
漢字の読み方について

武 部 良目明

1..考 察 の対 象

漢 字 の読 み 方 は,複 雑 だ とされ て い る。 一 つ の漢 字 に何 種 類 もの読 み 方

が あ る こ とを考 え る と,確 かに複 雑 で あ る。 しか し,漢 字 の読 み方 が 複 雑

に な っ た こ とにつ い て は,そ れ な りの経 緯 が認 め られ る の で あ る。 しか も,

漢 字 は意 味 を表 す文 字 と して 生 まれ,そ の形 で 目本 語 の表 記 に用 い られ て

い る、 漢 字 を扱 うに つ い て は,漢 字 が ロー マ 字 な ど と全 く異 な る種 類 の文

宇 だ とい うこ と を,十 分 に心 得 て お くこ とが 必 要 で あ る。

そ こで,こ の小 論 で は,漢 字 の読 み 方 が 複 雑 に な った経 緯 につ い て取 り

上 げ,そ の実 情 を明 らか に した い と思 う。 そ うすれ ば,漢 字 の読 み方 につ

い て,ど の よ うに教 え,ど の よ うに学 ぶ べ きか とい うこ と もお のず か ら明

らか に な る はず だ とい うの が,筆 者 の考 え方 で あ る。

2.字 言川一 般

漢 字:の読 み方 に つ い て は,宇 音 と字 訓 とに分 け る のが一 般 で あ る。 そ の

うち,ま ず,字 訓 のほ うか ら取 り上 げ る こ とにす る。

字訓 とい うの は,そ の漢 字 の 中 国語 と して の意 味 に 当 た る 日本 語 が ・ そ

の漠 字 の読 み と して固 定 した もの で あ る。 例 え ば,次 の よ うな読 み方 が,

それ ぞれ の漢 字 の字 訓 で あ る。

山 ・一や ま 春 … は る 東 一甲・ひ が し
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こ こで は,ま ず,こ の種 の字 訓 か ら取 り上 げ る こ とに す る。n

字 訓 につ い て 間題 に な る こ との一 つ は,次 の よ うな活 用 形 の場 合 で あ る。

思 … お も う 多 … お お い

こ の揚 合 の字 訓 にっ い て は,「 思 う ・多 い」 とい う送 り仮 名 との関 係 か ら,

「お も ・お お 」 で は な い か とい う疑 問 が起 こる
。 しか し,「 思 ・多 」 の中 国

語 と して の意 味 に当 た る 日本 語 が字 訓 で あ る こ と を考 え れ ば,そ れ は 「お

も ・おお 」 で はな く,「 お も う ・お お い 」 の ほ うで あ る。 こ の場 合,「 思 ・

多 」 の よ うに活 用 す る語 の場 合 は,そ の活 用 形 を明 らか にす るた め に送 り

仮 名 を付 け,「 思 う ・多 い 」 の よ うに書 く。 しか し,こ の書 き方 は,語 形

を確 定 す る た 碕 の手 段 に過 ぎ な い の で あ る。2〕

次 に,字 訓 が 二 っ 以 上 あ る場合 の実 情 に移 る。 どの よ うな と きに 字 訓 が

二 つ以 上 に な る か とい うこ とで あ る が,こ れ に三 つ.の揚 合 が あ る.一 つ は,

そ の漢 字 の 中国 語 と して の意 味 に当 た る 日本 語 が二 つ以 上見 られ る揚 合 で

あ る,例 え ば,「 歩 」 とい う漢 字 に 「あ る く ・あ ゆむ 」 とい う字:訓が 当 て

られ る の は,こ のた め で ある.二 つ め は,そ の漢 字 の 中 国語 と して の意 味

が二 つ以 上 に分 か れ る場 合 で あ る。 こ の揚合 には,そ れ ぞ れ の意 味 に当 た

る 日本 語 が そ の字 訓 に な る の も当 然 で あ る。 「行 」 とい う漢 字 に 「い く・お

こ な う」 とい う字 訓 が 当 て られ る の は,こ の た め で あ る。 三 つ めは,中 国

語 と して の意 味 が広 い た め に,そ れ を幾 つ か に分 け,そ れ ぞ れ に字 訓 を当

て る場 合 で あ る。 「消 」 とい う漢 字 に 「けす ・き え る 」 とい う字 訓 が 当 て

られ る の は,こ の た め で あ る。 こ うして,同 じ漢 字 が い ろ い ろ の字 訓 を持

1)字 訓 とい う考 え方 は,漢 字 以外 の 外 国 語 の つ づ りに も適 用 す る こ とが で き る。

傾」え ば,英 語 の瘍 合をこ壱ま,"dog"と い うつ づ りの 字 訓 力二 「い ぬ」,"waU【"とV、 う

っ づ りめ字 訓 び 「あ る く」 で あ る。

2)漢 字 は 意 味 を表 す 文 字 で あ るか ら,日 本 語 を 書 き表 す こ とが で き る だ け で な

く,他 の外 国 語 を書 き表 す こ と もで き る。例 え ば,英 語 を書 き表 す 揚 合 で考 え る と,
``dog"の 代 わ りにr犬

」 と書 き,r犬 」 を[dog]と 読 め ば よい の で あ る。 た だ し,

こ の場 合,英 語 の ほ うの語 尾 変 化 を明 らか に しな け れ ぱ な らな い 。 そ こで,・ ・walk・・

を 「歩」 と書 く揚 合,``wa更ks… 歩s"walked… 歩ed""walking一 ・歩ing"と 書 く

こ と にな る。 こ の よ うに して 書 き加 え る必要 の あ る部 分 が,日 本 語 の揚 合 に は送 り

仮 名 とな るの で あ る。
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つ よ うにな る。 同 字 多 訓 と呼ば れ る の が,こ れ で あ る。3)

た だ し,漢 字 の中 に は,そ の意 味 に 当 た る 日本 語 が存 在 しな か っ た も の

もあ る。 そ の湯合 に は,字 訓 を全 く持 た な い こ と もあ る。 「胃 ・肺 」 な ど

に字 訓 が な い の は,こ の た めで あ る。 しか し,中 に は,中 国 語 と して の意 味

の解 説 に 基 づ い て新 た に複 合語 を造 っ て字 訓 と した もの もあ る。「鉄 ・銅 ・

銀 ・金 」 の字 訓 が 「くろ が ね ・あか が ね ・し ろが ね ・こ がね 」 とい う複 合

語 に な っ た の は・ そ の解 説 に 「黒 金 ・赤 金 ・白金 ・黄 金 」 と書 か れ て い た

か ら で あ るる こ う して ・字 訓 は ・ 目本 語 の語 彙 を豊 富 にす る上 で も,大 い

に役 立 つ こ とに な った の で ある。

と ころ で,字 訓 の当 て られた漢 字 に つ い て は,逆 に,そ の字 訓 と して の

日本 語 を書 き表 す た め に用 いる こ とも可 能 で あ る。 こ う して,日 本 語 が漢

字 で書 き表 され る よ うに な ってい くが,そ こ に も問 題 が な か った わ け で は

ない 。そ の一 つ は,日 本 語 のほ うに活 用 す る語 が あ るた め,そ の活 用 の形

を示 す こ とが必 要 に な った ことで あ る。 そ う して,こ うい う立揚 か ら行 わ

れ る よ うに な った のが,い わ ゆ る送 り仮 名 で あ る 。 も う一 つ は,漢 字 の 中

に書 き表 そ う とす る 日本 語 に当 た る字 訓 を持 つ もの が見 当 た らな か っ た場

合 で あ る。 そ の場合 に は,す でに あ る漢 字 の 中 か らそ れ にふ さわ しい漢 字

を選 ん で用 い る こ とも行 わ れた.こ れ が,本 来 の字 訓 と区別 し,特 に 国訓

と呼 ば れ る こ との あ る字 訓 であ る。 例 え ば,次 の よ うな字 訓 は,い ず れ も

こ の種 の 国訓 で あ る。

供 … と も 割 … わ り 仰 … お お せ 更 …ふ け る

後 に は,次 の よ うな外 来 語 の場 合 に も,こ の 種 の国 訓 が 加 え られ る こ とに

な っ た の で あ るo

3)二 つの言語 を対比 した場 合・ それ ぞれの語 の意 味が1:1で 対応す るのはむ

しろ例 外で ある。 したが って,一 つの漢宇 に いろいろの字 訓がある とい うことは,

当然の ことで ある・ただ し・当用漢字音 訓表 は,そ のよ うに して付 け られ た字訓 を

極 度 に制 限す ることとな った。そのため,漢 字の意味 のすぺてに字訓が 当て られ る

とい うこ とではな くな った。 この点 は,熟 字 み意味 を考 える ときに注意 しなけれ ば

な らなレ、こと.であ る。
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頁 … ぺ 一 ジ 米 ・¶ヅ ー トル 粉 … デ シ メー トル

こ うして,字 訓 の種 類 が 増 え る こ とに もな っ た の で あ る。

しか し,中 に は,適 当 な 漢字 が 見 当 た らな い た め に,漢 字 の造 り方 に従

って 新た に漢 字 を造 る こ と も行 わ れ た 。 これ が,本 来 の漢 字 と区別 し,特

に国 字 と呼 ばれ る こ と の あ る漢 字 であ る。例 え ぱ,次 の よ うな漢 字 は,い

ず れ もこ の種 の国 字 で あ る。

燗 … は た 峠 … と うげ 込 … こむ 働 … は た ら く 辻 … つ じ

樫 … か し 省 … む し る

後 に は,次 の よ うな外 来 語 の揚 合 に も,こ の種 の 国字 が造 られ る こ とに な

っ た ので あ る。

既 … キ ロ グ ラ ム 粁 … キ ロ メー トル 糎 … セ ンチ メー トル

こ うして,宇 訓 だ け で な く,漢 字 そ の も の の字種 も増 え る こ と に な った の

で あ る。

また,字 訓 とい うの が そ の漢 宇 の 中国 語 として の意 味 に 当 た る 目本 語 で

あ る とすれ ば,異 な る漢 字 の字 訓 と して同 じ 日本 語 が 当 て られ て も・ 別 に

不 思 議 で は な い の で あ る。 例 えば,「 陰 」 とい う漢 字 の 意 味 は物 の裏 側 で

あ る瀞,そ れ に当 た る 目本 語 は 「か げ」 で あ った。 ま た,「 影 」 とい う漢 字

の 意 味は 光 が 当 た っ て で き る形 で あ る が,そ れ に 当 た る 日本 語 も 「か げ」

で あった 。そ うい う揚 合 に は,「陰 」 の字 訓 も 「影 」 の字 訓 も 「か げ」 に な

るわ けで ある。 こ うい う揚 合 の漢 字 を特 に異 字 同 訓 の漢 字 と呼 ぶ こ とが あ

る。 次の よ うな揚 合 は,い ず れ も異字 同訓 の漢 字 で あ る。

陰 ・影 … か げ 交 ・混 … まぜ る 早 ・速 … はや い

異 字 同訓 とい うの は,意 味 の広 さか ら考 え て,日 本 語 の ほ うが 中 国語 よ り

も広 い と き1こ見 られ る こ とに な る。 した が っ て,巨 本 語 の 「か げ 」 の ほ う

が 意 味が 広 く,そ の意 味 が 「陰Jと 「影 」 に分 かれ る と考 え る こ と も可 能

で ある。 そ うして,こ うい う考 え方 か ら導 き出 され る の が,異 字 同訓 の書

き分 けで あ る。 異字 同訓 の書 き分 けが,基 本 的 に は,意 味 の上 で の さ らに
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細 か い書 き分 け とな るの も この た め で あ る。呉〉

最 後 に,字 訓 の効用 に つ い て触 れ て お く こ とにす る。 漢 字 とい うの はそ

れ ぞ れ 意 味 を持 つ 文 字 で あ り,そ の 意 味 に 当 た る 日本 語 が宇 訓 で あ る。 し

た が っ て,目漢 字 の組 み 合 わ せ か ら成 る熟 語 の 意 味 の理 解 も,そ れ ぞ れ の漢

字 の字 訓 の組 み合 わせ に よ る こ とが可 能 で あ る。例 え ば,次 の よ うに な る.

水 カ … み ず の ち か ら 水 死 …み ず で しぬ 海 水 … うみ のみ ず

取 水 … み ず を とる 山水 … や ま とみ ず

字 訓 につ い て は,そ れ ぞ れ の漢 字 の読 み で あ る と とも に・ そ の漢 字 の意 味

に当 た る 日本 語 だ とい う こ とを忘 れ て は な らな い の で あ る。

なお,中 に は,こ の行 き方 を逆 に し,字 訓 と して の書 き表 し方 か ら熟 語

の形 を造 り上 げ た もの も少 な くな い 。 例 え ば,次 の よ うな熟 語 は,む しろ,

こ の よ うに して造 られ た と考 え るべ き も ので あ る。

み ず の み ち …水 道 みず でお よ ぐ… 水 泳

もの さわ が しい …物 騒 は らを たて る… 立 腹

こ うして,中 国語 に存 在 しな い漢 字 の組 み 合 わ せ が,次 た と生 まれ る こ と

に も な った ので あ る。

3.字 訓 の種 々 相

漢 字 の字 訓 とい うも の の基本 に つ い て は,以 上 の よ うに ま とめ る こ とが

可 能 で あ る。 しか し,こ の よ うに して整 っ た字 訓 も,実 際 に はい ろい ろ の

形 を取 っ て現 れ る こ とに な る.こ れ が,字 訓 の 種 々相 で あ る。

字 訓 の種 々相 の第1は,語 形 変 化 と呼 ばれ るい ろい ろ の変 化 形 の場 合 で

あ る。 そ れ に は,次 の よ うな もの が あ る.

(1〉 活 用 形 一 活用 語 の場 合 に は,語 尾 が活 用 す る。 基 本 的 な意 味 は

同 じで あ りな が ら,あ とへ の 続 き ぐあ い に よ っ て語 形 が変 わ る。 そ の

場 合,そ の よ うに して 変 わ った 語 形 が,そ の ま ま そ の漢 字 の 字 訓 の変

4)異 字:同訓 の漢字 の使 い分け につ いては,拙 著 「漢字 の用 法」(角川 小辞典一2)

に詳 しく取 り上 げてあるので,こ こでは触れ ない ことにす る。
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化形 に な る。

思 … お もわ ・お もい ・お もっ ・お も う ・お もえ ・お もお

来 … こ ・き ・くる ・くれ ・こ い

(2)可 能 形 一 五 段 動詞 の 中 に は,一 段 化 す る こ とに よ っ て可 能 の意

.味 が 加 わ る もの もあ る。

、思 …お もえ 。お もえ る ・お もえ れ

(3〉 対 応 形 一 動 詞 の 中 に は,自 動 詞 と他 動 詞 で対 応 す る形 を取 る も

のが あ る。

消 … けす 。きえ る 切 … き る ・きれ る 止 … ≒め る ・と ま る

(4・1派 生 形 一 語 の中 に は,撞 辞 が付 い て別 の品 詞 の語 となる もめ も

あ る。

清 一・き よい ・き よ め る 『臣・一あや しい ・あや しむ

勇 … い さむ ・い さ ま しい

こ れ らの揚 合 に共 通 して言 え る こ とは,実 質 的 な意 味 を共 有 してい る とい

うこ とで あ る。 そ う して,意 味 を表 す 文 字 と レて の 漢 字 が,そ の共 有 さ

れ る意昧 を表 して い る とい うこ とで あ る。漢 宇 が 意 味 を表 す文 字 で あ る以

上,語 形 が変 化 して も,品 詞 が 異 な っ て も,同 じ漢字 を用 い る の は当 然 の

こ と であ る 。

字 訓 の種 々相 の第2は,音 韻 変 化 と呼 ばれ る い ろ い ろ の変化 例 の場合 で

あ る。 これ に は7次 の よ うな もの が あ る。

(1)連 濁 一 複 合 語 の後 部 要 素 とな る揚 合 に,頭 音 の清 音 が濁 音 ま た

は半 濁 音 に変 わ る こ とが あ る。

か お(顔)→ よ こが お(横 顔)ひ と(人)→ な ん ぴ と(何 人)

(2)・ 修 飾 形 一 名 詞 の 中 に は,弛 の語 に 対 して修 飾 的 な複 合 をす る揚

合 に,語 形 の変 わ る もの が あ る。

さ け(酒)→ さ かや(酒 屋)め(目 〉→ まぶ か(目 深)

(3)音 便 一 語 の 中 に は,発 音 の一 部 に音 便 を起 こす も のが あ る。

し ろひ と(素 人)→ しろ う と
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て み ず(手 水)→ て うず → ち ょ うず

(4)脱 落 一 語 の 中 に は,発 音 の一 部 が落 ち て な くな って し ま う もの

もあ る。

か りな(仮 名)→ か ん な → か な

か は は ら(河 原 〉→ か は ら → か わ ら

(5〉 添 加 一 語 の 中 に は,発 音 が 一部 加 わ って しま うも の もあ る。

や か(八 日)→ や うか → よ うか

む か(六 日)→ む ゆか 一レむ い か

こ うして,実 際 に現 れ る字 訓 臨 基本 的 な 字 訓 を踏 ま え な が ら も,そ の 種

類 を増 や して い くこ とに な る ので あ る。 しか し,こ の よ うに して宇 訓 が 増

え る こ とも, .漢字 の意 味 に 当 た る 日本 語 が字 訓 で あ る と考 え た揚 合,む し

ろ 当 然 の こ とで あ る。 それ は,意 味 を同 じ くす る限 り同 じ漢 字 が用 い られ

る か らで あ り,そ の楊 合 の 発音 の変 化 に は閲 係 が な い か らで あ る。

ところ で,字 訓 をそ の漢 字 の意 味 に当 た る 日本 語 と考 え る場 合,そ の意

味 に当 た る 日本 語 は,す べ て そ の漢 字 の字 訓 に な り うる わ け で あ る 。 例 え

ば,次 の よ うな揚 合 も,字 訓 と考 え る こ とが可 能 で あ る。

校 ….あぜ く ら,し き り,ま なび や,く らべ る,か ん が え る,.,

これ らは,そ れ ぞ れ 次 の よ うな熟 語 に用 い られ る揚 合 の意 味 に 当 た る 日本

語 で あ る。

学 校(校 … 木 を組 み 合 わ せ た建 物 学 …ま な ぶ)

将 校(校 … 陣 中 に設 け られ た しき り 将 … か し ら〉

高 校(校 …学 校 の略 高 … 高等 の略)

校 正(校 … く らべ あわ せ る 正 … た だ す)

校 勘(校 … か ん が え あわ せ る 勘 … か ん が え る)

「校
」 に つ い て の上 記 の よ うな 字 訓 を 特 に意 味 訓 と呼 ぶ こ とが あ る の 賜

こ の よ うな事 情 に よ る もの で あ るG5)

5〉 それぞれの漢字が どのよ うな意味訓 を持 つか につい ては,拙 著 「漢字 の読 み

方」(角 川小辞典一3)に詳 しく取 り上 げてあるので,そ れ に譲 ることにす る。
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また,名 付 け訓 の揚 合 は,そ の 意 味 に当 た る 日本 語 が さ らに広 範 囲 に用

い られ てい る。 例 え ば,「 一 」 に つ い て 次 の よ うな名 付 け訓 溺行 わ れ て い

るが,こ れ ら もす べ て 「一 」 とい う漢 字 の意 味 に何 らか の関 係 を持 つ 日本

語 で あ る。

一 … お さむ ,か ず,か た7か つ,く に,す す む,た か,た だ,の ぷ,

は じ め,ひ じ,ひ で,ひ と,ひ と し,も と,ま こ と,ま さ し,...

この よ うにい ろい ろ読 む こ とが可 能 な の も,字 訓 そ の もの が,そ の漢 字 の

意 味 に当 た る 日本 語 だ か らで あ る。

以 上 は,字 訓 とい うもの を一 字 一 宇 の 漢 字 に つい て 見 て き た の で あ る

が,字 訓 の 中 に は,熟 字 を単 位 とす る もの も見 られ る の で あ る。 それ は,

熟 字 を単 位 と した揚 合 に も,そ の意 味 に 当 た る 日本 語 がそ の ま ま字 訓 と な

り うるか らで あ る。 これ が・ 熟 字 訓 と呼 ばれ る字 訓 で・あ る。 例 えば ・ 次 の

よ うな場 合 が,こ の種 の熟 字 訓 で あ る。

小 豆 … あず き 紅 葉 … もみ じ 臼舎 …い な か

故郷 … ふ る さ と 日外 ・臼・いっ ぞ や

ま た・次 の よ うな漢 文 的 用 法 にお い て も・ 同 じ種 類 の李 訓 が 見 られ るわ け

で ある。

為 念 … ね ん の た め 不 取 敢 … と りあ えず 難 有 い … あ りが た い

惜 哉 … お しい か な 為 替 … かわ せ

後 には,外 来 語 の場 合 に も,こ の種 の熟 字 訓 が用 い られ る こ とに な った の

で ある。

麦 酒 … ビー ル 燧 道 … トン ネル 洋 燈 … ラ ン プ

こ うして,熟 字 を単 位 とす る字 訓 も,い ろい ろ と用 い られ る こ とに な っ た

の であ る。

最 後 に,二 重表 記 に つ い て取 り上 げ る こ とにす る。二 重 表記 とい うの は,

例 えば,「 女 」 とい う漢 字 に 「ひ と」 とい う振 り仮 名 をす る よ うな 用 い方

で あ る。 こ の揚 合,「 女 」 とい う漢 宇 に 「ひ と」 とい う意 味 が あ る わ け で

は な い か ら,「 ひ と」 とい うの は 「女 」 とい う漢 字 の字 訓 で は ない 。 しか
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し,こ うい う書 き表 し方 に よ り,「 女 の 意 味 で あ るが ヒ トと読 ん で も らい

た い」 とい う趣 旨 を表 す こ とが可 能 で あ る。 これ が 二 重表 記 と呼 ば れ る漢

字 の用 い方 であ り,い ろ い ろと活 用 され て い る。例 え ぱ,次 の よ うな用 い

方(か っ こ内 は振 り仮 名)も この種 の二 重表 記 で あ る。

夫(お や じ)田 中(あ いつ)裁 縫(し ご と)秘 密(な い し ょ)

録 る(と る〉 秋 桜(コ スモ ス〉

こ の よ うな読 み方 も,漢 字 が意 味 を表 す 文 宇 だ とい うこ とを,積 極 的 に利

用 した用 い方 に ほか な らない の で あ る。

4.字 音 一 般

次 に,漢 字 の も う一 つ の 読 み方 と して の 字 音 を取 り上 げ る こ と にす る。

字 音 とい うの は・ そ の漢 字 の中 国 語 と して の発 音 に基 づ く読 み 方 が ・ そ の

漢 字 の読 み と して 固定 した もの で あ る 。 例 えば,次 の よ うな読 み方 が,そ

れ ぞ れ の漢 字 の宇音 で あ る。

歩 … ほ 水 ・一す い 犬 … けん 縮 … し 中 く

こ こで は,ま ず,こ の種 の字音 か ら取 り上 げ る こ とに す る評

字 音 につ い て 間題 に な る のは,同 じ漢 字 が い ろい ろ の字 音 を持 つ とい う

こ とで あ る。 こ の場 合,ど のよ うな とき に字 音 が二 つ 以 上 にな る か とい う

こ とで あ るが,こ れ は・ それ らの漢 字 の 中 国 語 と して の 発音 が 日本 に伝 わ

っ た経 路 や 時代 の違 い に よる もの で あ る。セ〕

(1〉 呉 音 一 比較 的古 く,仏 教 な ど と と もに伝 わ った もの

明 … み よ う(み や う)行 … ぎ ょ う(ぎ や う)鈴 … りよ う(り や う)

6)字 音 とい う考 え方 は,漢字以外 の外国語 のつづ 塑にも適 用す ることがで きる・

例 えば,英 語 の場 合 には,``do竃"と い うつづ りの字音が 「ドッグ」・【`wa1k"と い

うつづ りの字音 が 「ウオー ク」であ る。

7)同 じ漢字 にいろいろの字音 ができる とい うことは・ 外来語 の場 合に も見 られ

るわけである。例 えば,ラ テ ン語 のcha沈a演 英語か ら入 って 「カー ド」 とな った

が,ド イ ツ語か ら入ったほ うは 「カル テ」,江 戸時代 に ボル トガル語か ら入 った の

は 「か るた」 とな った。 この ような関係 になるのが,呉 音 ・漢音 ・唐 音で ある。 仏

教 関係で呉音 の読み方 が主 となるの も,医 学関係 で ドィツ語の読み方 が主 とな るの

と同 じである。
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明星 …み ょ うじ ょ う 勧 行 … ご ん ぎ ょ う 変 化 ・一へ ん げ

言語 … ご ん ご

(2)漢 音一 そ の後,遣 唐使 が新 た に 中国 の標 準 音 と して伝 えた も の

明 … め い 行 ・一こ う(か う)鈴 …れ い

明星 … め いせ い 品 行 … ひん こ う 変化 ・一へ ん か

言 語 … げん ぎ ょ 石 灰 … せ っ かい

(3)唐 音一 禅 宗 な ど と と.もにそ の後 に新 たに伝 わ った もの

明… み 々 行 … あ ん 鈴 …Pん

行 燈 … あん どん 着 灰 … しっ くい 胡乱 … うろん

看経 … か ん き ん 普 請 … ふ しん

た だ し,漢 字 の字 音 の中 に は,こ の よ うな経 路 で伝 わ った も ので は な く,

日本 で字 音 に準 じ る読 み を付 けた も の も あ る。これ が慣 用 音 で あ る。また,

現 代 中国 語 とな って か ら取 り入 れ られ た もの も あ る。 この ほ うは,欧 米 語

か ら取 り入 れ られ た語 の揚 合 と同 じ よ うに,外 来 語 と して の性 格 を強 く感

じ る のが一般 で あ る。 慣 用 音 と現 代 中 国 語 音 につ い て は,次 節 の 「字 音 の

種 々 相」 の と こ ろで改 めて取 り上 げ る こ とにす る。

字 音 につ い て次 に 問題 にな るの は,同 じ字 音 の漢 字 が い ろ い ろ と見 られ

る とい うこ とで あ る。 この場 合,ど の よ うな と きに 同 じ字 音 に な る か とい

う こ とで あ るが ・ これ に は二 つ の場 合 が あ る。 一 つ は・ 目本 に取 り入 れ ら

れ た 段階 にお い て,.中 国 語 の場 合 よ りも著 し く簡 略 化 され た とい うこ とで

あ る・.四声 の よ うな ア クセ ン トが無 視 され た だ けで な く・ 似 た 発 音 の もの

で 同 じにな った もの も少 な くない 。 例 え ば,次 の よ うな 漢 字 の発 音 が,同

じに なった わ けで あ る合

安 ・案 ・按 ・要 ・鞍 … あ ん 刊 ・看 ・侃 ・寒 ・漢 … かん

こ う して,同 じ字 音 を持 つ漢 字 が,中 国語 の揚 合 よ り も著 し く多 くな った

の で ある。e》

8)本 来 は 異 な る外 国 語音 で あ りな が ら 日本 語 の中 で 同 じ発 音 とな るの は,外 来

語 の場 合 に も見 られ る の で あ る。 例 え ば,英 語 の6%us[bムs】(乗 合 自動 車)"と
"bath[b≡ee〕(浴 室)"と が 同 じrバ ス

」 とな る の も これ で あ る。
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同 じ字 音 の漢 字 が 多 くな った も う一 つ の理 由 は,日 本 に取 り入 れ た あ と

で音 韻 が変 化 した とい うこ とで あ る。 この揚 合 ・ 日本 に取 り入 れ られ た段

階 で の発 音 に基 づ くのが 旧仮 名 遣 い に よ る もの で あ り,現 在 の発 音 に基 づ

くの が現 代 仮 名 遣 い で あ うが,そ れ を対 比 した場 合 に,次 の よ うな も の が

あ る。

こ う ← 紅(こ う)・更(か う)・ 甲(か ふ)・ 劫(こ ふ)・ 光(く わ う)

じ ょ う ← 乗(じ よ う〉・上(じ や う)・ 丈(ぢ や う)・擾(ぜ う)・

条(で う〉・畳(で ふ)

こ う して,日 本 語 の 中 に用 い られ る字 音 と して は,同 音 の も のが い ろ い ろ

と増 え る こ とに な っ た の で あ るpこ れ が,異 字 同音 の漢 字:の実情 で あ る。

しか し,漢 字 は それ ぞ れ意 殊 を持 っτ い る文 字 で あ る。 したが って,目

本 語 の 中 で用 い られ る発 音 が 同 じで も,そ れ ぞ れ の漢 字 の持 つ意 味 が 異 な

る以 上,そ れ を意 味 に よ っ て書 き分 け る の は 当然 の こ とで あ る。 これ が1

異 字 同 音 の書 き分 け で あ る。 す なわ ち,次 の よ うな 同音 語 の書 き分 け も,

そ れ ぞ れ の漢 字 の持 つ意 味 の違 い に よ る わ け で あ る。

感 が す る ・観 が あ る 実体 ・実 態 来 所 ・来 署'

こ うして,中 には 「好天 ・荒 天 」 「礼 遇 ・冷 遇 」 の よ うに,全 く反対 の意

味 の 語 が 同 じ発 音 に な る場 合 も見 られ る の で あ る、 しか し・ そ の よ うな揚

合 で も,異 な る漢字 で書 かれ てい る以 上,異 な る意 味 を持 っ て い る の 湖原

員Uで あ る。9〕

最 後 に,字 音 利用 の効 用 に つい て触 れ て お くこ とに す る。 漢 字 とい うの

は,そ の背 景 に高度 の 中 国文 化 を持 っ て い た わ け で あ る。 しか も,漢 字 を

字 音 で読 む こ とに よ り,中 国語 の語 彙 を そ の ま ま 目本 語 の 中 に取 り入 れ る

こ とが で き た ので あ る。 この こ とは,そ の 背景 に あ る 中 国文 化 を取 り入 れ

る上 で,き わ めて 都 合 の よ い方 法 とな っ た の で あ る。 こ う して,次 の よ う

な語 は,中 国 語 として用 い られ て い る形 が,そ の ま ま 日本 語 の語 彙 と して

9)異 字同音 の漢字 の使 い分けにつ いては,拙 著 「漢字 の用法」(角 川小辞典一2)

に詳 し く取 り上 げてあ るので,こ こで は触れ ないこ とにす る。
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定着するに至ったが,こ の種の語彙は,数 限 りなく見 られるのである。

孔雀・紫檀 珊瑚 爽 胃 天井 障子 草履 香炉 胡麻 煎餅

式部省 仁 義 礼 智 信

このことは,目 本語の語彙を急速に増やすとともに,目 本文化の向上にも

大いに役に立つこととなったのである。

それぱかりでなく,漢 宇は,そ れを組み合わせることにより,次 々と新

しい語を璋 り出すことが可能であった。 こうして,欧 米文化の摂取に当た

っても,漢 字の組み合わせによる造語によって対処することとなった。次

のような語は,そ のようにして新たに造 られた漢字語彙である。

汽車 汽船 写真 自動車 飛行機 酸素 水素 炭素

この種 の語彙に中国語 と異なる漢字の組み合わせが見 られるのも,漢 字を

独自の立揚で組み合わせたからにほかならないのである。

また,こ のように漢字を組み合わせて新 しい語 を造る方法は,日 本語に

よる思考や伝達に大きな役割を果たすようになったのである。それは,例

えば次のような揚合で,同 じパターンを用いることによって,語 彙の体系

を容易に整えることができるからである。

打診 聴診 視診 触診 圧診 問診...

なお,こ のようにして造 られた語が長い揚合には,次 のように,漢 字を単・

位 とする略語が容易に生み出せるわけである。

巡回検査 → 巡検 能率向上対策費 → 能対費

出札 ・改札 → 出改札 輸出 ・輸入 → 輸出入

こうして,複 雑な意味内容を持つ簡便な語が容易に造 り出せるということ

は,日 本語そのものの持つ大きな特色と言わなければならないのである。

5.宇 音 の種 々相

漢字 の字 音 とい うもの の 基本 に つ い て は,以 上 の よ うに ま とめ る こ とが

可 能 で あ る。 しか し,こ の よ うに して 整 った 宇音 も,実 際 に は い ろ い ろ の

形 を取 っ て現 れ る こ とに な る。 これ が字 音 の種 々相 で あ る。
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字 音 の種 々相 の第1は,音 韻変 化 と呼 ば れ るい ろい ろの 変化 例 の 場 合 で

あ る。 これ に は,次 の よ うな もの が あ る。

(1)連 濁 一 熟 字 の後 部 要 素 と な る場 合 に,頭 音 の清 音 が 濁 音 ま た は

半濁 音 に 変 わ る こ とが あ る。

さん(産)→ あ ん ・さん → あ ん ざん(安 産)

と う(等)→ び ょ う ・と う → ぴ ょ う ど う(平 等 〉

はつ(発 〉→ し ゅつ ・はつ → し ゅ っ ぱ つ(出 発)

はい(輩)→ せ ん ・はい → せ ん ぱ い(先 輩)

(2)連 声 一 熟 字 の後 部 要 素 の頭 音 の 中 に は,前 部 要 素 の尾 音 に影 響

され る もの が あ る。

お う(応)→ は ん ・お う → は ん の う(反 応)

い(位)→ さん ・い → さん み(三 位 〉

らい(来 〉→ しゅっrら い →目 し ゅ った い(出 来)

(3)促 音化 一 熟字 の 前部 要 素 の尾 音 の 中 に は,促 音 に変 わ る もの が

あ るQ

けつ(決)→ けつ ・て い → け っ て い(決 定)

に ち(日)→ にち ・す う → に っす う(目 数)

が く(学 〉→ が く ・こ う → が っ こ う(学 校)

せ き(石)→ せ き ・き → せ っ き(石 器)

ご う(が ふ)(合 〉→ ご う(が ふ)・ へ い → が っぺ い(合 併)

(4)音 便 一 熟字 の前 部 要 素 の尾 音 の 中 に は,促 音 以 外 の音便 を起 こ

す もの もあ る。

か く(格 〉→ か く ・し → か う ・し → こ う し(格 子)

ゆ う(由)→ ゆ う ・し よ → ゆい し ょ(由 緒)

(5)脱 落 一 熟 宇 の前 部要 素 め尾 音 の 中 に は,落 ち て な くな っ て しま

うもの もあ る。

もん(文)→ もん ・じ → も じ(文 字)

ど く(読)→ ど く ・き ょ う → どき ょ う(読 経)
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に ち(目 〉→1弔 ち ・ほん → に ほん(日 本 〉

(6)添 加 一 熟 字 の前 部 要 素 の中 に は1尾 音 が一 部 加 わ っ て し ま う も

の もあ る。

ふ(夫)→ ふ ・ふ → ふ うふ(夫 婦)

に ょ(女 〉→ に ょ ・ぽ う → に ょ うぽ う(女 房)

た だ し,字 音 の 中 には,次 のよ うに,清 濁 の 関係 が漢 音 と呉 音 の対 比 とな

っ てい る もの もあ るg

O臣 漢 音 … しん ・家 臣 呉 音 ・一じん ・大 臣

O仕 漢 音 … し ・奉 仕 呉 音 … じ ・給 仕

こ のよ うな 揚合 に は,濁 音 の形 が用 い られ て い て も,・連 濁 と考 え て は な ら

ない の で あ る。

孚音 の種 々相 の第2は,前 記 の呉 音 ・漢 音 ・唐 音 の ほ か に も,字 音 に準

じ る読 み方 が用 い られ る とい うこ とで あ る。 そ の一 つ が 慣用 音 と呼 ぱれ る

字 音 で あ る。慣 用 音 とい うの は,中 国 語 と して の発 音 に基 づ く読 み方 で は

な い点 にお い て,本 来 の字 音 とは性 質 の異 な る も ので あ る。 しか し,漢 字

の中 に は,宇 体 との関 係 にお い て,本 来 の字音 よ りも字 体 に即 した字 音 の

ほ うが広 く用 い られ る に至 っ た もの もあ る。例 えば,次 の よ うな も のが慣

用 音 で あ る。

耗 … こ う → も う(毛 … も う)煮 … しょ → しゃ(者 … しゃ〉

撒 … さつ → さ ん(散 … さん)濱 … て き → じ よ う(條 … じ よ う)

中 に は,音 便 そ の他 の音 韻 変 化 に よ る形 が慣 用 され て い る も の も あ る。 前

記 の例 で い えば,「 由 … ゆ い」 「女 … に ょ う」 な ど も慣 用 音 で あ る 。 ま た,

該 当例 は少 ない が,次 の よ うな特 別 の理 由 に よ って,別 の文 字 の字 音 を借

りた もの も あ る。

漁 … ぎ ょ → りょ う(「 猟 」 の字 音 を借 りた もの〉

笏 … こつ → し ゃ く(「 尺 」 の字 音 を借 りた も の〉

字 音 とい うもの を中国 語 と して の発 音 に基 づ く読 み 方 と考 え た揚 合,慣 用

音 とい うの は,い ず れ も誤 りで あ る。 しか し,,目 本 語 の 中 で そ の読 み 方 が
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慣 用 され て い る以 上,こ れ もまた字 音 に準 じ る も の と考 え る こ とが で き る

わ け で あ る。

字 音 の種 々相 の第3は,現 代 中 国 語 音 に基 づ くも の で あ る。 例 え ば ・ 次

の よ うな語 の場 合 が これ で あ るo

叉 焼 … チ ャ ー シ ュー 麻 雀 繭 マ}ジ ャ ン 没 法 子 … メ ー フ ァー ズ

上 海 … シ ャ ンハ イ 青 島 … チ ン タオ 台 北 … タ イ ペ ー

これ ら もま た 中国 語 と レて の発音 に 基 づ く読 み 方 で あ る か ら,字 音 の 一種

と考 え る こ とが可 能 で あ る。 しか し,目 本 語 の 中 に用 い られ る場 合 に は,

字 音 とい うよ りも,む しろ外 来語 とい う性 格 を強 く感 じる も の で あ る 。漢

字 で書 か な い場 合 に片 仮 名 が用 い られ る の も1外 来 語 と して の扱 い に ほ か

な らな い の で あ る。 そ の点 で,現 代 中国 語 音 につ い て は,字 音 と考 え な い

の が一 般 で あ る。

最 後 に,字 音 に 関連 す る幾 つ か の 問題 に触 れ て お くこ とにす る。 そ の一

つ は,宇 音 を持 た ない 漢 字 につ い て で あ る が,こ れ に二 っ の 場 合 が あ る。

一 つ は
,日 本 で造 られ た 国字 の場 合 で あ るが,こ れ に は 中国 語 と して の 発

音 に基 づ く読 み方 が あ りえ ない の で あ る。 次 の よ うな国 字 が字 音 を持 た な

い の は・ こ の た め で あ る。

畑 峠 匁 込 辻

た だ し,こ れ らの 中 に も,次 のよ うに,字 音 に準 じ る読 み 方 が行 わ れ て い

る もの もあ る。

働 … ど う 搾 … さ く 塀 … へ い 錠 … じ ょ う

これ らに つ い て は,字 音 に準 じ る も の と考 え た ほ うが,扱 いや す い わ けで

あ るP

字 音 を持 た な い漢 宇 の も う一 つ の場 合 は乳 目本 語 の 中 で主 と して字 訓 の

形 で用 い られ る漢 字 の揚 合 で あ る。例 え ぱ,次 の よ うな漢 字 が これ で あ る

が,本 来 は こ こ に示 す よ うな字音 を持 って い た も ので あ る。

繰 … そ う 扱 … き ゅ う 姫 … き 卸 ・一しゃ 箱 … そ う

時 に 「美 姫(び き)」 「卸 任(し ゃに ん)」 「製 箱(せ い そ う〉」 な ど の 用 い方 が
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見 られ るの も,本 来 の字 音 に よる か らで あ る。

次 に,字 音 が 字 訓 か で 紛 らわ しい 揚 合 を取 り上 げ る こ と にす る。 そ の

一 つ は
,字 音 で あ りなが ら字 訓 の よ うに用 い られ る場 合 で あ る.例 え ば,

「気 」「菊 」 な ど にお い て
,次 の よ うな連 濁 が見 られ る の は,字 音 の揚 合 の

連 濁 で はな く,字 訓 の場 合 に準 じる もの で あ る。

O気 ・・一き → ぎ 移 り気 男 気 堅 気 商 売 気 親 切 気

O菊 … き く → ぎ く 小 菊 野 菊 松 葉 菊 蝦 夷 菊 除 虫 菊

この点 か ら,「 気 ・菊 」 につ いて は,字 音 「き ・き く」,字 訓 「き ・き く」

と考 え る こ と も可 能 で あ る。エo)た だ し,中 に は,宇 音 と して の発 音 が,次

の よ うに大 き く変 化 した も の もあ る。

銭 一・せ ん → ぜ に 文 … ぶ ん → ふ み 蝉 …せ ん → せ み

この よ うに変 化 した も の につ い て は,字 訓 と して扱 うの が一 般 で あ る。

6.衰 音文 字 化

漢 字 の読 み方 を字 訓 と字 音 とに分 け る揚 合,以 上 で そ の実 情 が 明 らか に

な っ た こ と と思 う。 そ うして,こ れ ら を通 じて言 え る こ とは,漢 字 が意 味

を表 す文 字 と して用 い られ て い る とい う こ とで あ る.

しか し,漢 宇 の宇 訓 や字 音 は,そ れ ぞれ の漢 字 の持 つ意 味 を離 れ て,単

に 音 を表 す た め に も用 い られ る こ とが あ る。 これ が,当 て字 と呼 ばれ る用

い方 で あ る。 当用 漢 宇 音 訓表 の付 表 に掲 げ られ て い る語 の 中 で も,次 の よ

うな もの は,こ の種 の当 て字 を含 む用 い方 で あ る.

乙女(お とめ)心 地(こ こち)早 苗(さ な え)

三味線(し ゃみ せ ん)砂 利(じ ゃ り)師 走(し わ す)

数 寄屋(す きや)友 達(と もだ ち)名 残(な ご り)

野良(の ら)波 止 場(は とば)部 屋(へ や 〉

10)宇 音 か字 訓か について 異論が あることは,当 用漢字音訓表 の扱 いに も現 れ

ている。昭和23年 の音 訓表 において字音 の扱 い を受 けていなが ら昭和48年 の改 定

音 訓表において字訓 に変わ った ものに 「奥 …お く,州 …す,匹 …ひき」の3音 訓が

あ る。
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ま た,当 用 漢 字 音 訓表 の本 表 に掲 げ られ た音 訓 を用 い る もの の 中 で も,次

の よ うな語 の場合 は,や は り当 て字 を含 む 用 い方 で あ る。

得 体(え た い)思 惑(お もわ く〉 子 供(こ ど も)試 合(し あ い)

仕 事(し ご と)支 度(し た く)支 払 う(し は ら ラ〉 世 話(せ わ 〉

派 手(は で)味 方(み かた)見 舞 い(み ま い)

旧表 記 の手 紙 文 な ど に 用 い られ た 「宜 敷(よ ろ し く)」 「致 度(い た した く)」

の 「敷 ・度 」 な ど も,こ の種 の当 て 字 で あ る。

な お,旧 表 記 で は・ 漢 宇 が 外来 語 や外 国 の地 名 ・人 名 を書 き表 す た め に

も広 く用 い られ てい たが,そ の中 に も当 て 字 と して の用 い方 が見 られ る わ

け で あ る。 例 え ば,次 の よ うな用 い 方 の場 合 が とれ で あ る。

型 録(カ タ ・ グ)倶 楽 部(ク ラブ〉 珈 誹(コ ー ヒー)

馬 穴(バ ケ ツ)合 羽(か っ ぱ)歌 留 多(か るた)

亜 細 亜(ア ジア)伊 太 利(イ タ リー)独 逸(ド イ ツ)

仏 蘭西(フ ラ ンスγ 巴里(パ リ)倫 敦(ロ ン ドン)

華 盛頓(ワ シ ン トン)奈 破 箭(ナ ポ レオ ン〉

この よ うな漢 字 の用 い方 は,古 く日本 の地 名 に 当 て られ た 漢字 の用 い 方 に

も見 られ るわ けで あ る。 た とえば,次 の よ うな地 名 の読 み方 は,い ず れ も

こ の種 の当 て字 で あ るo

安 房(あ わ〉 相 模(さ が み)讃 岐(さ ぬ き)設 楽(し だ ら)

信 濃(し な の)駿 河(す る が〉 秩 父(ち ちぶ)武 蔵(む さ し)

これ ら は,漢 字 表 記 の な か っ た地 名 に対 して漢 字 を当 て る際 に,漢 字 の持

っ 字 音 を利 用 した 当 て字 に な るわ け で あ る。エD

最 後 に,こ の よ 与な漢 字 の用 い 方 の うち,現 在 も広 く用 い られ て い る も

の につ い て 取 り上 げ る こ とに す る。 そ れ は,人 名 や 商 店 名 に見 られ る次 の

よ うな漢 字 の用 い方 で あ る。

11)国 郡 の名にこのよ うな 漢字が 当 てられたの は・ 古 く奈良時代 の和銅6年 の

詔 勅 に始ま る。 これ によ り,叢 内 ・七道 ・諸国 の郡郷 の名 に好字渉 当て られ る こと

にな ったのであ る。後 の延喜式 では,諸 国部 内の郡里等 の名 に2字 を用い・ 嘉 名 を

取 るよ うに指示 され ている。
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喜 美江(き み え)美 代(み よ)佐 登 志(さ と し)

美 奈 美(み なみ)亜 土 里 絵(ア ト リエ)世 比 亜(セ ピァ)

これ らは,い ず 紅 も漢 字 の持 つ 意 味 を離 れ て,仮 名 と同 じ よ うに用 い られ

て い る もの で あ る5そ の点 で は,こ れ らを漢 字 仮 名 と呼 ぶ こ とも可能 で あ

る 。 い わ ゆ る仮 名 文 字 も,こ の よ うな漢 字 の用 い方 か ら派生 した も の に ほ

か な らな い の で あ る。

・この場 合,戸 籍 法 施 行規 則 は,子 の名 に変 体仮 名 を用 い る ζ と を禁 じて

い る。 しか し,変 体 仮 名 の元 に な っ た漢 字 を この よ うな形 で用 い る こ とは,

差 し支 え な い の で あ る。 た だ し,実 際 問題 と して,変 体 仮 名 と して用 い ら

れ て い た 漢 字 が すべ て こ の よ うな形 で用 い られ るわ けで はな い 。 そ れ は,

上 記 の例 で も分 か る とお り,よ い 意 味 の漢 字,悪 い連 想 を伴 わ な い漢 字 が

用 い られ て い る か らで あ る。 そ の 点 で ・漢 字仮 名 の用 い方 も・漢 字 の意 味

と無 関 係 で は な い ので ある 。 また,そ の点 か ら考 え る と,前 記 の よ うな 当

て字 の 中 に も,そ の漢 宇 の意 味 を考 慮 した用 い方 が多 い こ とに も気 づ く こ

とに な る。 そ の点 で は・漢 字 の表 音 的 な用 い方 に お い て も・ 漢 字 の意 味 が

全 く無 視 され るわ けで は な い の で あ る。 また,現 代 表 記 の揚 合 に は,当 て

字 の形 で の用 い方 そ の もの が極 度 に少 な くな って い る。 そ の点 で は,漢 字

の意 味 を全 く無 視 した用 い方 は,む し ろ例 外 に属 す る もの と考 え て よい の

で あ る。

7.結 語

以 上,こ こで は,漢 字 の読 み 方 を,字 訓 ・字 音 ・表 音 文 字 化 の三 つ に分

けて取 り上 げて きたわ け で あ る。 そ う して,こ の よ うな 取 り上 げ方 で も分

か る よ うに,漢 字 の読 み 方 は確 か に複 雑 で あ る。 一 つ の漢 字 を何種 類 に も

読 む とい うこ と を考 えれ ぱ,確 か に複 雑 で あ る。

しか し,一 つ の漢 字 の読 み方 が何 種 類 に もわ た る の は,個 々 の漢 字 を単

位 と して見 た揚 合 の結 論 な の で あ る。 個 々 の語 を表 す た めに用 い られ る漢

字 のほ うは,そ れ ぞれ の語 ご とに 固定 して い る の が実 情 で あ る。 問 題 は,
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その揚合に個々の漢字の読み方 をすべて学習 したとして も,そ のこ とから

特定の語の読み方が導 き出せないとい うことである。ただし,そ のことは,

漢字の揚合に限 らないのである。個々の語の習得に当たっては,そ の語 の

意味や発音 を覚えるとともに,そ の語の文字表記を覚え,そ の文字表記 の

読み方 を覚えるぺきである。未学習の語の漢宇表記に出会った ときにそれ

が読めない と非難するのは,全 くの筋違いである。また,未 学習の語 の漢

字表記 も自由に読み こなしたいと意図して個々の漢字の読み方 をすべて習

得 しよ うとすることは,全 くむだなことである。漢字の指導に当たっては,

まず,こ のこ.とを心得ておくべきである。

ただ,こ の場合,次 のことを見逃 してはならないのである。それ は,漢

字が基本的には意味を表す文字 として用い られているとい うことである。

そ うして,こ のことは,漢 字の持つ利点 として,大 いに役立てるべ きであ

る。そむは,漢 字 を単位 としてその意味を習得することが,大 いに役立つ

とい うことである。特 に理解の立場では,読 み方が分からなくても,意 味

が分かれぱ十分である.一 般に言語を理解する場合,文 字表記から発音が

分かるのと文字表記か ら意味が分かるのとどちらが役立つかといえぱ,意

味の分かるほうが 役立つのである。その点でば,漢 字が意昧を表す文字だ

とい うことを,も っと積極的に活用すべきである。そ うして,こ のことが,

漢字で書かれた語の意味を記憶の中に定着させる上でも,大 いに役立つこ

とを十分に心得てお くべきである。
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