

し

て

お

く

は

う

が

よ

い

だ

ら

う
。

　

置

き

字
に

つ

い

て

最
も

親
切

な

の

は、

ど
こ

に、

お

く
こ

と

で

あ

る
。

た

と
へ

ば

ー

ど

の

字
を

置
く

か

を

指
定
し

て

敬
し

て

之
を

遠
ざ
く

。

（

計
四

字
／

第
二

字
11
而
）

　

書
き

下
し

文

の

漢
字
数
が

六

字、

原
文
の

字
数
が

七

字
で

あ

る

か

ら、

自
ら
一

字

を

付
け

加
へ

ね

ば

な

ら

な

い
。

も

し

「

置

き

字
ナ

シ
」

と

の

指
示

が

な

け

れ

ば、

左

記
の

ご

と

き

復
文
も

可

能
と

な

る
。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

我
善
養
浩
然
気
矣。

／
我
善
養
浩
然
気
焉

。

　

右
の

や

う

に

指
定
し

て

お

け

ば、
「

敬
而
遠
之
」

と

復
原

す
る

の

は

容
易
だ

ら

う
。

学
生
は

「

之

を
」

と

「

遠
ざ

く
」

の

語
順
の

み

考
へ

れ

ば

よ

い

の

だ

か

ら
。

　

む

ろ

ん
、

些

少
と

も

学
習
が

進

み、

置
き

字
「

而
」

の

直
前
に

接
続
助
詞
「

て
」

を

用
ゐ

る

こ

と

が

多
い

と

い

ふ

知
識
が

定
着
し

て

く

れ

ば、

左
の

ご

と

く
、

置
き

字

の

位
置

を

示

す
に

と

ど
め

た

り、

ま

た

は、

置
き
字
の

種
類
の

み

を

指
定
し
た

り

す

る

の

も
一

法
だ

ら

う
。

　

け

れ

ど

も
、

「

置
き

字
ナ

シ

」

と

の

指
示

を

記

し

て

お

け

ば、

特
段
の

指
示
を

付

さ

ず
と

も
、

自
つ

か

ら

助
詞
「

の

」

に

注
目

し、

そ

れ

を

「

之
」

に

改
め

る
こ

と

が

で

き
る

だ

ら

う
。

正

解
は

ー

我
善
養
浩
然
之

気
。

Meisei 　university

敬
し

て

之

を

遠
ざ
く

。

（

計
四

字
／

第
二

字
は

置

き
字
）

敬
し

て

之
を

遠
ざ

く。
（

計
四

字
／

置
き

字
「

而
」

を

用
ゐ

よ
）

　
原
文

が

長

く、

い

ろ
い

ろ

な

置
き

字
が

必

要
と
な

る

場
合
に

は、

第
二

節
で

紹
介

し

た

『

課
蒙
復
文
原
文
』

の

例
に

見
ら

れ

た

や

う
に、
「

〈

而
〉

二
、

〈

矣
〉

一
」

の

ご

と

く

指
示

す
る

こ

と

も

で

き

る
。

た

だ

し、

差
し

当

た

り、

そ
こ

ま

で

負
担
の

重

い

長
文

の

復
原
を

課

す
必

要
は

あ

る

ま

い
。

　
一

方、

仮
名
書
き

を
漢
字
に

改

め

る

必

要
が

生
じ

る

場
合
は
、

先
に

示
し
た
一

覧

表
さ

へ

あ

ら

か

じ

め

配
付
し

て

お

け
ば、

取
り

立

て

て

指
示

を

記
し

て

お

か

な

く

と

も

よ

か

ら

う。

た

と
へ

ば、

次
の

や

う

な

例
で

あ

る。

我
　
善
く

浩
然
の

気
を

養
ふ

。

（

計
七

字
／

置
き

字
ナ

シ
）

　

も
ち

ろ

ん、

例
の

「

覧
表
を
手
に

し

て

ゐ

た

と

て、

た

と
へ

ば

使
役
「

し

む
」

の

場
合
は、

ど
の

字
を

用
ゐ

る

べ

き

か

迷
ふ

こ

と

と

な

る
。

こ

れ

に

つ

い

て

は、

次
の

や

う
に

指
定
し

て

お

け

ば、

紛
れ

が

生
じ

な
い

。

子

路
を

し

て

津
を

問
は

し

む
。

（

計
五

字
／

「

し

む
」

噌
使）

安
心

し

て

「

し

む
」

を

「

使
」

に

改
め、

左

の

ご

と

く

復
文
で

き
る。

使
子
路
間
津

。

　
か

う
し

た

指
定
を

外
し、

答
へ

合
は

せ

の

さ

い

に

「

令
」

ま
た

は

他
の

使
役
動
詞

で

も

許
容
す
る

と
い

ふ

方
法
で

も

よ

い

だ

ら

う
。

復
文
の

地

平

古
田

島

洋
介



Meisei University

NII-Electronic Library Service

明
星

大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文

化
学
部

三
函

語
文
化
学
科】

第
十
五

号

　
二

〇
〇
七

年

60

　
も

つ

と

も、
「

ば

か

り
」

に

つ

い

て

は、
「

許
」

と

「

可
」

で

は

語
法
が

異
な

る

の

で、

い

つ

れ

で

も

宜
し

い

と

い

ふ

わ

け

に

は

ゆ

か

な

い
。

解
答
を
一

つ

に

絞
る

の

で

あ

れ

ば、
「

許
」

と

「

可
」

の

ど

ち

ら

を

用
ゐ

る

の

か
、

あ

る

い

は

「

ば
か

り
」

の

意
を

表
は

す
字
が

ど
こ

に

位
置
す

る

の

か

を

指
示
す

る

必

要
が

あ

る
。

項
羽
の

卒、

十
万

ば

か

り
。

　
↓
項
羽
之
卒、

十
万

許。

項
羽
の

卒、

十
万

ば

か

り。

　
↓
項
羽
之
卒、

可

十
万。

（

計
七

字
／
「

ば
か

り
」

11
許
）

（

計
七

字
／
「

ば

か

り
」

と

訓
ず
る

字
は

第
五

字
）

ま

で

の

漢
文
教
育
の

衰
退

だ

が、

現

実
は

現
実
だ。

い

き

な

り

特
定
の

句
形
を

用
ゐ

る

や

う
な

原
文

を

素
材
と

し

て

復
文
さ

せ

て

も、

た

う

て

い

学
習
効
果
は

望
め

な
い

だ

ら

う
。

　

も
つ

と

も、

ま

つ

は

基
礎
中
の

基
礎
を

と

な

れ

ば、

そ

れ

ほ

ど

深
刻
に

考
へ

る

必

要
は

な
い

の

か

も

し

れ

な

い
。

な

ぜ

な

ら、

我
々

が

日

常
に

使
用
し

て

ゐ

る

漢
語
を

素
材
と

し

て、

い

く

ら

で

も

復
文
の

課
題

と

す
る

こ

と

が

で

き

る

か

ら

だ
。

す
な

は

ち、

常
用
漢
語
を

文

法
的
に

分
類
し

て

訓
読
を

ほ

ど

こ

し、

そ

の

書
き

下
し

文
を

呈

示
し

て

基
礎
問
題
と

す
る

の

が
、

最
も

取
り

つ

き

や

す
い

導
入

と

な

る

の

で

は

な
か

ら

う
か

。

た

と
へ

ば

次
の

や

う

な

具

合
で

あ

る
。

N 工工
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た

だ

し、
「

ば

か

り
」

を

漢
字
に

復
す
る

や

う

な

練
習
は

難
度
が

高
い

の

で、

取

り

敢
へ

ず
は

気
に

し

な

く

と

も

よ
い

だ

ら

う
。

乏
し
い

経
験
か

ら

見
て

、

最
も

出
現

す

る

頻
度
が

高
い

の

は

「

の
」

11
之

お

よ

び

「

し

む
」

目

使
・

令
…

…
く

ら
ゐ

か
。

出
題
に

さ

い

し

て
、

置
き

字
さ

へ

丁
寧
に

指
示

し

て

お

け

ば、

仮
名
書
き

語
の

漢
字

へ

の

変
換
に

つ

い

て

は、

さ

ほ

ど

神
経
質
に

な

る

必

要
は

な

い

と

思
は

れ

る
。

（

ロ
）

　
問
題
の

体
系
化

　
初
歩
的
な

段
階
か

ら

始
め

て、

し

だ

い

に

難
度
を

高
く

し

て

ゆ

く

と

な

れ

ば、

当

然、

字
数
は

少
か

ら

多
へ

、

構
文
は

易
か

ら
難
へ

と

向
か

ふ

こ

と

と

な
る

が
、

最
も

肝
要
な
の

は
、

復
文
の

手
ほ

ど

き

を

す
る

基
礎
問
題
で

あ

る。

学
習
時
間
が

乏

し

い

と

は

い

へ

、

些

少
と

も

漢
文
に

親
し

ん

で

ゐ

る

や

う

な

学
生

が

多
け
れ

ば、

ど
こ

か

で

耳
に

し

た

こ

と

の

あ

る

『

論
語
』

な
ど

の

名
句
を

練
習
課

題
に

す
る

こ

と

も

で

き

る

だ

ら

う
。

し

か

し
、

実
際、

そ

の

や

う
な

望
み

は

薄
い

。

な

に

し

ろ
、

ほ

と

ん

ど

の

学
生

が

「

朋

有
り

遠
方
よ

り

来
た

る
、

亦
た

楽
し
か

ら

ず
や
」

を
一

度
も

聞
い

た

こ

と

が

な

い

と

い

ふ

の

が
、

現
今
の

実
情
な

の

で

あ

る
。

ま
つ

た

く

信
じ

ら
れ

な

い

（

1
）

主
述
関
係

　
a

名
詞
＋

動
詞

b
名
詞
＋

形
容
詞

（

2
）

修
飾
関
係

　
a

形
容
詞

＋

名
詞

b
副
詞
＋

形
容
詞

c

副
詞
＋

動
詞

d
名
詞
（
副
詞

化
）

（

3
）

並

列
関
係

地
震
ふ

↓
地

震

日

没
す
↓
日

没

幸
ひ

な

る

こ

と

甚
し

↓
幸
甚

月
明
ら
か

な

り

↓
月
明

　

白
き

髪
↓
白

髪

　

勇
ま

し

き

者
↓
勇

者

　

甚
だ

大
な

り

↓
甚
大

　

最
も

善
し
↓
最
善

　

　
　
う
べ

な

快
く

諾
ふ

↓
快
諾

　つ
ら

　

熟
つ

ら

考
ふ

↓
熟
考

＋

動
詞

　
　
蛇
の

ご

と

く

行
く

↓
蛇
行

　

　
　
　

客
と
し

て

死

す
　
↓
客
死
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a

類
義
語
の

並

列

　

学
び

習
ふ

↓
学
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勉
め

強
ふ

↓
勉
強

　
　
b
対
義
語
の

並

列

　
　
山
と

河
と

↓
山

河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飲
む

と

食
ら

ふ

と

↓
飲
食

　
（

4
）

動
目

関
係

　
　
a

他
動
詞
＋

目

的
語
　
人
を

殺
す

↓
殺
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
罪
を

犯
す
↓
犯

罪

　
　
b
自
動
詞

＋

対
象
語
　
学
に

入

る

↓
入

学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
場
に

出
づ

↓
出
場

　
（

5
）

認

定
関
係

　
　
a

存
在
　
力
有
り

↓
有
力

　
　
　
　
　
　
風

無
し

↓
無
風

　
　
b
否

定
　
利
あ

ら

ず

　

↓
不

利

　
　
　
　
　
　
未
だ

定
ま

ら

ず
↓
未
定

　
　
　
　
　
　
常
に

非
ず
　
　

↓
非
常

　
か

う

し

た

二

字
熟
語
の

復
文
練
習
に

次
い

で、

次
の

や

う

な

三

字
熟
語
や

四

字
成

語
を

復
文
さ

せ

て

も

よ
い

練
習
に

な

る

だ

ら

う
。

　
　
欠
く
べ

か

ら

ず

↓
不

可
欠

　
　
未
だ

曾
て

有
ら

ず
↓
未
曾
有

　
　
名
有
れ

ど

も

実
無
し

　
↓
有
名
無
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

と

　
　
傍
ら

に

人
無
き

が

若
し

↓
傍
若
無
人

　
右
の

ご

と

き

常
用
漢
語
の

復
文
を

通

じ
、

漢
文
の

基
礎
的
な

語
順
に

つ

い

て

了

解

復
文
の

地
平

古

田

島
洋
介

が

得
ら

れ

た

な

ら

ば、

次
は

構
文
を

明
確
に

理

解
さ

せ

る

べ

く、

文
型
ご

と

に

短
文

の

復
文
練
習
を

さ

せ

て

は

如
何
だ

ら

う

か
。

　（
1

）

主
語
＋

動
詞

　
　
　
　
　
白

雲
　

飛
ぶ

。

↓
自

曇
広

飛。

　
　
　

◇
成
分
の

追
加
11
主
語
＋

動
詞
＋

副
詞
句

　
　
　
　
　
名
声
　
諸
侯
に

聞
こ

ゆ
。

↓
名
声
聞
於
諸
侯

。

　
（

2
）

主
語
＋

動
詞
＋

補
語

　
　
　
　
　
雨

水

　
氷
と

為
る

。

↓
雨
水

為
氷。

　
　
　

◇
成
分
の

省
略
 
目

動
詞
＋

補
語

　
　
　
　
　
関
中
に

王

た

り
。

↓
王

関
中

。

　
　
　

◇
成
分
の

省
略
 
桂

主
語
＋

補
語

　
　
　
　
　

補
語
11
名
詞

　
　
孔
子

は

聖

人

な

り
。

　
　

↓
孔
子

聖
人。

　
　
　
　
　

補
語
11
形
容
詞
　
月

明
ら

か

に

星
稀
な

り
。

↓
月

明
星

稀。

　
　
　

◇
成
分
の

追

加
11
主
語
＋

補
語
＋

副
詞
句

　
　
　
　
　

霜
葉
は

二

月

の

花
よ

り

も

紅
な

り。

↓
霜
葉
紅
於
二

月

花。

　
（

3
）

主
語
＋

動
詞
＋

目
的
語

　
　
　
　
　

敵
軍

　
城
門
を

破
る

。

↓
敵
軍
破
城
門

。

　
　
　
　
　

落
花
　
雪
に

似
た

り
。

↓
落
花
似
雪

。

　
　
　

◇
成
分
の

省
略
“

動
詞
＋

目

的
語
（

＋

副
詞
句
）
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明
星

大
学
研
究
紀
要

【

日

本
文

化
学
部
・

言
語
文

化
学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇

〇
七

年

（

4
）

（

5
）

　
　
　
　
つ

つ
し

　
　
天

に

敬
み

人

を

愛
す

。

↓
敬
天

愛
入

。

　
　
　
　
　
こ

こ

　

　

ま

み

　
　
将
軍
に

此

に

見
ゆ

。

　

↓
見
将
軍
於
此

。

◇
成
分
の

追
加
11
主

語
＋

動
詞
＋

目

的
語
＋

副
詞
句

　
　
孔
子

　
礼
を

老
子
に

問
ふ

。

↓
孔
子

問
礼
於
老
子

。

主
語
十

動
詞
＋

間
接
目

的
語
十

直
接
目

的
語

　

其
の

君
　

使
者
に

車
馬
を

賜
ふ

。

↓
其
君
賜
使
者
車
馬。

主
語

＋

動
詞
＋

目
的
語
＋

補
語

　

人
　
我
を

才
子
と

謂
ふ

。

↓
人
謂
我
才
子。

　
察
し

て

い

た

だ

け

る

と

ほ

り、

右
の

文
型
の

分
類
は、

英
語
の

五

文
型

を

そ

の

ま

ま

適
用

し

た

も

の

で

あ

る
。

実
の

と

こ

ろ
、

漢
文
で

は

他
動
詞
と

自
動
詞
の

区
別
が

明
確
で

な
い

た

め、

第
二

文
型
と

第
三

文
型
が

截
然
と

分

か

れ

ぬ

憾
み

が

遺
る

も

の

の、

取
り

敢
へ

ず
は

区

別
し

て

教
へ

て

お

く

は

う

が

わ

か

り

や

す
い

だ

ら

う
。

第
二

文

型
で

「

動
詞
＋

補
語
」

の

例
と

し

て

挙
げ

て

あ

る

「

王

関
中
」

（

関

中
に

王

た

り
）

を

第
三

文
型
「

動
詞

＋

目

的
語
」

と

考
へ

る
こ

と

も、

そ

し

て
、

第
三

文

型
で

「

主

語
＋

動
詞
＋

目
的
語
」

の

例
と

し

て

掲
げ
た

「

落
花
似
雪
」

（

落
花
　
雪

に

似
た

り
）

を

第
二

文
型
「

主
語
＋

動
詞
＋

補
語
」

と

し

て

理
解
す
る

こ

と

も

十
分
に

可

能
な

の

だ

が
。

　
む
ろ

ん
、

旧

来
の

漢
文
法
の

立

場
か

ら

見
れ

ば、

か

う

し

た

文
型
の

教
へ

方
に

は

少
な
か

ら

ぬ

抵
抗
を

覚
え

る

だ

ら

う
。

な

ぜ

な

ら
、

漢
文
法
で

は
一

般
に

補
語
と

い

ふ

呼
称
を

多
用
し

、

英
文
法

で

い

ふ

前
置
詞
の

目

的
語
た

る

名
詞
や

二

重

目

的
語
構

文

に

お

け
る

間
接
目

的
語
な

ど

も、

す
べ

て

補
語
と

呼
ん

で

し

ま

ふ

こ

と

が

多
い

。

右
の

や

う
に

「

前
置
詞
＋

名
詞
」

を

副
詞
句
と

称
し

た

り、

間
接
目

的
語

と
い

ふ

呼

62

称
を

用
ゐ

た

り

す
る

の

は、

あ

ま

り

に

英
文
法
に

寄
り

掛
か

り

す
ぎ

と
映
る

か

も

し

れ

な

い
。

　

け

れ

ど

も、

英
語
の

五

文
型
に

お

い

て

さ

へ

甚
だ

曖
昧
な

補
語
と

い

ふ

文
法
用

語

　

　
実
際、

補
語
の

文
法
概
念
は

明
確
さ

を

欠
き、

主
語
で

も

動
詞
で

も

目
的
語

で

も

な
い

構
文
上

の

重

要
な

要
素
を、

便
宜
上、

す
べ

て

補
語
と

称
し

て

ゐ

る

の

が

実

情
で

は

な
い

か

ー
に
、

さ

ら

に

異

な

つ

た

意
味
合
ひ

を

持
た

せ

て

漢
文
の

文
型
を

説
明
す
る

の

は
、

か

へ

つ

て

学
生

に

無
用

な

混
乱

を

も

た

ら

す
だ

け
で

は

な
か

ら

う

か
。

現
今
の

学
生

の

脳
裡
に

お

い

て

文
法

と

言
へ

ば
、

そ

の

知
識
の

大
半
は

英
文
法

に

違
ひ

な
い

。

日

本
語
の

口

語
文
法

は

も

と

よ

り、

文
語
文
法
で

す
ら
英
文
法
よ

り

も

占
め

る

領
域
は

小

さ

い

だ

ら

う。

そ

の

英
文
法
の

知
識
に

基
づ

い

て、

些

少
の

齟

齬
に

は

目

を

つ

む

り、

ま

つ

は

大
枠
と

し

て

の

基
本
文
型
を

教
へ

る

は

う
が

得
策
な

の

で

は

あ

る

ま

い

か
。

事
実

、

右
に

示
し

た

ご

と

く、

漢
文
の

基

本
文

型
は、

ほ

ぼ

英
語
の

五

文
型

を

以

て

覆
へ

る

の

だ
。

た

し

か

に
、

第
二

文
型
に

お

い

て

動
詞
を

省

略
し

た

「

主
語
＋

補
語
」

が

可

能
で

あ

る

点
で

、

漢
文
法

は

英
文
法

と

大
き

く

異

な

る
。

し

か

し、

こ

の

構
文

は
、

結
果

と

し

て

日

本
語
の

構
文
に

か

な

り

近
い

の

で
、

学
生
に

と
つ

て

理

解
し

づ

ら
い

も

の

で

は

な

い
。

可
能
な

か

ぎ

り

英
文

法
を

利
用
し

て

漢
文
法
を

教
へ

る

の

が、

今
日、

最
も

効
果
的
な

教
へ

方
だ

ら

う。

そ

し

て、

文

型
を

明
確
に

理

解
さ

せ

る

べ

く

最
も

能
率
の

よ

い

練
習
こ

そ、

ほ

か

な

ら

ぬ

復
文
作

業
で

あ

ら

う

と

考
へ

る
。

自
ら

手
を

動
か

し、

単
語
や

語
句
を

文
型
に

当

て

は

ま

る

や

う

並
べ

換
へ

な

け

れ

ば

い

け

な
い

の

だ

か

ら
。

　

ざ
つ

と

熟
語
や

文

型
の

復
文
練
習

が

終
は

れ

ば、

あ

と

は

応
用
で

あ

る
。

た

だ

ち

に

各
種
の

句
形
を
一

つ

ひ

と

つ

復
文
課
題
と

し、

仮
定
形
・

抑
揚
形
・

感
嘆
形
な

ど、

漢
文
の

さ

ま

ざ

ま

な

句
形
に

つ

い

て

確
認
し

て

ゆ

く

の

も
一

法
だ

ら

う
。

　

と

は

い

へ

、

現
今
の

情
勢
に

鑑

み

る

に、

た

だ

で

さ

へ

漢
文
を

訓
読
す
る

機
会
の

少
な
い

学
生
に

対
し、

基
礎
の

段
階
に

お

い

て、

あ

れ

や
こ

れ

や

句
形
を

示

し

て

み
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て

も、

実
際
に

文

章
の

な

か

で

出
逢
ふ

こ

と

な

ど

稀
に

す

ぎ
ぬ

と

な

れ

ば、

ほ

と

ん

ど

宝
の

持
ち

腐
れ

に

近
い

事
態
も

容
易
に

予

想
さ

れ

る
。

こ

こ

に

お

い

て
、

基
礎
事

項
の

復
習
を

も

兼
ね

た

練
習
と

し

て

効
果
的
な

の

が、

再
読
文
字
に

関
す
る

復
文
作

業
で

あ

ら

う
。

再

読
文
字
の

基
礎
事
項
さ

へ

理

解
で

き

て

ゐ

れ

ば、

す
ぐ
次
の

や

う

な

問
題
に

取

り

か

か

る

こ

と

が

で

き

る

は

ず
だ

。

未
だ

来
た

ら

ず
。

　
　

↓
未
来

。

将
に

来
た

ら

ん

と

す
。

↓
将
来。

　
や

は

り

常
用
漢
語
を

素
材
と

す
る
。

も

ち

ろ

ん
、

左

の

ご

と

き

熟
語
も

復
文
練
習

の

課
題
と

な

る

だ

ら
う
。

「

未
」

は

常
用
漢
語
に

少
な
か

ら

ず
出
現
す
る

の

で、

特

に

扱
ひ

や

す

い

再
読
文
字
だ

。

未
だ

定
ま

ら

ず
。

　

　

↓
未
定。

　
　
つ

ま
ぴ

未
だ

詳
ら

か

な

ら

ず
。

↓
未
詳。

当

に

然
る

べ

し
。

　

　

↓
当
然。

　
か

う
し

た

問
題

を

導
入

と

し

て、

そ

の

他
の

再
読
文
字
「

且
・

応
・

宜
・

須
・

猶
・

盍
」

な

ど

を

用
ゐ

た

書
き

下
し

文
を

も

与
へ

て

ゆ

け

ぼ

よ

い
。

む

ろ

ん
、

再
読

文
字
の

読
み

方
を

確
実
な

知
識
と

す

る

た

め

に

も

有
益

な

練
習
と

な

る
。

（

ハ

）

　
復
文
の

要
領

　
こ

こ

で
、

実
際
に

復
文
を

行
ふ

さ

い

の

要

領
に

つ

い

て

述
べ

て

お

か

ね

ば

な

る

ま

い
。

右
の

や

う

な

基

礎
練
習
を

終
へ

て

か

ら、

い

ざ、

あ

る

程
度
の

長
さ

の

書
き

下

し

文
を

与
へ

て

み

る

と
、

た

い

て

い

の

学
生

は、

基
礎
事
項
を

ど

の

や

う
に

応
用
す

復
文

の

地
平

古
田

島

洋
介

れ

ば

よ

い

の

か

わ

か

ら

ず、

確
た

る

方
針
も

な
い

ま

ま、

た

だ

書
き

下
し

文
の

漢
字

を

適
当

に

並
べ

換
へ

よ

う

と

す

る
。

限
ら
れ

た

時
間
の

な

か

で

復
文
を

身
に

着
け

さ

せ

る

に

は
、

ぜ

ぴ

と

も

あ

ら
か

じ

め

要
領
を

説
明
し

て

お

く

必

要
が

あ

る

だ

ら
う。

　

江

戸
時
代
か

ら

戦
前
に

か

け

て、

あ

れ

だ

け

盛
ん

に

復
文
練
習
が

取
り

込

ま
れ

て

ゐ

た

に

も

拘
は

ら

ず、

な

ぜ

か

復
文
の

要
領
を

説
明
し

た

字
句
は

ほ

と

ん

ど

管
見
に

入

ら

な

い
。

そ

れ

ぞ

れ

の

漢
学
塾
で

そ

れ

な

り
の

説
明
が

行
は

れ

る

こ

と

も

あ
つ

た

の

か

も

し

れ

な
い

が
、

想
像
す

る

に
、

大
半
は

「

習
ふ

よ

り

慣
れ

ろ
」

式
の

や

り

方

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
ヘ
　
　　
へ

だ

つ

た

の

で

は

な

か

ら

う
か
。

せ

い

ぜ

い

例
の

格
言

「

鬼
と

逢

う
た

ら

返
れ
」

を

応

用
し、

助
詞
「

を
・

に

・

と
」

に

出
逢

つ

た

ら
上

に

返
つ

て

動
詞
を

記
せ

、

と
の

教

へ

が

あ

つ

た

か

と

想
像
で

き

る

く

ら

ゐ

だ
。

や

は

り、
　一

問
ご

と

に

場
当
た

り
の

説

明
に

終
始
し、

要
領
を

体
系
的
に

説
明
す
る

こ

と

は

な

か
つ

た

の

で

は

あ

る

ま
い

か
。

　

唯
一
、

復
文
の

要
領
を

解
説
す
る

文

章
と

し

て

管
見
に

入
つ

た

の

は、

昭

和
三

年

（
一

九

二

八
）

に

活
字
と

な
つ

た

新
楽
金

橘
「

復
文

の

要
領
」

だ
。

文
字
ど

ほ

り

復

文
の

要
領
を

説
い

た
一

文
で

、

今
を

去
る

こ

と
八

十
年
前、

復
文
が

ど

の

や

う
に

考

へ

ら

れ

て

ゐ

た

か

を

垣
間
見
る

に

も

恰
好
の

資
料
で

あ

る
。

　

新
楽
は
、

ま
つ

論
文
の

冒
頭
で、

従
来
の

復
文
作
業
が

粗
雑
き

は

ま

る

も

の

で

あ

つ

た
こ

と

を

強
い

口

調
で

批
判
す
る

。

　
　
　
か

何
故
に

斯
く

復
す
る

か、

其
の

理

由
も

方
法
も

な

く、

唯
だ

読
書
百
遍
し

て
、

常
に

口

誦
耳
聞
す
る

類
似
の

語
句
を
、

強
ぴ

て

暗
中
に

模
索
し
、

以
て

自
然
に

こ

れ

　

　

よ

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

あ

た

之

を

能
く

す

る

に

至

る

と

い

ふ

も、

尋
常
の

語
句
の

外
は

之
を

為
す
能
は

ず、

故
に

其
の

為
し

難
き

も
の

に

至

り

て

は、

警
句
と

称
し
、

難
句
と

呼
び

て、

之

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

こ

　
　
　
い

は

ゆ

る

を

敬
遠
し

、

遂
に

為
さ

f

る

に

終
る
。

是
れ

所
謂
入

り

易
く
進
み

難
き

復
文
法

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
ゆ

ゑ

ん

に

し

て、

世

に

碩
学
鴻
儒
を

除
き

て

は
、

漢
文
を

作
る

も

の

の

少
な

き

所
以

（
30）

な

り
。
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、
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明
星
大
学
研

究
紀
要
【

日

本
文

化
学

部
・
言
語
文
化
学
科
】

第
十

五

号

　
二

〇
〇
七

年

　
こ

の

新
楽
の

事
実
把
握
が

正

し
い

と

す
れ

ば、

や

は

り

当

時
に

至

る

ま

で

の

復
文

は、

理

論
に

裏
打
ち

さ

れ

た

方
法
も

な
い

ま

ま

に
、

い

は

ゆ

る

無
手
勝
流
で

行
は

れ

て

ゐ

た

や

う

だ
。

記

憶
の

ど

こ

か

に

類
似
の

語
句
が

な

け

れ

ば
、

正

し
い

語
順
が

得

ら

れ

ず、

た

だ

ち

に

お

手
上

げ
の

状
態
だ
つ

た

の

で

あ
ら

う
。

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
こ
と

こ

と

　
も

つ

と

も
、

右
に

続
け
て

「

我
が

復
文
法
は

然
ら

ず、
　一

語
一

句
も

皆

悉
く

文

法
上

よ

り、

其
の

位
置
を

明
示
し

た

れ

ば、

必

ず
し

も

字
数
を

示

す
に

及

ぱ

ず、

自

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
（

31）

ら

字
数
を

知
り

て、

之

を

復
文
す

る

を

得
る

な

り
」

と

宣
言

す
る

わ

り

に

は、

新
楽

の

示
す

復
文
法

は、

納
得
し

が

た
い

混
乱
を

残
し

た

ま

ま
で

あ

り、

か

つ

致
命
的
な

欠
陥
な

し

と

せ

ず、

ま

た

自
ら

示

し

た

例
題
で

自
身
が

復
文
を

誤
つ

て

ゐ

る

こ

と

も

あ

る
。

　
新
楽
は、

主
語
に

「

l
」

、

動
詞
に

「

02
」 、

補
語
・

客
語
・

目

的
語
に

「

3
」

、

そ

の

他
の

語
に

「

2
」

と

数
字
番
号
を

付
し、

漢
文
は

「

1023

」

と
い

ふ

構
文

か

ら

成
る

と

す

る
。

な

ぜ

動
詞
を

「

2
」 、

そ

の

他
の

語
を

「

4
」

と

し

な

い

の

か
、

何
も

説
明
が

な

い

の

で

わ

か

ら

な
い

。

補
語
・

客
語
・

目

的
語
の

三

者
の

区
別
も

怪

し

げ

だ
。

た

だ

し、

補
語
と

は

コ

自
動
補
語
・

他
動
補
語
・

主
格
補
語
・

賓
格
補

語
L

の

四

種、

目

的
語
と

は

「

前
置
詞
の

下

に

来
る

名
詞

、

或
は

後
置
詞
の

上

に

来

る

疑
問
代
名
詞
」

の

二

種
と

の

由
で

あ

り、

一

応
の

筋
は

通
つ

て

ゐ

る。

　
け
れ

ど

も、

単
文
の

例
題
（

八
）

で

「

時
ハ

金

ナ

リ
」

を

「

時
金

也
」

と

復
し
、

「

時
」

に

「

1
」 、
「

金
」

に

「

3
」

を

付
す
の

は

よ

い

と

し

て

も
、

「

也
」

を

不

全

動

詞
（

い

は

ゆ

る

不

完
全

動
詞
の

意
で

あ

ら

う
）

に

扱
つ

て

「

02
」

を

付
け

て

ゐ

る

の

は

納
得
で

き

ず、

ま

た

当
該
三

字
が

「

1302

」

と

い

ふ

語
順
を

取
つ

て

ゐ

る

こ

と

に

つ

い

て

も

何
も

説
明
を

加
へ

よ

う
と

し

な

い
。

冒
頭
で

一

つ

の

分
析
例
と

し

て

「

今
天

下

殆
将
定

於
一

也
」

に

分
析
を

ほ

ど

こ

し
た

さ

い

に

は、

末
尾
の

「

也
」

に

「

2
」

を

付
し、

「

助
詞

（

或
ハ

動
詞
）

」

と

記
し

て

ゐ

る

の

だ

が
。

い

つ

た
い

文

末

64

の

「

也
」

が

動
詞
で

「

02
」

な

の

か
、

そ

れ

と

も

助
詞
で

「

2
」

な
の

か
、

ま

つ

た

く

判
然

と

せ

ず、

し

か

も、

漢
文

は
一

般
に

「

1023

」

か

ら

成
る

と

し
な

が

ら、

な

ん

ら

断
り

も

な

し

に

平

然
と

「

1302

」

と

い

ふ

分
析
を

示

し

て

ゐ

る

の

で

は、

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
（
32）

読
み

手
が

混

乱
す
る

ば

か

り

で

あ

る
。

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
よ

ろ

こ

　
ま

た、

複
文
の

例
題
（

五
）

で

「

三

子
ノ

者
ハ

毎
二

夫

子
ノ

説
ブ

所
ト

為
ラ

ズ
」

を

「

三

子
者
毎
不
為
夫
子

之

所
説
」

と

復
し

て

み

せ

る

が
、

文
中
の

「

之
」

は、

字

数
の

指
定
が

な

け

れ

ば、

そ

の

有
無
は

決
め

ら

れ

ま

い
。

「

之
」

を

入

れ

ず
に

コ
ニ

子

者
毎
不
為
夫
子

所
説
L

と

復
し

て

も、

漢
文
と

し

て

は

十
分
に

成
立

す
る
。

先
に

引

い

た
ご

と

く、

新
楽
は

「

必

ず
し

も

字
数
を

示
す

に

及

ぱ

ず、

自
ら

字
数
を

知
り

て、

之

を

復
文
す
る

を

得
る

な

り
」

と

豪
語
し

て

ゐ

る

が
、

こ

の

例
題
（

五
）

の

解

説
を

見
て

も、

「

之
」

を

入

れ

る

文

法
上

の

必
然
性
に

つ

い

て
一

字
も

述
べ

て

ゐ

な

い
。

そ

も

そ

も

必

然
性
が

な

い

た

め
に

解
説
不
能
と
い

ふ

の

で

あ

れ

ぼ、

や

は

り

字

数
の

指
定
が

必

要
な
こ

と

を

暗
黙
の

う

ち
に

認

め

て

ゐ

る

こ

と

に

な

ら

う
。

字
数
の

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　

（
33）

指
定
を

不
要
と

す
る

の

は
、

新
楽
の

復
文

法
の

致
命
的
な

欠

陥
と

思

は

れ

る
。

　
一

方、

新
楽
は、

単
文
の

例
題
（

五
）

で

「

人、

序
ヲ

余
二

請
フ
」

を

「

人、

請

余
序
」

と

復
し

て

ゐ

る

が
、

こ

れ

で

は

「

人、

余
二

序
ヲ

請
フ

」

と

訓
読
す
る

こ

と

に

な

つ

て

し

ま

ふ
。

正

し

く

は

「

人、

請
序
於
余
」

く

ら

ゐ

か
。

書
き

下
し

文
の

語

順
か

ら

見
て
、

必
ず
「

序
」

が

「

余
」

に

先
立

た

ね

ば

な

る

ま

い
。

も

ち
ろ

ん、

新

楽
の

復
文

「

人、

請
余
序
」

の

「

余
序
」

が

誤
植
で

あ

る

可
能
性
を

疑
ふ

向
き

も

あ

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
も

る

だ

ら

う
。

し

か

し
、

新
楽
は

、

こ

の

例
題
（
五
）

の

解
説
で、
「

若
し

此
の

訓
点

　
　

　

　
フ
　
　

ガ

　
ヲ

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

フ

　

　
ノ

　
ヲ

を

〈

入
、

請
二

余
序刃
〉

或
は

く

人、

請
二

余
序
ψ

と

せ

ぱ

誤

る
」

と

述
べ

て

ゐ

る
。

復
文

さ

れ

た

「

余
序
」

の

二

字
が

誤
植
に

よ

つ

て

逆
転
し

た

も

の

と

は

考
へ

に

く

い
。

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　

（
34）

か

う
し

た

点
で

も、

新
楽
の

復
文
法
に

は

多
大

な

不

安
を

感
じ

る

の

で

あ

る
。

　
た

だ

し、

新
楽
の

説
く

復
文
の

要
領
が

ま
つ

た

く

頼
り

な

く、

す
べ

て

独
り

善
が

り

に

終
始
し

て

ゐ

る

の

か

と

言
へ

ば
、

実
は

さ

う
で

は

な
い

。

復
文
の

要
諦
と

し

て
、

N 工工
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参
考
に

す
べ

き

点
も

あ

る
。

そ

れ

は、

単
文
の

例
題
（

一
）

で

「

人
ガ

電

車
二

乗

ル

」

を

「

人

乗
電
車
」

と

復
し

て

詳
し
い

解
説
を

ほ

ど

こ

し

た

の

ち
（

新
楽
に

よ

れ

ば、

こ

の
一

文
は

「

1023

」

す
な

は

ち
「

主
語
＋

動
詞
＋

補
語
」

の

構
成
で

あ

る

と

い

ふ
） 、

次
の

や

う
に

述
べ

て

ゐ

る

箇
所
だ

。

　
　
　
　
　

　
　
　

こ

此
の

三

語
の

復
文

は
、

是
れ

愚
者
が

七

年
間
を

経
て
、

完
成
し

た

る

千
慮
の
一

　
　
　
　
　

　
　
　
　

カに
ワ

リ
　

　
　　
ナ

カ

得
に

し

て、

此

の

三

語
が

亳
釐
を

差
へ

ず
…

…

自
由
自
在
に

復
し

得
ば
、

復
文

　
　
　
　
を

は

　

　

い

か

　

　

　

　

　

　

せ

い

ぜ

ん

の

能
率
は

卒
れ

り
。

何
如
な

る

長
篇
大
章
も

井
然
と

し

て
、

我
が

掌
中
の

篇
章

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
こ

こ

と

成
ら

む
。

故
に

此
の

三

語
の

復
文
を

復
文

の

秘
訣
と

し

て

茲
に

特
筆
す

。

　
「

人

ガ

電

車
二

乗
ル

」

を

「

人
乗
電
車
」

と

復
し

て

み

せ

る

だ

け

で、

こ

れ

ほ

ど

の

自
信
を

示

す
の

は、

い

さ

さ

か

奇
異
に

映
る

か

も

し

れ

な

い
。

あ

ま

り

に

大

げ
さ

だ、

と。

け

れ

ど

も、

今
日

の

訓
読
な

ら

ば

決
し

て

「

人
ガ
」

の

ご

と

く

主

格
の

語

に

「

ガ
」

を

付
け

る

こ

と

は

あ

る

ま
い

に

と

の

不

審
を

差
し

引
い

た

と

し

て

も、

こ

の

新
楽
の

豪
語
は

傾
聴
に

値
す

る
。

　
先
に

英
語
の

五

文
型
が

そ

の

ま

ま
漢
文

で

も

通

用
す
る

こ

と

を

示
し

た
。

し

か

し、

復
文
の

要
領
を

簡
潔
に

脳
裡
に

置
く

に

は、

五
つ

の

文
型
で

は

多
す
ぎ

る
。

そ
こ

で

五

文
型
を

簡
略
化
し

て

要
点
を
一

つ

に

絞
る

と

す

れ

ば、

や

は

り

日

本
入
が

復
文
に

臨
む
か

ぎ
り

、

日

本
語
と

は

最
も

語
順
が

相
違
す

る

第
三

文

型
す

な

は

ち
「

主
語
＋

動
詞
＋

目

的
語
」

と

い

ふ

こ

と

に

な

る

だ

ら

う
。

右
の

新
楽
の

豪
語
は

、

こ

れ

を

説

い

て

ゐ

る

も

の

と

考
へ

れ

ば

よ

い
。

新
楽
は

「

人
乗
電
車
」

を

「

主
語

十

動
詞
十

補

語
」

す

な

は

ち
第
二

文
型
と

理

解
し

て

ゐ

る

が、

既
述
の

ご

と

く、

漢
文
で

は

第
二

文
型
と

第
三

文
型
の

区
別
が

判
然
と

せ

ず、

こ

の

「

人
乗
電
車
」

は

「

主

語

＋

動
詞

＋

目

的
語
」

と

も

解
し

得
る

。

つ

ま
り、

こ

の

第
三

文
型
さ

へ

心

得
て

お

け

ば、

他

の

文
型
は

な

ん

と

か

な

る

だ

ら

う
と

の

見
通
し

が

つ

く

わ

け

だ。

復
文

の

地

平

古
田

島
洋

介

　
第
一

文

型
「

主

語
＋

動
詞
」

は、

第
三

文
型
の
一

部
に

す
ぎ

な

い
。

第
二

文
型
と

第
三

文
型
の

区
別
は

曖
昧。

大
ざ
つ

ぱ

に

は
、

す
べ

て

第
三

文
型
と

見

な

し

て

も

片

が

付
く
。

注
意
す
べ

き

は、

第
二

文

型
か

ら

動
詞
が

省
略
さ

れ

た

「

主
語
＋

補
語
」

が

漢
文
で

は

成
立

す
る

と
い

ふ

点
だ

が
、

こ

れ

に

つ

い

て

は、

日

本
語
の

構
文
感
覚

を

そ

の

ま

ま

援
用
し

て

も、

過
つ

危
険
性
は

低
い

だ

ら

う
。

第
四

文

型
は

第
三

文
型

の

目

的
語

が

重
な

つ

た

も
の

に

す

ぎ

ず、

第
五

文
型
も

第
三

文
型
に

補
語
が

加
は

つ

た

だ

け

だ
。

要
す
る

に、

復
文
の

要
領
と

し

て

は
、

取
り

敢
へ

ず
第
三

文

型
さ

へ

大

原
則
と

し

て

念
頭
に

置
い

て

お

け

ば

よ

い

の

で

あ

る
。

か

う
考
へ

れ

ば、

す
つ

き

り

そ

の

も

の、

あ

れ

や
こ

れ

や

煩
雑
な

説
明
な

し

で

も、

要
諦
が

明
快
に

理

解
で

き

る

は

ず
だ

。

　
た

だ

し、

さ

す
が

に

第
三

文
型
の

み

の
一

本
槍
で

す
べ

て

の

復
文

が

可
能
と

い

ふ

わ

け

に

は

ゆ

か

な

い
。

簡
潔
さ

を

旨
と

し
つ

つ

も、

さ

ら

に

二

つ

の

要

領
を

脳
裡
に

納
め

て

お

く

必

要
が

あ

る
。

　
第
一

は、
「

修
飾
語
＋

被
修
飾
語
」

の

構
造
で

あ

る
。

大
き

く

分
け

れ

ば

「

形
容

詞
的
修
飾
語

＋

名
詞
」

お

よ

び

「

副
詞
的
修
飾
語
＋

動
詞

（

形
容
詞
・

副
詞
ま

た

は

文
全
体
な

ど
）

」

の

二

種
で

あ

る

が
、

こ

れ

に

つ

い

て

の

理
解
が

欠
け

て

ゐ

る

と

正

確
な

復
文

は

で

き

な

い
。

こ

の

語
順
そ

の

も

の

は

日

本
語
の

原
則
と

ま
つ

た

く
同
じ

な

の

だ

が、

実
際
に

学
生
に

復
文
を

行
は

せ

て

み

る

と、

特
に

後
者
す

な

は

ち
副
詞

的
修
飾
語
の

位
置
付
け
の

不
正

確
な

例
が

目

立
つ

。

修
飾
語
を

被
修
飾
語
の

後
方
に

置
い

て

み

た

り、

修
飾
語
を

被
修
飾
語
に

先
立

た

せ

な

が

ら

も

両

者
の

あ

ぴ

だ

に

余

計
な

語
を

入

れ

て

し

ま

つ

た

り

す
る

わ

け

だ。

と

に

か

く

漢
文
の

修
飾
関
係
は

上

か

ら

下
へ

と

掛
か

る
一

方
通
行
で

あ

る

こ

と
、

そ

し

て

修
飾
語
と

被
修
飾
語
は

直
接
に

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
ゼ

ロ

結
び

付
き、

両
者
の

あ

ひ

だ

の

距
離
は

零
で

あ
る

こ

と

を

徹
底
し

て

理

解
さ

せ

ね

ば

な

ら

ぬ
、

こ

の

「

修
飾
語
＋

被
修
飾
語
」

構
造
さ

へ

正

し

く

処
理

で

き

る

や

う
に

な

れ

ば、

復
文
の

確
度
は

飛

躍
的
に

高
ま

る

だ

ら

う
。
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明
星
大
学
研

究

紀
要
【
日

本
文
化
学
部
・
言

語
文
化
学
科
】

第
十

五

号

　
二

〇
〇
七

年

　
第
二

は、

英
語
の

語
順
と

の

連
想
で

あ

る
。

ま

た

も

や

英
語
か

と

嫌
ふ

向
き

が

あ

る

か

も

し

れ

な

い
。

け
れ

ど

も、

差

し

当
た

り

心

得
て

お

く
べ

き

要
領
と

し

て
、

英

語
で

書
い

た

と

す
れ

ば

ど

の

や

う

な

語
順
に

な

る

か

を

考
へ

、

そ

れ

に

合
は

せ

て

漢

文
の

語
順
を

整
へ

る

と

い

ふ

方
法
は、

な

か

な

か

有
効
な

の

で

あ

る
。

も

ち
ろ

ん

大

原
則
「

主
語
＋

動
詞
＋

目
的
語
」

そ

の

も

の

が

英

語
の

構
造
な

の

で

あ

る

が、

構
文

の

み

な

ら

ず、

そ

の

他
の

場
面

に

お

い

て

も、

も

し

迷
ひ

が

生

じ

た

と

き

は、

英
文

と

漢
文
と

の

語
順
の

類
似
性
を

手
が

か

り

に

し

て

み

よ、

と
い

ふ

わ

け

だ
。

こ

の

英

語
と

の

連
想
を

適
切

に

活
用
で

き

る

や

う

に

な

れ

ば、

復
文
の

難
度
が

予
想
以

上

に

低
下
す
る

こ

と

だ

ら

う
。

　
簡
略
に

ま

と

め

て

お

け

ば、

復
文

の

要
領
は

左

の

ご

と

き

三

条
と

な

る
。

丙 乙 甲

構
文
上

の

大

原
則
は

「

主
語
＋

動
詞
＋

目

的
語
」

で

あ

る
。

修
飾
構
造
は

必

ず
「

修
飾
語
＋

被
修
飾
語
」

と

な

る
。

英
語
で

記
し

た

場
合
の

語
順
を

参
考
と

せ

よ
。

　
言

ふ

ま

で

も

な

く、

こ

の

三

条
だ

け

で

は

処
理

で

き

ぬ

復
文

問
題
も

枚
挙
に

遑
が

な

い
。

特
に
一

定
の

句
形
を

用
ゐ

た

書
き

下
し

文
に

つ

い

て

は、

そ

の

句
形
の

特
徴

を

成
す
語
句
お

よ

び

当
該
語
句
ど

う
し

の

呼
応
関
係
を

記
憶
し

て

お

か

な

け

れ

ば、

た

う
て

い

復
文
は

覚
束
な

い

だ

ら

う
。

そ

も

そ

も、

句
形
に

つ

い

て

は、

一

つ

ぴ

と

つ

読
み

方
か

ら

丁

寧
に

指
導
し

て

ゆ

く

の

が

穏
当
と

い

ふ

も

の

だ
。

い

き

な

り

復
文

問
題

を

課
し

て

未
習
の

句
形
を

教
へ

よ

う

と

す

る

の

は、

文
字
ど

ほ

り

乱
暴
な

教
へ

方
で

あ

る
。

ま

た、

あ

ら

ゆ

る

句
形
の

復
文
に

共

通

す

る

原
則
を

打
ち
立
て

や

う

と

し

て

も
、

お

そ

ら

く

実
際
に

は

不

可
能
だ

ら

う
。

と

な

れ

ば、

ま
つ

は、

特
定
の

句

形
が

登
場
し

な
い

一

般
的
な

文

章
の

復
文
を

指
導
す

る

の

が

上

策
だ

。

句
形
を

含
む

復
文

作
業
は、

学
習
が
一

定
の

水
準
に

達
し

た

と
こ

ろ

で

課
す
べ

き

応
用
問
題
な

の

66

で

あ

る
。

（

二
）

　
復
文
の

実
際

　
で

は

最
後
に、

い

く
つ

か

例
題

を

掲
げ
て
、

実
際
に

復
文
作
業
が

行
は

れ

る

あ

り

さ

ま

を

御
覧
い

た

だ

く
こ

と

に

し

よ

う
。

以
下
の

内
容
は、

す
べ

て

私
が

実
際
に

学

生

に

課

し

て

ゐ

る

復
文

問
題
で

あ

り、

ま

た

教
室
で

指
導
し

て

ゐ

る

復
文
の

手

続
き

で

あ

る。

　
ま

つ

構
文
感
覚
を

磨
か

せ

る

べ

く

課

し

て

ゐ

る

の

が、

次
の

や

う
な

比

較
対

照
問

題
だ

。

こ

の

種
の

問
題
は、

思
ぴ
つ

く

ま

ま
容
易
に

作
成
で

き

る

だ

ら

う
。

【

例
題

1
】

比

較
対
照
問

題
 

　

白
き

馬。

∬
馬
白
し

。

〔

い

つ

れ

も

計
二

字
）

　
初
め

に

書
き

下
し

文

を

語
句
に

区
切
つ

て

「

白
き

／

馬
」

「

馬
／

白
し

」

と

す

る
。

そ

れ

か

ら

語
句
ど

う
し

の

関

係
を

考
へ

る

わ

け

だ
。

　
「

白
き

／

馬
」

は
、

形
容
詞
「

白

き
」

が

名
詞
「

馬
」

に

掛
か

る

修
飾
構
造
だ

。

し

た

が

つ

て、

修
飾
語
「

白
」

を

上

に
、

被
修
飾
語
「

馬
」

を

下

に

置
き、
「

白
馬
」

と

す
る

。

　
「

馬
／

白

し
」

は、

主
語

の

名
詞

「

馬
」

に
、

述

語
と

し

て

補
語
た

る

形
容
詞

「

白
し

」

が

付
い

て

ゐ

る

構
文
だ

。

当

然
「

馬
白
」

と

復
原
す

る
。

　
こ

の

や

う
に

復
文
を

終
へ

た

ら、

「

白
馬
」

に

返
り

点
を

打
つ

て

「

馬
白
し

」

と

訓
読
し

て

は

い

け

な

い

理

由、

お

よ

び

同
じ

く

「

馬
白
」

に

返

り

点
を

付
け
て

「

白

き

馬
」

と

訓
読
し

て

は

な

ら

な

い

理

由
を

説
明
す
る
。

単
純
き

は

ま

る

比

較
対
照
問

題
な

が

ら、

漢
文

の

構
造
を

確
認

す
る

に

は

有
益

な

問
題
か

と

思

ふ
。
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【

例
題

2
】

比

較
対
照
問
題
 

　
甚
だ

幸
ひ

な
り

。

倉
↓
幸
ひ

な

る

こ

と
甚
し

。

（

い

つ

れ

も

計
二

字）

　
や

は

り、

ま

つ

は

書
き

下

し

文
を

語
句
ご

と

に

「

甚
だ

／
幸
ひ

な

り
」

「

幸
ぴ

な

る

こ

と

／

甚
し
」

と

区
切

る
。

　
「

甚
だ

／

幸
ひ

な

り
」

は、

副
詞
「

甚
だ
」

が

形
容
動
詞

「

幸
ひ

な

り
」

に

掛
か

る

修
飾
構
造
だ

。

し

た

が

つ

て
、

修
飾
語
「

甚
」

を

前
に

、

被
修
飾
語
「

幸
」

を

後

に

置
き、
「

甚
幸
」

と

す
る
。

　
「

幸
ひ

な

る

こ

と

／
甚
し

」

は、

主
語
「

幸
ひ

な

る

こ

と
」

に、

述

語
の

形
容
詞

「

甚
し
」

が

補
語
と

し

て

付
い

て

ゐ

る

構
文
だ。

む
ろ

ん

「

幸
甚
」

と

復
原
す
る

。

　
そ

し

て
、

前
間
と

同
様、
「

甚
幸
」

を

「

幸
ぴ

な

る

こ

と

甚
し

」

と

訓
読
し

て

は

な

ら

ぬ

理

由、

「

幸
甚
」

を

「

甚
だ

幸
ぴ

な

り
」

と

訓
読
し

て

は

い

け
な
い

理

由
を

説
明
す

れ

ば

よ

い
。

　
学
生
に

と

つ

て

は
、

形
容
詞
を

修
飾
語

と

す

る

前
間
「

白
馬
」

よ

り

も
、

副
詞
を

修
飾
語
と

す
る

本
間
「

甚
幸
」

の

は

う

が、

と

ま

ど

ふ

比

率
が

高
い

や

う

だ
。

殊
に、

語
順
を

逆
転
し

た

「

幸
甚
」

の

送
り

仮
名
「

な

る

こ

と
」

に

は

抵
抗
を

覚
え

る

ら

し

い
。

併
せ

て
、

漢
文
に

お

け

る

名
詞
化
の

た

め

の

送
り

仮
名
「

こ

と
」

に

つ

い

て

も

簡
略
な

解
説
を

加
へ

て

お

く

必
要
が

あ

る

だ

ら

う
。

【

例
題
3

】

比

較
対
照
問
題
 

　

悠
然
と

し

て

去
る

。

E
去
る
こ

と

悠
然
た

り
。

（

い

つ

れ

も

計
三

字
）

　
こ

れ

は

前
間

の

類
例
で、
「

去

る
」

と
い

ふ

動
詞
を

用
ゐ

て

ゐ

る

点
だ

け

が

異
な

る
。

同
じ

く、

ま

つ

は

語
句
に

区

切
つ

て

お

く。

　
「

悠
然
と

し

て

／

去
る
」

は、
「

悠
然
と

し

て
」

が

「

去

る
」

を

修
飾
し

て

ゐ

る

の

復
文
の

地

平

古
田

島
洋
介

で、
「

悠
然
去
」

と

復
す
る

。

　
「

去
る

こ

と

悠
然
た

り
」

は、
「

去
る

こ

と
」

が

主

語、
「

悠
然
た

り
」

が

補
語
な

の

で
、

「

去
悠
然
」

と

復
せ

ば

よ

い
。

後
者
「

去

悠
然
」

に

お

い

て、

動
詞
「

去

る
」

が

送
り

仮
名
「

こ

と
」

に

よ
つ

て

名
詞
化
さ

れ

る

あ

り

さ

ま

が
、

容
易
に

理
解
で

き

る

だ

ら

う
。

　
例
に

よ

つ

て、
「

悠
然
去
」

を

「

去
る

こ

と

悠
然
た

り
」

と

訓
じ

て

は

い

け

な

い

理

由、
「

去
悠
然
」

を

「

悠
然
と

し

て

去
る
」

と

訓
じ

て

は

な

ら

ぬ

理
由
も

説
明

し

て

お

き

た

い
。

　
か

う

し

た

比
較
対
照
問
題
を

い

く

つ

か

こ

な

せ

ば、

自
つ

か

ら

漢
文
の

構
文
感
覚

が

把
握
で

き
る

は

ず
で

あ

る
。

も
つ

と
も、

ま
つ

た

く

文
法

の

わ
か

ら
ぬ

学
生

に

右

の

や

う

な

比

較
対
照
問

題
を

課
す

と、

な

ぜ

同

じ

二

字
ま

た

は

三

字
の

語
順
が

逆
転

す

る

の

か
一

向
に

理
解
で

き

ず、

ひ

た

す
ら
混
乱
を

招
く

結
果
と
な

る

や

う
だ。

英

語
の

五

文

型
や

品
詞
機
能
が

理

解
で

き
な

け

れ

ば、

や

は

り

漢
文
の

構
造
も
理

解
で

き

な

い

の

で

あ

る
。

　
比

較
対
照
問
題
は

以

上

に

と

ど

め、

以

下
、

ふ

つ

う

の

復
文

作
業
を

四

題
だ

け

お

目

に

か

け

よ

う。

置
き

字
に

つ

い

て

は
、

最
も

丁

寧
と

思

は

れ

る

指
示
を

記
し

て

お

く

の

が

好
ま
し
い

。

【

例
題
4

】

　

顔
淵
死
す。

門
人

厚
く

之
を

葬
ら
ん

と

欲
す

。

（

計
九
字
／
置

き

字
ナ

シ
）

　
い

さ

さ

か

な

り

と

も

文
章
が

長
め

と

な

れ

ば
、

ま

つ

は

書
き

下
し

文
の

漢
字
数
と

総
字
数
と

を

確
認
し

て

お

か

ね

ば

な

ら
な

い
。

こ

の

問
題

で

は、

書
き

下

し

文
の

漢

字
が

九
字、

す
な

は

ち

総
字
数
と

同
じ
で

あ

る

か

ら
、

安
心

し

て

作
業
に

取
り
か

か

れ

る
。

た

と

ひ

「

置
き

字
ナ
シ
」

と

は

い

へ

、

仮
名
書
き

の

語

句
を

漢
字
に

復
す

る67
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紀
要
【

日
本
文
化
学
部
・
言

語
文
化
学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇
〇
七

年

必

要
が

生

じ

る

可
能
性
も

あ

る

の

で、

油

断
は

禁
物
だ

。

　
次
は
、

例
の

ご

と
く

語
句
に

区

切

る

作
業
だ

が、

こ

れ

も

安
心

し

て

「

顔
淵
／

死

す。

門
入

／

厚
く

／
之

を

／

葬
ら

ん

と

／

欲
す
」

と
切

れ

る

だ

ら

う
。

　
第
一

文
は、

主

語
「

顔
淵
」

と

動
詞
「

死

す
」

で

あ

る

か

ら、

た

や

す

く
「

顔
淵

死
」

と

復
原
で

き

る
。

　
そ

れ

に

比
べ

る

と

第
二

文
は

厄
介

だ

が
、

あ

わ

て

て

一

気
に

復
文
し

よ

う
と
せ

ず、

一

つ

ひ

と

つ

語
句
と

語
句
と

の

関

係
を

確
か

め

て

ゆ
く
の

が

着
実
な

方
法

だ
。

「

門

人
」

が

主

語
で

あ

る

こ

と

は

問
題
な

か

ら

う
。

「

厚
く

」

は

副
詞
と

し

て

動
詞
「

葬

る
」

に

掛
か

る

の

で
、

両

語
が

修
飾
構
造

を

形
成
し
、

「

厚
葬
」

の

語
順
と

な

る
。

「

之
を
」

は

動

詞
「

葬
る
」

の

目

的
語
だ

か

ら、

語
順
は

「

葬
之
」 。

末
尾

の

「

欲

す
」

の

処
置
に

困
る

学
生

も
ゐ

る

だ

ら

う

が、

こ

こ

で

援
用
す
べ

き

が

英
語
の

語
順

の

連
想
で

あ

る。
「

欲
す
」

は、

英
語
な

ら

ば

〈

巽
国
づ
侍

〉

に

相
当

す

る

は

ず
だ

。

と

な

れ

ば

〈

妻
鋤
口
け
〉

が

不
定
詞
〈

800

＞

を

従
へ

る

の

と

同
じ

く、
「

欲
す
」

も

欲

す

る

行
為
を

後
方
に

従
へ

、
「

欲
葬
」

と

な

る

の

で

は

な

い

か
。

か

う
連
想

が

働
け

ば、

結
局、

主
語
「

門
人
」

の

下

に

三

つ

の

二

字
「

厚
葬
」

「

葬
之
」

「

欲
葬
」

を

矛

盾
な

く

組
み

入
れ

れ

ば

よ

い

と

い

ふ

こ

と

に

な

る
。

こ

の

条
件
を

満
た

す
に

は、

「

門
入
欲
厚
葬
之
」

と

並

べ

る

し

か

あ

る

ま

い
。

つ

ま

り

「

顔
淵
死。

門
入

欲
厚
葬

之
」

が

正

解
だ
。

　
一

瞬、
「

厚
葬
」

と

「

欲
葬
」

を

組
み

合
は

せ

る

と

き

に

不

安
が

生

じ

る

か

も

し

れ

な

い
。

「

厚
」

と

「

欲
」

の

二

字
を

ど

う
並
べ

れ

ば

よ

い

の

か、

と
。

し

か

し、

「

厚
葬
」

は

修
飾
構
造
で

あ

り、

先
述

の

や

う

に
、

修
飾
構
造

に

お

い

て

は
一

般
に

修
飾
語
と

被
修
飾
語
を

切
り

離
し

て

は

い

け
な
い

と

い

ふ

規
則
が

あ

る
。

し

た

が

つ

て
、

「

厚
葬
」

は

そ

の

ま
ま

と

し、
「

欲
」

を

「

厚
葬
」

の

直
前
に

置
い

て、

「

欲
厚

葬
」

の

語
順
と

す
れ

ば

よ

い
。

「

欲
葬
」

は、

動

詞
「

欲
」

が

動
詞
「

葬
」

を

目
的

語
と

し

て

従
へ

る

「

動
詞
＋

目

的
語
」

の

関
係
な

の

で
、

あ

ひ

だ

に

副
詞
「

厚
」

が

68

割
り

込
ん

で

も

差

し

支
へ

な

い

わ

け

だ
。

　
こ

の

問
題
を

通

じ

て、
「

死
」

に

は

ナ

変
動
詞
「

し

ぬ
」

で

は

な

く

サ

変
動
詞

　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

ス

　

　

セ

ノ

ト

「

し

す
」

を

充
て

て

訓
ず
る

こ

と
、

ま
た

「

欲
＋

動
詞
」

は

「

欲
レ

V
　
」

と

訓
読
す

る

こ

と

な

ど

も

習
得
で

き

る

だ

ら

う
。

む

ろ

ん、

第
二

文
に

レ

点
・
一

二

点
を

「

門

人
欲
＝

厚
葬
7

之
」

と

付
け

さ

せ

れ

ば、

返

り

点
の

練
習
に

も

な

る
。

復
文
作
業
は、

学
習
の

素
材
と

し

て

何
か

と

役
立

つ

の

だ。

【

例
題
5

】

　

千
里

を

遠
し

と

せ

ず
し

て

来
た

る
。

（

計
六

字
／

第
五

字
11
置
き

字
「

而
」）

　
書
き

下
し

文
の

漢
字
は

四

字
で
、

総
字
数
よ

り

も

二

字
少

な

い

が
、

第
五

字
が

置

き

字
「

而
」

と
指
定
さ

れ

て

ゐ

る

の

で
、

仮
名
書
き

の

語
を
一

字
だ

け

漢
字
に

改
め

れ

ば

よ

い

と

の

方
針
が

立

つ
。

そ

こ

で
、

暫
く

書
き

下

し

文
を

に

ら

み

つ

け

れ

ば、

打
消
の

助
動
詞
「

ず
」

が

「

不
」

の

訓
ら

し

い

と

の

見

当
が

付
く

だ

ら
う。

こ

れ

で

六

字
が

す
べ

て

そ

ろ
ふ

こ

と

に

な
る

。

　
こ

れ

ま

た

「

千

里
を

／

遠
し

と

せ

／
ず
／
し

て

／

来
た

る
」

と

区

切
つ

て

考
へ

れ

ば

ー
名
詞
「

千
里

を
」

は

動
詞
「

遠
し

と

す
」

の

目

的
語

で

あ
る

か

ら
、

「

遠
千

里
」

の

語

順
に

な

る
。

打
消
の

助
動
詞
「

ず
」

は、

漢
文

で

は

否
定
の

副
詞

「

不
」

が

動
詞
「

遠
し

と

す
」

を

修
飾
す
る

構
造
を

取
る

の

で、
「

不

遠
」

と

復
原

で

き

よ

う。
「

し

て
」

は

置
き

字
「

而
」

の

直
前
に

接
続
助
詞
「

て
」

を

送
つ

て

訓
読
す

る

と

の

約
束
に

基
づ

く

語
ゆ

ゑ、
「

遠

千
里
」

と

「

不

遠
」

を

組
み

合
は

せ

た

四

字
が

「

而
」

の

上

に

位
置
す
る

は

ず
だ

。

当
然、

動
詞
「

来
た

る
」

は

「

而
」

の

下

に

入

る
。

つ

ま

り

「

不

遠
干

里

而

来
」

が

正

解
だ

。

　
本
問
を

こ

な

せ

ば
、

ふ

つ

う
日

本
語
で

は

形
容
詞
「

と

ほ

し
」

に

訓
ず
る

「

遠
」

が

動
詞
と

し

て

「

と

ほ

し

と

す
」

と

も

訓
読
で

き

る

こ

と、

否
定
の

副
詞
「

不
」

が
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動
詞
に

冠

せ

ら

れ

る

こ

と、
「

而
」

の

直
前
に

接
続
助
詞
「

て
」

が

付
く

こ

と、

一

般
に

「

而
」

の

上

下

に

そ

れ

ぞ

れ

動
詞
が

入

る
こ

と

（

本
間
で

は

「

遠
」

と

「

来
」
）

、

そ

し

て

「

来
」

に

は

力

変
動
詞
「

く
」

で

は

な

く

四

段
動
詞
「

き

た

る
」

を

充

て

て

訓
ず
る

こ

と

な

ど

が

確
認
で

き

る
。

こ

れ

ま

た

何
か

と

有
益
な

問
題
で

あ

ら

う。

【

例
題
6

】

　

父
の

臣
と

父

の

政
と

を

改
め

ず
。

（

計
九

字
／

置
き

字
ナ

シ
）

　
漢
字
が

五

つ

し

か

な

い

書
き

下

し

文
に

つ

い

て、

総
字
数
が

九
字
と

指
定
さ

れ

て

ゐ

る
。

そ

れ

で

ゐ

な

が

ら

「

置
き

字
ナ

シ
」

と

い

ふ

の

で

あ

る

か

ら、

仮
名
書
き

の

語
を

四

つ

も

の

漢
字
に

改
め

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

。

末
尾

の

打
消
の

助
動
詞
「

ず
」

が

「

不
」

ら

し

い

と

の

予
測
は

す

ぐ

に

立
つ

。

二

つ

の

「

の
」

も
、

漢
字
「

之
」

で

な

け
れ

ば、

た

う
て

い

総
字
数
が

満
た

さ

れ

ま

い
。

残
る
一

字
が

問
題
だ

が、

助
詞

「

と
」

の

繰
り

返
し

か

ら

推
し

て
、

例
の

並

列
形
式
「

A
与
レ

B
」

（

A
と

B
と

）

に

想
ぴ

到
る

こ

と

が

で

き

れ

ば、

そ

れ

で
一

件
落
着
で

あ

る
。

　
右
の

並
列
形

式
さ

へ

脳
裡
に

あ

れ

ば、

敢
へ

て

語
句
を

区
切
る

ま

で

も

な

く、

「

父
の

臣
と

父
の

政
と
を
」

は

「

父

之
臣
与
父
之

政
」

と

復
原
で

き

よ

う
。

そ

れ

が

動
詞
「

改
む
」

の

目

的
語
で
、

さ

ら

に

動
詞
「

改
む
」

を

「

不
」

が

否
定
す
る

の

で

あ

る

か

ら、

正

解
は

「

不
改
父
之
臣
与
父

之

政
」

だ
。

　
こ

の

問
題
は、

一

に

並

列
形
式
「

A
与
レ

B
」

（

A
と

B
と

）

を

習
得
す

る

こ

と

が

狙
ぴ

で

あ

る
。

な

ぜ

並

列
形
式
に

焦
点
を

当

て

る

の

か

と

言
へ

ば
、

一

般
に

並

列
形

式
は

句
形
と

し

て

扱
は

れ

ず、

扱
は

れ

た

と

し

て

も

使
役
形
・

受
身
形
・

反

語
形
な

ど

の

蔭
に

隠
れ

て

し

ま

ひ
、

強
く

意
識
さ

れ

な

い

危
険
性
が

高
い

か

ら

だ
。

こ

れ

は

由
々

し
い

事
態
で

あ

ら

う。

英
語
に

話
を

移
せ

ば、

二

つ

の

要
素
A
・

B
を

並

列
す

る

〈

〉

帥
昌
O

ゆ
〉

と
い

ふ

表
現

を

知
ら

な
い

に

等
し

い

こ

と

に

な

る
。

か

う

し

た

基

復
文
の

地

平

古
田

島
洋

介

本
中
の

基
本
事
項
を

自
ら

手
を

動
か

し

て

学
ぶ

た

め

に

も、

視
で

き

ま

い
。

【

例
題
7

】

　
民
の

隣
国
よ

り

も

多
か

ら

ん

こ

と

を

望
む

無
か

れ
。

　
11
置
き

字
「

於
・

也
」
）

復
文

練
習
の

意
義
は

無

（

計
九
字
／
第
六
・

九
字

　
書
き

下

し

文
の

漢
字
は

六
つ
、

総
字
数
は

九
で

あ

る

か

ら
、

漢
字
が

三

つ

足
り

な

い
。

そ

の

う

ち
二

字
は

、

第
六

字
「

於
」

・

第
九
字
「

也
」

と

置
き

字
で

占
め

ら

れ

て

ゐ

る

の

で、

残
る

は
一

字
で

あ

る
。

そ
こ

で

仮
名
書
き

に

さ

れ

た

漢
字
を

探
す
べ

く

書
き

下

し

文
に

目

を

凝
ら

せ

ば
、

助
詞

の

「

の
」

と

「

よ

り
」

が

候
補
に

挙
が

る

だ

ら

う
。

た

だ

し、
「

よ

り
」

は、

起
点
を

表
は

す
「

よ

り
」

で

あ

れ

ば

「

自
・

従
」

な

ど

の

漢
字
を

用
ゐ

る

が
、

比

較
の

対
象
を

表
は

す
「

よ

り
」

は
一

般
に

送

り

仮
名

と

な

る
。

こ

の

問
題
の

「

よ

り
」

は、

ど

う
や

ら

後
者
ら

し
い

と

の

見
当
が

つ

く

だ

ら

う
。

す

な

は

ち

「

の
」

を

「

之
」

に

復
し

さ

へ

す
れ

ば、

漢
字
数
は

辻

褄
が

合
ひ

さ

う
だ

。

　
取
り

敢
へ

ず
「

民
の

／
隣
国
よ

り

も

／

多
か

ら

ん

こ

と

を

／

望
む

／
無
か

れ
」

と

語
句
を

区
切

つ

て

作
業
を

始
め

る
。

「

民
の
」

は、

右
に

見
た

と

ほ

り

「

民

之
」

と

復
文
す

る
。

同

じ

く

右
で

述
べ

た

や

う

に

「

隣
国
よ

り

も
」

の

「

よ

り

も
」

は

送
り

仮
名
で

あ

る

か

ら、

何
も

触
ら

な
い

。

た

だ

し、

比
較
の

対
象
を

表
は

す
「

於
」

が

第
六

字
に

位
置

す
る

の

で
、

「

隣
国

よ

り

も
」

は

第
七

字
以
下

に

入

る

こ

と

と

な

る
。

ま

た

「

多
か

ら

ん
こ

と

を
」

は、

英
語
で

言
へ

ば

比

較
級
の

形
容
詞
で

あ

る

か

ら、

「

於
」

に

先
立

つ

は

ず
だ

。

要
す

る

に、

置

き

字
「

於
」

は

英
語
の

〈

匪
ロ
ロ
〉

と

同

じ

や

う

な

機
能
を

果
た

す
の

で

あ

る
。

こ

れ

さ

へ

心

得
て

ゐ

れ

ば、

語
句
の

配
置
が

容
易
に

な
る

だ

ら

う
。

「

望
む
」

が

上

文
「

〜
こ

と
」

を

目

的
語
と

す
る

動
詞
で

あ69
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明
星

大

学
研
究
紀
要

【

目

本
文

化
学
部
・
言
語
文

化
学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇

〇
七

年

る

こ

と

は

見
や

す
い

。

末
尾

の

「

無
か

れ
」

を

ど
こ

に

置

く

か

で

少
し

ま

ご

つ

く

か

も

し

れ

な

い

が
、

こ

こ

で

も

英
語
の

連
想
を

働
か

せ

る

こ

と

が

大

切

で

あ

る
。

「

無

か

れ
」

を

英
語
で

記

す

と

禁
止

命
令
く

Uo

巨

¢

に

な
り

さ

う
だ

と

の

見
当
が
つ

け

ば、

ど

う
や

ら

文
頭
に

置

く

の

が

適
切

だ

と

の

判
断
が

下

せ

よ

う
。

か

う

し

た

語
句

の

関
係
を

組
み

合
は

せ

る

と、

自
つ

か

ら

「

無
望
民

之
多
於
隣
国
也
」

と

い

ふ

正

解

が

得
ら

れ

る
。

文
法

上

は

「

無
望

多
於
民
之
隣
国

也
」

と

復
文
す
る

こ

と

も

可
能
だ

が、

こ

れ

で

は

第
六

字
に

置
き

字
「

於
」

を

記

せ

と

の

指
定
に

違
反
し

て

し

ま

ふ
。

も

し

置

き

字
の

位
置

が

指
定
さ

れ

て

ゐ

な

け

れ

ば、

文
意
か

ら

判
断
す

る

こ

と

に

な

る

の

だ

が
。

逆
に

言
へ

ば、

復
文
練
習

に

お

い

て、

文
法

事
項
に

専
念
さ

せ

る

べ

く、

解
答
を

す
つ

き

り
一

つ

に

絞
り

込

む

に

は
、

や

は

り

置
き

字
の

位
置
ま

で

指
定

し

て

お

く

は

う
が

鉦…川
難

な

の

だ
。

　

本
間
で

は、

置
き

字
「

於
」

が

比
較
の

対
象
を

表
は

す
〈

け

げ
ロ
旨
〉

と
同
様
の

機

能
を

発
揮
す

る

こ

と、

禁
止

命
令
「

無
か

れ
」

が

く

Oo

口．
¢

と

同
じ

く

文
頭
に

冠

せ

ら

れ

る

こ

と

な

ど、

英
語
と

の

連
想
が

重
要
な

役
割
を

果
た

す
。

も

ち

ろ

ん、

比

較
形
や

禁
止

命
令
に

つ

い

て

十
分

な

指
導
を

終
へ

て

か

ら
こ

の

種
の

問
題

を

与
へ

る

の

が
、

最
も

親
切

な

指
導
で

あ

ら

う
。

し

か

し、

実
際
に
、

さ

う
し

た

時
間
の

余
裕

が

あ

る

か

ど

う
か

。

た

と

ぴ

余
裕
が

な

く

と

も、

英

語
の

語
順
さ

へ

連
想
で

き

れ

ば、

本
間
の

や

う
な

復
文
練
習

も

可

能
と

な

る

の

で

あ

る
。

英
語
の

知
識
が

漢
文
の

知
識

を

は

る

か

に

上

回
つ

て

ゐ

る

現
今、

学
生

に

対
し

て

英
語
を

援
用
し

た

指
導
を

行
ふ

の

が
一

つ

の

捷
径
か

と

愚
考
す

る

の

だ

が
、

果
た

し

て

如
何
な

も

の

だ

ら

う

か
。

最
後
に、

復
文
の

指
導
法

に

関
す
る

愚
案
を

簡
略
に

ま

と

め

て

お

か

う
。

A
　

導
入
と

し

て、

次
の

や

う
な

段
階
を

踏
む

。

　
1
　
常
用
漢
語
を

素
材
と

す

る

復
文
作
業
を

課
す

。

70

23

英
語
の

五

文
型

を

援
用
し

た

文
型
習
得
の

た

め

の

復
文
作
業
を

課
す

。

再
読
文

字
を

用
ゐ

た

復
文

練
習

を

課
す

。

B
　
復
文
の

要
領
は、

左

記

の

三

条
と

す
る

。

　
甲
　
構
文
上

の

大
原
則
は

「

主
語
＋

動
詞
＋

目
的
語
」

で

あ
る

。

　
乙

　
修
飾
構
造
は

必

ず
「

修
飾
語
＋

被
修
飾
語
」

と

な

る
。

　
丙
　
英
語
で

記
し

た

場
合
の

語
順
を

参
考
と

せ

よ
。

C
　
書
き

下
し

文
は、

次
の

要
領
で

作
成
さ

れ

た

も

の

を

与
へ

る
。

　
一
　

原
文

に

な

い

漢
字
は

書
か

な

い
。

　
二

　
発
音
し

な

い

漢
字
す

な

は

ち

置
き

字
は

省
略
す

る
。

　
三

　
日

本
語
の

助
詞
・

助
動
詞

を

充
て

て

訓
ず
る

語
は

仮
名
書
き

に

改
め

る。

　
四

　

再
読
文
字
は
、

初
読
（

右
傍
の

読
み
）

に

漢
字
を

充
て、

再
読
（

左

傍
の

　
　
読
み
）

を

仮
名
書
き

と

す
る

。

す
る Do

出
題
に

当
た

つ

て

は
、

総
字
数
を

指
定
し
、

置
き

字
の

位
置
と

種
類
を

明
示

E
　
実
際
の

出
題
は、

次
の

や

う

な

順
序
に

従
ふ

。

　
 
比
較
対
照
問
題
を

課
し
、

文
法
事
項
を

確
認

す
る

。

　
 
特
定
の

句
形
を

含
ま

ぬ
一

般
の

復
文
問
題
を

課
す。

F
　
復
文
作
業
に

さ

い

し

て

は、

次
の

や

う
な

手
続
き

を

踏
む

。

　
ア

　
書
き

下

し

文
の

漢
字
数
と

、

指
定
さ

れ

た

総
字
数
お

よ

び

置

き

字
と

を

確

　
　
認
し、

仮
名
書
き

の

語
か

ら

復
原
さ

れ

る

漢
字
が

あ

れ

ば、

書
き

下

し

文
を
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検
討
し

て、

ど

の

語
が

漢
字
に

復
原
さ

れ

る

の

か

を

考
へ

る
。

イ

　
漢
字
に

復
原
さ

れ

る

可

能
性
の

あ

る

仮
名
書
き

の

語
に

つ

い

て

見
通

し

が

　

立

て

ら

れ

る

や

う、

あ

ら

か

じ

め
一

覧
表
を

配
付
し

て

お

く
。

　

ざ

つ

と

右
の

ご

と

く

で

あ

る
。

　

こ

こ

ま

で

掲
げ

て

き

た

例
文

や

例
題
が、

か

つ

て

行
は

れ

て

ゐ

た

復
文
練
習

問
題

に

比
べ

て

短
す

ぎ

る

の

で

は

な

い

か

と

の

疑
念
を

持
つ

向
き

も

少
な

く

あ

る

ま

い
。

た

だ

し
、

愚
見
に

よ

る

と

こ

ろ、

た

と
へ

ば
一

百
字
に

及

ぶ

復
文
問
題

も
、

実
は

短

文
の

積
み

重
ね

に

す

ぎ

ず、

一

つ

の

文
が

百

字
か

ら

成
る

長
文

と

い

ふ

わ

け

で

は

な

い
。

す
な

は

ち
、

短
文
こ

そ

復
文
の

課
題
と

す
べ

き

で

あ

り、

少
な

く

と

も

初
歩
の

段
階
で

長
文
の

練
習
を

課
す

必

要
は

な
い

と

考
へ

る
。

況
や

例
外
的
な

構
文
を

持
つ

や

う
な

文
章
を

練
習
対
象
と

す
る

の

は
、

ほ

と

ん

ど

愚
行
に

近

い

だ

ら

う
。

着
実
な

文
法

事
項
の

確
認

を

以

て

復
文

の

趣
旨
と

せ

ね

ば

な

る

ま

い
。

　

心

残
り

な

の

は、

各
種
の

句
形
に

係
る

復
文
練
習
だ

。

し

か

し
、

上

述
の

ご

と

く、

句
形
に

つ

い

て

は
一

般
化
し

た

原
則
が

示

せ

な
い

の

が

実
情
だ。

も

し

実
行
す

る

と

す
れ

ば
、

ま

た

実
行
す
る

余
裕
が

あ

る

な

ら

ば、

指
導
に

当
た

る

教
員
の

裁
量
で、

馴
染
み

や

す
い

句
形
か

ら

開
始
し

て

ゆ
く

し

か

な
い

だ

ら

う。

私
自
身
は

、

た

い

て

い

使
役
形
か

ら

指
導
し

て

ゐ

る
。

使
役
形
の

構
文
「

使
役
動
詞
＋

（

人
）

＋

動
詞
」

が

英
語

の

使
役
構
文
〈

日

爵
Φ

q。

O

目
Φ

8
Φ

qO

＞

に
一

致
し

て

を

り、

英
語
の

知
識
が

そ
つ

く

り

そ

の

ま

ま
応
用
で

き

る

か

ら

だ
。

む

ろ

ん
、

指
導
を

始
め

る

教
員
が

ゐ

て

も
一

向
に

差
し

支
へ

あ

る

ま

い
。

要
は

、

文
法
的
な

指
導
が

で

き

る

か

否

か

だ。

　

も
つ

と

も、

全
な

自
信
が

あ

る

わ

け

で

は

な
い

。

差

し

当
た

り、

の

提
案
で

あ

る
。

唯
一
、

自
信
が

あ

る

と

す

れ

ば、

例
に

よ

つ

て

受
身
形
か

ら

体
系
的
か
つ

右
に

示

し

た

や

う
な

復
文
の

指
導
法

が

体
系
的
と

呼
べ

る

の

か、

十

　
　

　
　
　

　
　

　

　
　

　
　
　

　
　
　

こ

の

や

う

な

具
合
で

如
何
か

と

　
　

　
　
　

　
　

　

　
　

　
　
　

　
　

復
文

と

い

ふ

練
習

方
法
の

持
つ

復
文
の

地

平

古

田

島
洋
介

絶
大

な

効
果
に

つ

い

て

で

あ

る
。

事
実、

勉
強
熱
心

な

学
生

は、

し

ば

し

ば

「

復
文

の

お

か

げ

で、

漢
文
の

構
造
が

は
つ

き

り

目
に

映
る

や

う
に

な

り

ま

し

た
」

と

言
つ

て

く

れ

る
。

こ

れ

は

当

然
の

こ

と

で

も

あ

ら

う。

既
述
の

と

ほ

り、

英
語

の

整
序
問

題
が

英
語
力

を

養
ふ

の

に

効
果
有
り

と

す
れ

ば、

同
様
の

作
業
を

行
ふ

復
文

練
習

に

も

高
い

効
果
が

期
待
で

き

る

は

ず
だ

。

こ

の

点
だ

け

は、

揺
る

ぎ

な

い

自

信
を

以

て

断
言
で

き

る

の

で

あ

る。

　

果
た

し

て、

復
文
練
習
を

漢
文
に

欠
か

せ

ぬ

学
習
法
と

し

て

復
活
で

き

る

か

否

か
。

ぜ

ひ

と

も

関
係
各
位
の

惜
し

み

な

き

御
叱
正

と

御
協
力
を

仰
ぎ

た

い
。

注
（
1）
　
伊
藤
東
涯

『

刊
謬
正

俗
』

（
寛
延
元

年
〈一
七
四

八
〉

刊
）

附
録
「

訳
文
法
式」
／

十
四

a。

今、

　

寛

政
七

年
（一
七

九
五）

刊

本
（

訓
点

付
き）
よ

り

引

き、

現
代
日

本
語
の

感
覚
に

鑑
み

て、

訓
読

　
　
に

些

少
の

変
更
を

加
へ
た。

以

下、

伊

藤
東
涯
「

訳
文
法
式」
に

つ

い

て

は、

す
べ

て

同
じ

措
置
を

　

採
る

。

な

ほ、

当
該
「

訳
文
法

式
」

の

字
句
は
『

古
事
類
苑
』

文

学
部
五

「

漢
文
」

に

も

見

え

る

が、

　

末
尾
の
皿
節
を

省
い

た

抄
録
に

す
ぎ

ず、

誤
植
も

あ

る
。

（
2）
　
山

本
北
山

『

作
文
志
轂
』

二

a

〜
b。

原
書
は

漢
字
片
仮
名

交
じ

り

文。

今、
ル

ビ

を

も

含
め

て

　

片
仮
名
を

平

仮
名
に

改
め、

適
宜
に

句

読
点
を
付
し

た。

た

だ

し、

ル

ビ

は

適
宜
に

省
略
し

て、

訓

　

読
み

を

示
す

数
ヵ

所
の

左
傍
ル

ビ

を

通

常
の

右
傍
ル

ビ

と

し、

仮
名
遣
ひ

も

正

し

く

改
め

た。

以
下、

　

山
本
北
山

『
作
文
志
轂
』

に
つ

い

て

は、

す
べ

て

同
じ

措
置
を

採
る。

（
3）
　
皆

川
淇
園
［
編］
『

習
文
録
』

初

編
・
下

巻

／

葛
西

欽
「
題
言
」

一
a。

原
文
は、

漢

字
片
仮

名

　

交
じ

り

文
で、

濁
点
を

表
記
せ

ず、

読

点
の

み
を

付
す。

今、

片
仮
名
を

平
仮
名
に

改
め、

適
宜
に

　

濁
点
を

付
け、
　一
部
の

読
点
を

句
点
に

変
へ

た。

以
下、

葛
西

欽

「

題「
言
」

に

つ

い

て

は、

す
べ

て

　
　

同

じ

措
置
を

採
る。

（
4）
　
同
右

書
／

葛
西
欽
「

題
言
」

三

a。

〔
5）
　
注

（

1
）

伊
藤
東
涯
「

訳
文
法

式」
／

十
三

b
〜
十
四

a。

〔
6）
　
同
右
／
十

四

a。

（
7）
　
同
右
／

十

四

b。

（
8）
　

同
右
／

十

四

b。

（
9）
　
同
右
／
十

四

b。

（
10）
　
同
右
／
十

五

a。
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明
星

大
学
研
究
紀
要

【

日

本
文
化
学
部
・
言

語
文
化
学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇
〇
七

年

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
は

ん

も
ん

　

あ

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

そ

こ

（
11）
　
注

（

2）
山

本
北
山
『

作
文
志

轂
』

三

a

に

「

覆
文
と

原

文
と

照
せ

看
て、

覆
文

の

原
文

に

且

吾

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

つ
け
　　その
ゆ

ゑ

　　
ぜ

ん

ぎ

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ざ

う

だ

ん

　
　
す

る

所
あ
ら

ば、

心

を

小

て

其
故
を

稽
索
し、

通
ぜ

ざ

る

所
は

人
々

相
商
議
し、

其
れ

に

て

も

通
ぜ

　
　
ず

ん

ぱ

先
生

に

問
ぴ

…
…

」

と

あ

る。

（
12）
　
同

右
書
／

二

b。

（
13）
　
同

右

書
／

三

b。

（
14）
　
同

右

書
／

三

b。

（
15）
　
同

右
書
／

四

a

〜
五
b。

（
16）
　

同
L

石
童
目

／

五

b
〜
六
a。

（
17）
　
同

右

書
／

四

a。

（
18）
　
国

語

漢
文

研
究
会
［
編］
『

中

等
漢
文

教
科
書
』

（
明
治

書

院、

明
治
三

十
五

年
）

巻
三

／

七

b
〜

　
　
八

a
「

復
文

例
　
一
則
」 。

句
読
点
お

よ

び

表
記
に

若
干

の

変
更
を

加
へ

た。

（
19）
　
現

行
の

訓

読
で

完
了
の

助
動

詞
を

用

ゐ

る

頻
度
は

低
い

。

完
了

の

助
動
詞
］

り」
「

た

り」
「

ぬ
」

　
　
コ

つ

L

の

う
ち、

敢
へ
て

完
了

を

表
は
す

と

き

に、

サ

変
動
詞
・
四

段
動

詞
に

「

り
」

を

使
ひ、

ま

　
　
た

「

得
た

り」
「

似
た
り

」

に

「

た

り」
を

用
ゐ

る

程
度
で

あ

る。
あ

か

ら
さ

ま

に

「

ぬ
」

「
つ

」

を

　
　
送
る
こ

と

は

な

い。

た
だ

し、
「

已

矣
乎
」

の

固
定
し

た

訓

読
「

や

ん

ぬ

る

か

な
」

の

「

ぬ

る
」

は、

　
　
完
了

の

助
動

詞
「

ぬ
」

の

連
体

形
で

あ

る。

（
20）
　
深

井
鑑一
郎
冖
編］
『

選
定
中

等
漢
文
』

（
宝
文
館、

昭

和
二

年
／

昭
和
三

年
訂
正

再
版
）

第
五

冊

　
　
三

四

頁。

（
21）
　
注
（
1）

伊
藤

東
涯
「

訳
文
法

式
」

／
十

五

a。
「

古
文

を

熟

す
」

の

助
詞

「

を
」

は

マ

マ、

今

　
　
な

ら

「

に
」

を

用
ゐ

る
だ

ら

う
。

ま

た

「

則
」

を
置
き

字
と

し、

直
前
に

「

〜
す

る

と

き

は」
と

補

　
　
読
す

る

の

も、

現
代
の

訓
読
様

式
と

は

異
な
る。

今
目

な

ら

ば

「

…

…

之
を

復
せ

ば、

則
ち

…

…
」

　
　
と

訓

ず
る

と

こ

ろ。
い

つ

れ

も

当

時
の

訓
読
を
偲
ば

せ

る

読
み

方

で

あ

る。

（
22）
　
同

右
／

十

五

a。

（
23）
　
同

右
／

十

五

a

〜
b。

〔
24）
　
注
（
2

）

山

本
北
山
『

作
文
志
毅
』

三

a

〜
b。

（
25）
　
注

（

3）

葛
西
欽
「

題
言
」

三

b。

（
26）
　
た

と
へ

ば、

湯

浅
邦
弘

［

編］
『

懐
徳
堂
文

庫
の

研

究
 

08

共
同

研
究
報
告

書
』

（

大

阪
大

学
大

　
　
学
院

文
学
研
究

科、

平
成

十
七

年
二

月
）

所
収
の

湯
城
吉

信
「

懐

徳
堂
資
料

解
題
（
17）
」

に

よ

れ

　
　
ば、

大

阪
大

学
が

蔵
す
る

《
懐

徳
堂
文
庫
》

の

資
料
『

柚
園

数
記
』

『

紫

蘭
叢
』

な
ど

に

懐
徳
堂
で

　
　
和
文

漢
訳
の

練
習

を

し

て
ゐ

た
こ

と

を

明

確
に

窺
は

せ

る

字
句
が

あ

り、
「

懐
徳
堂
で

和
文
の

漢
文

　
　
訳
の

練
習
が

行

わ

れ

て
い

た

こ

と

が

わ

か

る
」

（
七

五

頁）
と

い

ふ。
こ

れ

に

つ

い

て

は、

執

筆
者

　
　
の

湯
城
氏

か

ら

直
接
の

御
教
示

を

辱
く

し

た。
こ

こ

に

記
し

て

衷
心

よ

り
謝
意
を

表
す
る。

〔
27）
　
文
部
省
［
告

示
］

『

高
等
学
校
学
習

指

導
要
領
』

（
昭
和
三

十
五

年

十一
月
一
日）

三
一
頁。

72

（
28
）

　

鈴
木
直
治
『

中
国
語
と

漢
文
』

　
　
八

七

〜
三

八

九
頁

。

　
34
）

　　　　　　A 　　A 　　A
33　32　31　30　29
） 　　）　　） 　 　） 　 　）

（
光
生

館
《
中

国
語
研
究
・

学
習
双

書》
12、

昭

和
五

十
年）
三

伊
藤
丈
『

仏
教
漢
文
入

門
』

（

大

蔵
出
版、

平
成
七

年
）

「

斯
文
」

第
十
編

第
三

号

（

昭
和
三

年
三

月）
　一
六

頁。

同
右
／
一
亠
ハ

頁
。

同

右
／
一
九
頁
刃

同
右
／

二

二

頁
。

同
右
／
一
八

頁
．

六

九
頁。
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