
漢
文
の
訓
読
の
方
法
に
は
、
三
つ
の
原
則
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
第
一
は
、
上
か
ら
順
番
に
読
む
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ん
だ
、
そ
ん
な
こ
と
か
と
思
う
人
も
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
世
の
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
言
語
が
あ
っ
て
、
中
に
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
よ
う
に
、
右
か
ら
順
に

読
ん
で
い
く
も
の
も
あ
っ
た
り
、
縦
書
き
を
す
る
の
に
左
の
行
か
ら
読
む
な
ん
て
い
う
言
語
が
あ
っ
た
り
も
し
ま

す
。
日
本
語
の
よ
う
に
、
縦
に
書
い
て
も
横
に
書
い
て
も
読
め
る
、
な
ん
て
い
う
言
語
の
方
が
、
む
し
ろ
珍
し
い

の
で
す
。

第
二
の
原
則
は
、
漢
文
に
ふ
ら
れ
て
い
る
「
返
り
点
」
と
い
わ
れ
る
記
号
の
指
示
に
従
っ
て
読
む
と
い
う
こ
と

で
す
。
返
り
点
に
は
「
レ
点
」
「
一
・
二
点
」「
上
・
下
点
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

昨
年
学
習
済
み
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
が
、
念
の
た
め
に
書
い
て
お
き
ま
す
。

☆
「
レ
点
」
と
は
、
レ
の
形
を
し
た
返
り
点
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

（
返
り
点
な
し
の
場
合
）

我

登

山

→

「
我
登
山
」
と
よ
む
。

（
返
り
点
あ
り
の
場
合
）

我

登

山

→

「
我
山
登
」
と
よ
む
。

レ

こ
の
よ
う
に
、「
レ
点
」
が
あ
る
と
き
に
は
、
第
一
原
則
の
「
上
か
ら
順
番
」
と
い
う
こ
と
が
は
ず
さ
れ
て
、

上
下
を
逆
に
読
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
次
の
よ
う
に
レ
点
が
入
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
ど
の
よ
う
に
読
む
の
が
正
し
い
で
し
ょ
う
か
。）

Ａ

１

２

３

４

５

６

７

（
答
３
２
１
５
４
７
６
）

レ

レ

レ

レ

Ｂ

１

２

３

４

５

６

７

（
答
１
５
４
３
２
７
６
）

レ

レ

レ

レ

☆
「
一
・
二
点
」
は
、
レ
点
で
は
手
に
負
え
な
い
と
き
に
使
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
レ
点
で
は
右
で
扱
っ
た
よ
う

に
、
一
文
字
づ
つ
し
か
戻
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
次
の
「
Ａ
Ｂ
Ｃ
」
を
「
Ｂ
Ｃ
Ａ
」
と
読
も
う
と

し
て
も
、
レ
点
だ
け
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
す
。「
一
・
二
点
」
は
、
こ
の
よ
う
な
と
き
に
使
わ
れ
ま
す
。

そ
の
能
力
は
、「
間
に
文
字
を
は
さ
ん
で
二
文
字
以
上
戻
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
で
き
る
も
の
な
ら
や
っ
て
み
よ
う
。
レ
点
だ
け
で
こ
れ
を
Ｂ
Ｃ
Ａ
と
読
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
）

Ａ

Ｂ

Ｃ

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
や
は
り
無
理
！

さ
て
、
で
は
「
一
・
二
点
」
を
使
っ
て
や
っ
て
み
よ
う
。
左
の
図
を
見
て
下
さ
い
。

「
原
則
一
」
を
意
識
し
な
が
ら
、
上
か
ら
読
む
の
だ
ね
。
と
こ
ろ
が
、
一
番
上
に
あ
る
文
字
の
左
下
に
は
「
二
」

と
い
う
文
字
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
一
」
の
文
字
を
読
ん
だ
ら
す
ぐ
に
こ
こ
に
あ
る
文
字
を
読
む
と
い
う
こ
と
だ

か
ら
、
い
き
な
り
最
初
か
ら
読
ん
で
は
い
け
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
下
の
字
を
読
む
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

「
原
則
一
」
に
従
っ
て
、
そ
の
下
を
読
も
う
と
す
る
と
、
「
一
」
の
つ
い
た
字
が
あ
る
。
こ
の
、「
一
」
の
つ
い
た



字
を
読
ま
な
け
れ
ば
、「
二
」
に
は
い
け
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
字
は
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

結
局
、
こ
の
よ
う
に
返
り
点
が
ふ
っ
て
あ
っ
た
場
合
に
は
、「
Ｂ
Ｃ
Ａ
」
と
読
む
の
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。Ａ

Ｂ

Ｃ

→
→
→

Ｂ
Ｃ
Ａ

二

一

（
例
に
従
っ
て
読
ん
で
み
よ
う
）

（
こ
こ
は
か
く
し
て
）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

→
→
→
→
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｄ
Ｆ
Ｅ

二

一

レ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

→
→
→
→
Ｃ
Ｄ
Ｂ
Ａ
Ｅ
Ｆ

レ

二

一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

→
→
→
→
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ａ
Ｆ
Ｅ

ニ

レ

一

レ

☆
「
上
・
下
点
」
と
は
・
・
・
一
二
点
と
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
一
二
点
を
は
さ
ん
で
戻
り
た
い
と
き
に
使
い
ま

す
。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

→
→
→
→
Ｃ
Ｄ
Ｂ
Ｅ
Ａ
Ｆ

下

二

一

上

こ
れ
を
「
僕
は
そ
ん
な
も
の
な
し
で
表
現
し
て
や
る
」
な
ど
と
い
っ
て
頑
張
ろ
う
と
す
る
と
、
次
の
よ
う

な
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
で
す
。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

→
→
→
→
Ｃ
Ｄ
Ｂ
Ｅ
Ａ
Ｆ

二

二

一

一

こ
れ
で
は
や
や
こ
し
く
な
っ
て
し
ま
い
、
同
じ
文
字
を
二
回
読
ん
で
し
ま
い
ま
す
ね
。
も
っ
と
も
、
同
じ

文
字
は
二
回
読
ま
な
い
と
い
う
き
ま
り
も
あ
る
の
で
す
が
。（
例
外
と
し
て
、
再
読
文
字
「
未
」
な
ど
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。）

記
号
が
多
い
方
が
や
や
こ
し
く
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

返
り
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
説
明
終
了
で
す
。
他
に
も
返
り
点
は
あ
り
ま
す
が
、
中
学
校
で
は
こ
こ
ま
で
で

き
れ
ば
上
等
で
す
。
で
は
、
返
り
点
を
駆
使
し
た
問
題
を
出
し
て
み
ま
す
の
で
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
て
下
さ
い
。

１

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

下

二

レ

一

上

２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

レ

レ

下

二

一

上

レ



３

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

レ

下

レ

二

レ

一

上

レ

（
答
）
１

→
→
→

Ｂ
Ｄ
Ｆ
Ｅ
Ｇ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ａ
Ｊ

２

→
→
→

Ｅ
Ｆ
Ｄ
Ｇ
Ｈ
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｊ
Ｉ

３

→
→
→

Ｆ
Ｅ
Ｇ
Ｄ
Ｃ
Ｈ
Ｂ
Ａ
Ｊ
Ｉ

（
何
問
で
き
ま
し
た
か
。）

第
三
の
原
則
は
、「
送
り
が
な
を
上
手
に
入
れ
な
が
ら
読
む
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
ん
な
も
の
は
問
題
に
な
ら
な

い
と
思
う
人
が
ほ
と
ん
ど
で
し
ょ
う
が
、
漢
文
訓
読
で
は
つ
ま
づ
き
や
す
い
と
こ
ろ
で
す
。
返
り
点
と
送
り
が
な
を

同
時
に
頭
の
中
で
処
理
す
る
の
は
、
結
構
骨
の
折
れ
る
も
の
で
す
。
最
初
の
う
ち
は
大
変
で
す
が
、
何
度
も
読
み
返

し
て
、
す
ら
す
ら
読
め
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
特
に
、
漢
文
で
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
し
ま
す
の
で
、
読
み
間

違
い
の
な
い
よ
う
に
。

で
は
、
実
際
の
漢
文
に
つ
い
て
、
読
み
と
内
容
の
研
究
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

し

い
わ
く

ま
な
び
て

と
き
に

こ
れ
を

な
ろ
う

ま
た
よ
ろ
こ
ば
し
か
ら
ず
や

子
曰
、
「
学
而
時
習
之
、
不
亦
説
乎
。

子
曰
は
く
、「
学
び
て
時
に
こ
れ
を
習
ふ
、
ま
た
説
ば
し
か

ら
ず
や
。

と
も

え
ん
ぽ
う
よ
り

き
た
る
あ
り

ま
た
た
の
し
か
ら
ず
や

有

朋

自

遠

方

来

、

不

亦

楽

乎

。

朋
、
遠
方
よ
り
来
た
る
あ
り
、
ま
た
楽
し
か
ら
ず
や
。

ひ
と
し
ら
ず
し
て

う
ら
み
ず

ま
た
く
ん
し
な
ら
ず
や

人
不
知
而
不
慍
、
不
亦
君
子
乎
。
」

人
知
ら
ず
し
て
慍
み
ず
、
ま
た
君
子
な
ら
ず
や
。
」

（
学
而
）

習
ふ
→
→
「
ふ
」
が
「
う
」
に
変
わ
る
。（
「
は
」
行
が
二
文
字
目
以
降
に
来
る
と
き
に
は
「
あ
」
行
に
か
わ
る

か
ら
）

慍
み
ず
→
→
「
う
ら
ま
ず
」
と
読
む
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
昔
は
「
う
ら
み
ず
」
と
読
ん
で
い
た
の
で
す
。

日
本
語
の
活
用
も
変
化
し
て
き
て
い
る
の
で
す
ね
。

一
行
目
に
つ
い
て

子
曰
は
く
、
と
は
、
先
生
が
こ
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。「
論
語
」
は

孔
子
の
語
っ
た
内
容
を
伝
え
る
も
の
だ
が
、
孔
子
自
身
が
書
い
た
も
の
で
は
な
い
。
孔
子
の

教
え
を
大
切
に
守
っ
て
き
た
人
々
が
著
し
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

★
学
び
て
時
に
こ
れ
を
習
う
、
と
は
復
習
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
学
」
と
「
習
」
と
で
は
意

味
が
違
う
。
「
学
」
は
最
初
に
何
か
（
だ
れ
か
）
に
よ
っ
て
知
識
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、

「
習
」
は
そ
れ
を
繰
り
返
し
復
習
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
時
に
」
と
あ
る
の
は
「
と
き

ど
き
」
と
い
う
こ
と
で
な
く
、「
ち
ょ
う
ど
い
い
時
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
機

会
の
あ
る
度
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

孔
子
は
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
学
習
す
る
こ
と
は
「
喜
ば
し
い
」
と
い
っ
て
い
る
。

（
「
説
」
の
字
が
「
よ
ろ
こ
ば
し
い
」
と
よ
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
漢
文
で
は
珍

し
く
な
い
。
ひ
と
つ
の
文
字
に
い
く
つ
も
の
意
味
が
あ
っ
た
っ
て
良
い
の
で
あ
る
。
）



「
よ
ろ
こ
ば
し
か
ら
ず
や
」
と
あ
る
が
、
最
後
の
「
や
」
は
、
反
語
の
「
や
」
で
あ
る
。

一
見
し
て
疑
問
の
よ
う
で
あ
る
が
、
疑
問
で
は
な
い
。
こ
れ
は
強
調
の
表
現
で
あ
る
。
丁
度

「
そ
ん
な
こ
と
や
っ
と
っ
て
い
い
の
か
」
と
い
う
の
と
同
じ
で
、
き
い
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
に
対
す
る
答
が
相
手
の
心
の
中
に
出
て
来
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
か
ら
、
全
部
は
い

わ
な
い
の
で
あ
る
。

二
行
目
に
つ
い
て

「
朋
」
は
「
友
」
と
同
じ
と
見
て
よ
い
。
こ
の
友
は
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
自
分
の
と
こ
ろ
ま

で
や
っ
て
来
る
「
親
友
」
で
あ
る
。
そ
う
い
う
友
達
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
楽
し
い
こ
と
で

あ
る
と
い
う
の
だ
が
、
君
た
ち
に
は
わ
ざ
わ
ざ
遠
く
か
ら
訪
ね
て
来
る
よ
う
な
友
達
が
い
る

だ
ろ
う
か
。
「
い
る
」
と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
孔
子
の
言
う

「
友
」
が
、
「
学
友
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
と
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
わ
ざ
わ
ざ
遠
く
か
ら
や

っ
て
来
て
、
「
人
生
に
つ
い
て
君
は
ど
ん
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
ね
」
と
か
「
こ
の
間
は
ペ
ケ

ペ
ケ
の
本
を
貸
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
、
ち
ょ
う
ど
欲
し
か
っ
た
ん
だ
が
、
お
金
が
な
く

て
困
っ
て
た
ん
だ
。
今
日
は
お
礼
に
マ
ル
マ
ル
の
本
を
持
っ
て
き
た
よ
。
ぜ
ひ
読
ん
で
も
ら

っ
て
、
君
と
人
生
に
つ
い
て
語
り
合
い
た
い
ん
だ
。
来
週
ま
た
来
る
か
ら
、
そ
れ
ま
で
に
読

ん
で
お
い
て
く
れ
た
ま
え
。」
な
ど
と
い
っ
て
互
い
の
学
力
を
高
め
あ
お
う
と
精
一
杯
頑
張
れ

る
友
人
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。

単
に
友
人
が
遠
く
か
ら
訪
ね
て
来
れ
ば
そ
れ
で
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
楽
し
か
ら
ず
や
」
と
は
、
高
級
な
楽
し
さ
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

フ
ァ
ミ
コ
ン
ば
っ
か
り
や
っ
て
い
る
時
の
楽
し
さ
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。

三
行
目
に
つ
い
て

「
人
が
知
ら
な
く
た
っ
て
そ
れ
を
不
満
に
思
わ
な
い
。
」
と
い
う
の
が
訳
文
に
な
る
で
あ

ろ
う
か
。
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
で
あ
る
。
古
典
は
、
こ
の
、
訳
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
を
補

っ
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
醍
醐
味
が
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。

何
を
「
知
ら
な
い
」
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
、
自
分
の
し
て
い
る
努
力
を
知
ら
な
い
の

で
あ
る
。
自
分
に
は
大
望
が
あ
る
か
ら
努
力
し
て
勉
学
に
励
ん
で
い
る
の
だ
が
、
誰
も
そ
れ

を
知
ら
な
い
し
、
あ
の
人
は
頑
張
っ
て
い
る
な
、
と
認
め
て
く
れ
る
よ
う
な
人
は
い
な
い
。

頑
張
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
の
は
、
人
間
誰
も
が
望
む
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ほ
め

ら
れ
た
い
か
ら
頑
張
ろ
う
と
か
、
認
め
て
も
ら
う
た
め
に
努
力
し
よ
う
な
ど
と
い
う
の
は
、

学
問
本
来
の
目
的
で
は
な
い
。
世
の
中
に
は
、
誰
も
認
め
て
く
れ
な
い
の
に
、
こ
つ
こ
つ
努

力
を
重
ね
て
大
成
し
た
偉
人
が
何
人
も
い
る
。
そ
う
な
り
た
い
、
と
見
え
な
い
努
力
を
重
ね

て
い
く
人
こ
そ
が
「
君
子
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
で
あ
る
と
孔
子
は
言
う
の
で
あ

る
。な

お
、
君
子
は
、
人
間
と
し
て
の
品
格
に
あ
ふ
れ
た
理
想
的
な
人
格
者
の
こ
と
で
あ
る
。

教
科
書
に
は
登
場
し
な
い
が
、
君
子
の
逆
が
「
小
人
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
つ
ま
ら
な
い
こ
と

に
こ
だ
わ
っ
て
あ
く
せ
く
し
、
世
俗
の
欲
望
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
教
養
狭
く
心
も

狭
い
俗
人
の
こ
と
を
い
う
。

以
上
、
総
合
し
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
孔
子
の
理
想
と
し
て
い
る
の
は
、

１
．
い
つ
で
も
勉
学
に
励
み
、
し
ば
し
ば
復
習
し
、
怠
る
こ
と
の
な
い
、

２
．
互
い
に
励
ま
し
あ
っ
て
学
問
の
道
を
純
粋
に
突
き
進
も
う
と
す
る
友
人
の
い
る
、

３
．
そ
し
て
、
認
め
ら
れ
な
く
と
も
意
欲
が
減
退
す
る
こ
と
の
な
い
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
で
腹
を
立
て
る
よ
う
な
こ

と
の
な
い
、
君
子
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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