
『
日
本
外
史
』

に
み
る
和
習
と
漢
訳

の
限
界

國

金

海

二

幕
末

か
ら
明
治

に
か
け

て
、
最

も
多
く
読

ま
れ
た

歴
史
書

は
頼
襄

(
山
陽
)

の

『
日
本
外
史
』

で
あ

っ

た
。

こ
れ

は
主

に

『源

平
盛

衰

記
』

『太

平
記
』

な

ど

の
軍
記
物

を
素
材
と

し
て
、

一
般
読
者
を
対
象

に

平
明

な
漢

文

に
直

し
た
も

の
で
あ

る
。

そ

の
平
明
さ

の
中

に
、

日
本

的
な
表
現
を

そ

の
ま

ま
用

い
て
い
る
語
が
あ

り
、
中
国

の
古
典
文

を
学
習

す

る
こ
と
を
主
眼

と
し
て

い
た
当
時

の
識
者

か
ら
非

難

さ
れ
た

の
は
当
然

と
も

い
え
よ
う
。

た
と
え
ば
、
次

の
よ
う
な

「
鬼

i

」

と

い
う
語

で
あ
る
。

○

「
義
朝

の
第

三
子
を
頼
朝
と

日
ふ
。
鬼

武
者
と
称

す
」

○

「
勝
家

の
威
望

、
諸
将

に
最

た
り
。

号
し

て
鬼
柴

田
と

日
ふ
」

○

「
其

の
旗

を
望

ん

で
曰
く

『鬼

上
官

至

る
』

と
」

そ
し

て

「鬼

柴
田
」

に

つ
い
て
は
、
大
槻
磐
溪

か

ら
面
前

で
、
漢

文

で
は

「
幽
霊
柴

田
」
と

い
う
意
味

に
な

る
と
言
わ
れ

た
が
、
山
陽

は
改

め
よ
う

と
は
し

な

か

っ
た
と

い
う
。

た
し
か

に
中
国

に
お
け

る

「鬼

」
と

い
う
語

の
意

味

は
磐

溪

の
言
う

通
り

で
あ

り
、

『
日
本

外
史
』

で

も
、
平

氏

の
家

に
怪

し

い
事
が

多
発

し
た
と
き

に
、

「
占

者

曰
く

『為
義

・
義
朝

等

の
鬼

な

り
』

と
」
と

も
用

い
て

い
る
。

こ

の
語

の
日
本

に
お
け

る
用

い
方

に
は
、

「他

の

名

詞

の
上

に
付

い
て
、

勇
猛
、
無
慈
悲

、
異
形
、
巨

大

な
ど

の
意
を
表

わ

す
」
(
『
日
本

国
語

大
辞

典
』
)

と

い
う

の
も
あ

り
、

こ
れ
ら

の

「
鬼

1

」
が
和
習

と
非
難
さ
れ

る

の
で
あ
る
。

し

か
し
、
唐
、
岑
参

の
詩
句

「崢
蠑

た

る
こ
と
鬼

工

の
如

し
」

中

の

「鬼

工
」
、

宋
、
銭
希

白

『南

部

新
書
』

の

「白
居

易

は
人
才

の
絶

た
り
、
李
賀

は
鬼

才

の
絶

た
り
」

の

「
鬼
才
」

な
ど

に
お
け

る

「
鬼
」

は

「
人
間

わ
ざ

を

こ
え

た
す

ぐ
れ
た

は
た
ら
き

の
形

容
」

と
し
て
中
国

で
も
用

い
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
注

目

し
た

い
。

次

に
、

「鬼

」

に
類
す

る
語

に

「
悪
」
が
あ

る
。

こ
れ

の
中
国

で
の
字
義

は

「
善

・
美
」

の
対
義

語

と
し
て

の

「
わ

る
い
」

で
あ

る
。

日
本

で
は

こ
の
意
味

以
外

に

「
人
名
あ

る

い
は
そ

れ
に
準

ず

る
語

に

つ
い
て
、
そ

の
人
が
抜
群

の
能
力
、

気

力
、
体
力
を
持

っ
て

い
て
恐

る
べ
き

で
あ
る

こ
と

を
表
わ
す
」

(同
前
)
が

あ

る
。

『保

元
物

語
』

に
、

左

大
臣
頼
長
を

「錐
徹

に
お

は
し
ま
し
け
れ
ば

、
悪

左

の
お
と
ど
と

そ
申

す
」

と
あ

る
な
ど
、

『平

家
物

語
』

『太
平

記
』
な

ど

に
も

み
ら

れ

る

「
悪

ー

」

と

い
う
用

い
方

で
あ
る
。

一50一



『
日
本
外
史
』

に
お
け

る

「
悪

ー

」

に
は
次

の
よ

う
な
も

の
が
あ

る
。

○

「
頼
朝

の
長
兄
義

平
、
鎌
倉

に
在

り
。

嘗

て
其

の

叔
父
義
賢

と
隙
あ

り
、
大
蔵

に
戦

っ
て
こ
れ
を
斬

る
。
人
呼

ん
で
悪

源
太
と

日
ふ
」

○
新

田
義
貞

の
陪

臣
、
為
頼

に

つ
い
て
、
「
僕
、
悪

八
郎
、
欠
屑

に
し
て
力
あ
り
」

○
足

利

尊

氏

が

そ

の
臣
、
土

岐

頼

氏

と

の
会

話

「
『
悪
源
太
も

し
在

ら
ぽ

、

こ
れ

を
拒

ぐ

に
於

て
何

か
在
ら

ん
』

と
。
悪

源
太
と

は
、
其

の
子
頼
直
な

り
」

以
上

の
例
を

み
る
に
、
義
平
を

「悪
源

太
」
と
呼

ぶ

に

つ
い

て

は
、
叔

父

を

殺

害

し

た

こ

と

か
ら

「悪
」

を
付
け

る
と

い
う
考

え
方

も
あ

る
が
、

他

の

二
例

に
つ
い
て
は
和

習
と

い
え

る
も

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
れ
よ
り
前

、
足
利
時
代

の
儒
僧
、
桃

源
瑞

仙

(
=
二
四
〇
f
八
九
)

は
、
中

国
古
典

『史

記
』

の
中

に
も

日
本
的

な
字
義
が
あ

る
と
考
え

て
い

た

の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

『史

記
』
酷
吏
列
伝

、
王
温
舒

・
閻
奉

に
つ
い
て
の

項

に

「
閻
奉
以
悪
用
矣
」

と

い
う
句
が
あ

り
、

こ
れ

は

一
般

に

「
閻
奉

は
そ

の
悪
辣
さ

の
た
め

に
任
用
さ

れ
た
」
と
解
釈

さ
れ
て

い
る
が
、
桃
源

の
著

『
史
記

テ

ヲ

ラ
ル

抄

』

に

は

「
閻

奉

以

レ
悪

用

矣

ト

ハ
、

温

舒

至

悪

ト

云

タ

リ

ナ

ン
ト

ス

ル

ハ
、

ッ

ヨ
ク
、

ア

ラ

ウ
、

ツ

ベ

ラ
シ
イ
者

ヲ
云

ソ
。
悪
五
郎
、
悪
源

太

ナ
ン
ト
X
、

日
本

二
云
様

ニ
ソ
」

と
あ

る
。

こ
れ
は
閻
奉

は

(残

酷

非
情
な
官
吏

に
は
ち
が

い
な

い
が
)
苛

酷
さ
と

と

も

に

「
恐

る
べ
き
抜

群

の
能
力
を
有

し
て

い
た
」
も

の
と
し

て
、
桃
源

は

「
閻
奉

は
そ

の
辣
腕

を
か
わ

れ

て
任

用
さ
れ

た
」

と

の
意

に
と

っ
た

の
で
は
な

か
ろ

う
か
。

以
上

「鬼

ー

」
「
悪

ー

」

の
二
例

で

は
あ

る

が

、

こ
の
よ
う

に

『
日
本
外
史
』

に
お
け
る
和
習

と

い
わ
れ

る
も

の
を
み
る
と
、
山
陽
自

ら
が

「
邦
俗

ノ

語

ノ
如

キ

ハ
、
却

ッ
テ
直

用

シ
テ
本
色

ヲ
見

ル

ニ
足

ル
モ
ノ
ア
リ
」

と
言

っ
て
い
る
の
も

け

っ
し

て
牽
強

付
会

で
は
な

い
だ

ろ
う
。

そ
し

て
清
朝

の
学

者
、
譚
献
が
、

そ

の

『
復
堂

日

記
』

の
な

か
で

『
日
本
外
史
』

に

つ
い
て
、
「
頼
襄
、

中
書

ヲ
読

ミ
、
左
伝

ト
史
記

二
規
華

ス
ル

ニ
意

ア
リ
。

虎
賁

中
郎

ナ
リ
ト
雖

モ
、
前
呪

ノ
王
元
美

一
流

ノ
上

二
在

ル

ニ
似

タ
リ
」

(吉

川
幸
次
郎

『漢

文

の
話
』
)

と
激
賞
し

て
い
る
こ
と
も
、
徳
富
蘇
峰
が

「
蓋

し
山

陽

の
文

の
日
本
化

し
た
と
云

ふ
は
、
全

く
漢
文

の
テ

ク

ニ
ッ
ク
を
心
得
、

そ
れ

に
練
熟

し
、

而
し

て
そ

れ

に
止
ま
ら
ず
、
更

に
漢
文

の
テ
ク

ニ
ッ
ク

に
遵
拠

し

て
、
而
も
能
く

そ
れ
を
日
本
化

し
た

の
で
あ

る
。
語

を
換

へ
て
云

へ
ぽ

、
和
習

一
変

し
て
漢

習
と
な
り
、

漢
習

一
変

し

て
更

に
所

謂

る
山
陽

の
日
本

化

と

な

る
L

と
評

し
た

の
も
過
褒

で
は
な

い
だ
ろ
う
。

O
O

O

『
日
本
外
史
』
が
広

く
愛
読
さ
れ

た
理
由

に
は
、
各

所

に
挿
話
を
も

り
こ
ん
だ
親

し
み
や
す

い
内
容
と
、

詩

人
と
し

て
の
山
陽

の
天
分
が

よ
く
発
揮

さ
れ

た
、

す
ぐ
れ

た
文
章

で
あ

る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。

し
か
し
、
山
陽

に
も
乗
り

こ
え

る
こ
と
が
出
来
な

か

っ
た

の
が
和
歌

な
ど

の
漢
訳

(漢
詩
化
)

で
あ

る
。

そ
れ
を

は
じ

め
か
ら
断
念
し

て
い
た
か
否
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
全
く
念

頭

に
な

か

っ
た
と
は
考
え

に
く

い
。そ

れ

は
、
織

田
信

長
が
桶
狭
間
出
陣

に
際

し

て
謡

っ
た
と

い
わ

れ
る
幸
若

舞
曲

「
敦
盛
」

の

一
節

「
人

間

五
十
年
け

て
む

の
内

を
く
ら
ぶ

れ
ば

夢
ま
ほ

ろ
し

の
こ
と
く
な

り
。

一
度

生
を
う
け

め

つ
せ
ぬ
者

の
あ

る

へ
き

か
」
を
次

の
よ
う

に
漢
訳

し
て

い
る
か
ら

で

あ

る
。
原
文

の
意

を
尽
く
し

て
い
る
と
は
言
え
な

い

が

、
押
韻
も

し
て

い
る
。

人
生

五
十
年

乃
如
夢
与
幻

有
生
斯
有
死

壮

士
将
何
恨

挿

話

に
は
和
歌
が
重

要
な
役
割

を
果

た
す
場
合
が

あ

る
。
も

し
そ

の
漢

訳
が
可
能

で
あ

っ
た
な
ら
ば
、

『
日
本
外
史

』

に
は
も

っ
と
深

み

の
あ

る
内
容

や
、

活

き
活
き
と

し
た
場
面
を
描
き
出

せ
た
と
思
わ
れ

る
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箇
所
が

い
く

つ
か
あ

る
。

二
、

三

の
例
を
挙
げ

る
。

o
平
忠
度

は
平
家
西
走

の
途
中

、
京
都

に
引
き
返

し

師

の
藤

原
俊

成

に
詠
草

一
巻

を
托
し

た
。
俊
成

は

勅
勘

の
身

で
あ

る
忠
度

の
名

を

は
ば

か

っ
て
読

人

知

ら
ず

と
し
、
そ

の

一
首

「
さ
ざ
な

み
や
志
賀

の

都

は
あ

れ

に
し
を
む

か
し
な
が
ら

の
山
ざ

く
ら
か

な
」

を

『
千
載
和
歌
集
』

に
入
れ

た
。

ま
た
平
行

盛

の
歌

「
流
れ

て
も
名

だ

に
も
と
ま

れ
行

く
水

の

あ

は
れ
は

か
な
き
身

は
消

え
ぬ
と
も
」

を
藤

原
定

家

は

『
新
勅
撰
和
歌
集
』

に
入
れ

た
こ
と
は

『
源

平

盛
衰

記
』

に
詳

し

い
。

『
日
本

外
史
』

に
も

忠

度

と
俊

成

の
有
様

は
簡
潔

に
描
写
さ

れ
て

い
る
が
、

二
首
は
漢
訳
さ
れ

て
お
ら
ず
、

た
だ

「俊

成

・
定

家

、
後

に
並

に
撰
集

し
、

二
人

の
作

る
所

を
収
む

と
云
ふ
」
と

の
み
あ

る
。

こ
れ

で
は
俊
成
が

な
ぜ

詠
草

の
う

ち
か
ら

「
さ
ざ

な
み
や
」

の

一
首

を
撰

ん
だ

の
か
、

ま
た
忠

度
が
そ

の
歌

に
寄

せ
た
思

い
を
知

る
こ
と

は
で
き
な

い
。
行

盛

に

つ
い
て
も
同

じ

で
あ

る
。

○
静
御
前

は
鎌
倉
鶴

岡
八
幡
宮
、
源
頼
朝

の
前

で
舞

い
歌
う
。

そ

の
時

、
静
御
前

は

「
よ
し
野
山

み
ね

の
し
ら
雪

ふ
み
分
け

て
い
り
に
し
人

の
あ
と

そ
こ

ひ
し
き
」

「
し
つ

や
し
づ
賤

の
を
た

ま
き

く
り
返

し
昔

を
今

に
な
す
よ
し
も

か
な
」

の
二
首
を
歌

い
、

頼
朝

の
逆
鱗

に
触
れ

た
こ
と
は

『
吾
妻
鏡
』

に
あ

る
。

こ

の
場
面
を

『
日
本
外

史
』

で
は

「静

、
衣

を
整

へ
て
進

み
、
離
別

の
曲

を
唱

へ
、

ま
た
歌
を

作

っ
て
義

経
を
慕

ふ
の
意

を
言
ふ
。
衆
、
皆
泣

を

垂

る
。
頼

朝
、
色
を
変

じ
て
曰
く
、
賤
婢

、
肯

て

我

を
頌

せ
ず

し

て
、
敢

て
乱

人

を
慕

ふ
、

と
。
」

と
し
て

い
る
。

こ

の
場
合

で
、
最
も
重
要

な
役
割
を
演

じ
て

い
る

も

の

の

一
つ
は
義
経
を
慕

っ
て
作
ら
れ

た

二
首

で
あ

る
が

、
「
義
経

を
慕

ふ

の
意

を
言

ふ
」

で
は
静
御

前

の
哀
感

も
伝
わ
ら
ず
盛

り
上
が
り

に
欠

け
る
と
言
わ

ざ

る
を
え
な

い
。

ま
た
頼
朝

が
激
怒

し
た
理
由
も
判

然

と
し
な

い
。

○
楠
木

正
行

は
足
利
勢

と

の
決
死

の
戦

い
に
出
陣

の

折
、
吉

野
、
如
意
輪
堂

の
壁
板

に
族
党

の
姓

名
を
書

き
連

ね
、
最
後

に

「返

ら
じ
と
兼
ね

て
思

へ
ば
梓
弓

な
き
数

に
い
る
名

を
ぞ

と
ど
む

る
」

と

の

一
首
を
書

き

留

め
た

こ
と

は

『太

平
記
』

に
あ

る
が
、

『
日
本

外

史
』

に
は

「
後
醍
醐

帝

の
廟

に
辞
訣

し
、
族
党
百

三
十
四
人

の
姓
名

を
廟

壁

に
題

し
、
然

る
後

、
途

に

上

る
」
と

の
み
あ

り
、
歌

に

つ
い
て
は
全
く
触
れ

て

い
な

い
。

こ

の
正
行

の
和

歌
は
如
意
輪
堂

の
壁
板
と
と
も

に

現
存
し

て
い
る
が

、
定
説

で
は
史
実

で
な

い
と

さ
れ

て
い
る
。

し
か
し
史
料

に
対

し
て
杜

撰

で
あ

る
と

い

わ
れ

る
山
陽
が

そ
れ
が
虚
構

で
あ

る
か
ら
除

い
た
と

は
思

え
な

い
。
正
行

に
と

っ
て
最

大

の
劇
的

な
場

の

一
つ
を
漢
文

に
直
し
な
が

ら
も
、

こ
こ
で
は
和

歌

の

漢
詩
化

は
全
く
あ
き
ら

め
て

い
る
よ
う
だ
。

前

に
述

べ
た

よ
う

に
、

山
陽

は
和
歌
な
ど

を
漢
詩

に
直
す

こ
と

に
全
く
無
関

心
で

は
な

か

っ
た
ろ
う
が
、

修
辞
上

の
技
巧

の
異

な
る
も

の
の
漢
詩
化

は
不
可
能

に
近

い
と
思

っ
た
に
ち
が

い
な

い
。
和
歌

を
散

文

に

翻
案

す
る

こ
と

は
安
易

で
あ

っ
た
ろ
う
が
、
詩

情

に

と
ぼ

し

い
も

の
に
す

る
こ
と

に
は
詩
人

と
し

て
の
山

陽
が
自

ら
を
許
さ
な

か

っ
た

の
で
は
な

い
か
。

さ
ら

に
詠

わ
れ

て
い
る
和
歌

の
内
奥

に
迫

れ
ぽ
迫

る
ほ
ど

そ

の
漢

詩
化

の
困
難

に
直

面
し
、

不
可
能

で
あ
る
と

感

じ
た

で
あ
ろ
う
。
あ

と

に
残
さ
れ

た
方
法

は
除
外

す

る
こ
と
だ
け

で
あ

っ
た
。

こ

こ
に
も
言
葉

の
異
な

る
も

の
が
、
思

い
を
伝
え

あ

う

こ
と

の
限
界

を
み
る

こ
と
が

で
き

る
。
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