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或
る

英
文
學
者
へ

の

直
言

ー
宮
崎
芳
三

著
『

太
卒
洋
戰
爭
と
英
文
學
者
』

に

寄
せ
て

ー

　
　
　
　

　
　

和
田

正

美

　

日

本
に

お

け

る

歐
米
の

文
化
や

文
學
の

研
究
家
が

過

ぐ

る

大
戰
の

間
に

何
を

考
へ

、

何
を

言
つ

た

の

か

知
り

た

い

と

思

ふ

こ

と

が

よ

く

あ
つ

た
。

何
も

彼
等
の

戰
時
中
の

言
論
に

戰
後
の

言
論
を

つ

き

あ

は

せ

て
、

そ

こ

に

見

ら

れ

る

矛
盾
不
一

致
を

咎
め

立

て

し

よ・
う、

と

の

魂
瞻
か

ら

さ

う
思
つ

た

の

で

は

な

い
。

た

し

か

に

彼
等
の

多
く

が

戰
後
に

な

つ

て

そ

の

態
度
を

變
へ

た

こ

と

は

思

想、

言

論
の
一

貫
性
と

い

ふ

観
點
か

ら

問
題
覗
す
べ

き

で

あ

ら

う
が
、

さ

う
い

ふ

こ

と

よ

り

は、

歐
米
の
、

そ

れ

も

特
に

當
時
日

本
と

交
戰
状
態
に

あ
つ

た

國
々

の

文

化
や

文
學
の

研
究
に

携
は

る

こ

と

は

研

究
家
に

微
妙
な

立

場
を

強
ひ

た

筈
で

あ

り、

そ

の

立

場
よ

り

す

る

發
言
を

檢
證
す
る

こ

と

は

人

間
に

關
し

て

或
は

研
究
の

姿
に

關
し

て

何
か

を

啓
示

す

る

だ

ら

う

と

考
へ

た

の

で

あ

る
。

　

最
近
讀
む

機
會
を

得
た

『

太
季
洋
戰
爭
と

英
文
學
者
』

は

表
題

が

示
す
通
り、

私

の

年
來
の

「

問
題
意

識．」

に

觸
れ

る

も

の

で

あ

り、

以
下
に

こ

の

本
へ

の

批
評
を

試

み

る

こ

と

に

す
る

が、

最
初
に

書
い

て

し

ま

ふ

と、

こ

れ

は

ま
こ

と

に

示

唆
的
な、

興
味
深
い

本
で

あ

る

と

は

い

ふ

も

の

の、

讀
後
の

印
象
と

し

て

私
の

中
に

物
足

り

な

或
る

英
文
學

者
へ
の

直

言

和
田

正

美

＊

言
語
文
化
學
科

　
教
授

　
日

歐
近
代
文

學

さ

と

割
切

れ

な

さ

が

殘
つ

て

ゐ

る

こ

と

は

否
め

な

い
。

こ

の

心

持
の

據
つ

て

來
る

所

は

拙
論
の

展

開
が

自
ら

明
ら

か

に

す

る

で

あ

ら

う
。

　
著
者
の

宮
崎
芳
三

氏
が

圭
に

取
上

げ

て

ゐ

る

の

は

福
原
麟
太

郎、

大
和
資
雄、

中

野
好
夫、

壽
岳
文
章、

齋
藤
勇

ど

い

つ

た

人
々

で

あ

る

が
、

こ

の

中
で

は

大

和
資
雄

に

最
も

多
く

の

頁
が

割
か

れ

て

ゐ

る

の

で
、

そ

れ

に

合
せ

て、

先
づ

最

初
に、

大

和

が

ど

う
扱
は

れ

て

ゐ

る

か

を

見

る

こ

と

に

し

た

い
。

　
大

和
資
雄
は

昭
和
十

七

年
三

月

に

『

英
文
學
の

話
』

と
い

ふ

本
を

著
し

た

と
の

こ

と

で

あ

る
。

い

ふ

ま

で

も

な

く

昭

和
十
七

年
三

月
は

太
季
洋
戰
爭

−
私
は
こ

の

戰

爭
を

大
東
亞
戰
爭
と

呼
ぶ

こ

と

に

し

て

ゐ

る

が

こ

こ

で

は

宮
崎
氏
の

語
法
に

從
つ

て

お

く

ー
の

初
期
で

あ

り、

大
和
は

明

治
三

十
一

年
の

生

れ

だ

か

ら、

こ

の

時
の

滿

年
齢
は

四

十

三

四

歳
で

あ

つ

た

ら

う。

こ

の

む

つ

か

し

い

時

期
に

刊
行

さ

れ

た

『

英

文
學
の

話
』

の

「

序
」

の

中
に

は
、

大

き

い

活
字
で、
「

屠

れ

米

英
わ

れ

ら

の

敵

だ

！

／

分
捕
れ

沙
翁
も

わ

が

も

の

だ

！
」

と

印
刷
さ

れ

て

ゐ

る

さ

う

で

あ

る
。

そ

し

て

こ

の

本
は

英
文
學
に

つ

い

て

書
い

た

も

の

で

あ

る

と

い

ふ

の

に
、

崇
紳
天

皇

以
下、

天

皇

の

名
が

頻

繁
に

出
て

來
る

風
變
り

な

も

の

で

あ

る

ら

し

い
。

「

序
」

に

つ

づ

く

「

几

例
」

に

よ

れ

ば、
「

本
書
は

日

本
的
立

場
か

ら

英
文
學
を

見
」

る

と
い

ふ

「

前
入

未
踏
の

境
地
を

拓
」

い

た

も

の

な

の

だ
つ

た
。

　

自
分
の

著
作
を

「

前
人

未
踏
」

と

評
す
る
こ

と

は

驚
き

で

あ

る

が、

こ

の

本
に

對

す
る

宮
崎
氏
の

辛
口

の

批
評
は

読
得
的

で

あ

り、

こ

れ

を

讀
ん

で

ゐ

な
い

私
も、

氏

の

言
ふ

通
り

な

の

だ

ら

う
と

思

は

せ

ら

れ

た
。

大

和
が

天

皇

の

名
を

何
度
も

記
し

た

こ

と

は

彼
の

皇
室
尊
崇
の

念
の

深
さ

を

表
す

も

の

で

は

な

く、

そ

れ

は

年
表
對
照
の

た

め

の

目

印
に

過

ぎ

な

い

と

宮
崎
氏

は

喝
破
し

て

ゐ

る
。

た

し

か

に

こ

う

考
へ

れ

ば

天

皇

の

名
が

途
中
で

本
文
か

ら

脚
注
に

ず
り

落
ち、

し

か

も

そ

の

後、
「

ジ

ョ

オ

ジ

一

世
の

代、

わ

が

中
御
門
天

皇
の

亨
保
四

年
」

を

以
て

姿
を

淌
す
不

思

議
さ

は

理

解

出
來
よ

う

と

い

ふ

も

の

で

あ

る
。

宮
崎
氏

に

よ

れ

ば、
「

年
表
對
照
と

い

う
機
械
的49
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明
星
大

学
研

究
紀

要
〔
目

本
文
化
学
科

誌、
篭
…

文

化
学
科
】

第
八

号

　．一
〇

〇

〇
年

作
業
は、

誰
で

も

少

し

や
っ

て

い

れ

ば

飽
き

て

し

ま

う
」

の

だ

が
、

い

く

ら

さ

う

で

あ
つ

て

も、
「

年
表
對
照
の

目

印
と

し

て

で

あ

れ、

た

め

ら
い

も

な

く

天

皇
の

名
を

日

に

し、

く

り

返

し

て

名
を

よ

ぶ

う
ち

に

飽
き

て

き

て

し

ま

い

に

プ

ツ

ン

と
口

に

し

な

く

な
る

」

手

輕
さ

は

問
題
だ

と
い

ふ

宮

崎
氏
の

指
摘
を

私
逹
は

大

和
一

人
へ

の

批

判
と

し

て

で

は

な

く

受
け

止

め

る

べ

き

で

あ

ら

う
。

何
故
な

ら

こ

こ

で

は

明
ら

か

に

日

本
人

の

性
格
の

負
の
一

面
が

取
沙
汰
さ

れ

て

ゐ

る

か

ら

で

あ

る
。

　

實
際、

大
和
資
雄
と

い

ふ

人
は、

宮
崎
氏
の

文
を

通

し

て

接
す
る

だ

け
の

私
に

も
、

奇
妙
に

日

本

的

な

性
格
の

持
主
に

見

え

る
。

（

そ

れ

だ

け

に

私
は

大
和
が

膾
み

切

れ

な
い

。

）

た

と

へ

ば

か

う
い

ふ

こ

と

も

あ

る
。

　

す

で

に

述
べ

た

通
り、
『

英

文
學
の

話
』

の

｛

序
L

に

は、
「

屠

れ

米
英
わ

れ

ら

の

敵
だ
」

云

々

と

い

ふ

威
勢
の

い

い

言

葉
が

書
き

つ

け

て

あ

る

が、

大

和
は

本
文
の

終

り

の

方
で

も、

イ

ギ

リ

ス

と

ア

メ

リ

カ

の

蒂
國
主

義
的
ア

ジ

ア

支
配

を

な

じ

つ

て、

そ

れ

に

抗
す
べ

く
立

ち

上
つ

た

日

本
の

立

場
の

正

常
性
を

訴
へ

て

ゐ

る

と
い

ふ
。

と

こ

ろ

が

本
文
の

そ

れ

以

外
の

箇
所
で

は

案
外
イ

ギ

リ

ス

寄
り

の

記

述
が

多
い

こ

と

を

宮
崎
氏
は

指
摘
し

て

ゐ

る
。

そ

の
一

例
を

擧
げ

る

と、

大

和
は

イ

ギ

リ

ス

の

「

イ

ン

ド

蠶
食
」

を

非
難
し

た
か

と

思

ふ

と、

す

ぐ
さ

ま、
　…

八

五

七

年
の

イ
ン

ド

の

「

叛

亂
」

に

話
を

移
し

て、
「

コ

オ

ン

ボ

ア

で

は

英
兵
五

百

に

英

人

婦
女

子

五

百

が

印
度

兵

に

圍

ま

れ

て

籠
城
し

た

後、

印
度
軍
が

休
戰
を

申
出
た

の

で、

う

か

と

信
じ

て

撤

退

す
る

途

中
、

渡
船
場
で

だ

ま

し

討
に

あ

つ

て、

四

人
の

ほ

か

全

部
鏖
殺
さ

れ

た
」

と

記
し

た
。

こ

の

文
の

中
の

「

だ

ま

し

討
」…

に

し

ろ、

皆
殺
し

を一
意

味
す

る

「

鏖

殺
」

に

し

ろ、

イ

ギ

リ
ス

側
に

同

情
す

る

言
辭
に

他
な

ら

ず、

宮

崎
氏
が

乙

こ

に

見

ら

れ

る

前
後
撞
着
に

目

を

つ

け

て
、

大
和
は

卑
怯
な

や

り

方
が

嫌
ひ

で

あ

り、

血

を

見

る

こ

と

に

は

耐
へ

ら

れ

な
か

つ

た

の

だ

ら

う

と

推
察
し

て

ゐ

る
こ

と

は

正

し

い

と

思

ふ
。

宮
崎
氏
が

大

和
の

「

心

の

地
」

の
一

面

を、
呂，
積
極
的
な

元

氣
の

よ

い

心

が

も
つ
、

傷
つ

き

や

す

さ
」

と

評
し

た

二

と

は

秀
拔
な

見

解
で

あ

る
。

二

二

に

も

日

本

5G

的
な、

餘
り

に

日

本
的
な

精
神
が

あ

る

と

諱
へ

よ

う
。

　

そ

し

て

宮

崎
氏

に

よ

れ

ば

大

和
が

戰
後
の

昭

和
二

圭
三

年

に

出
版
し

た

『

英
文
寧

史
（
新
版）
』

は

昭

和
十

七

年
の

『

英
文
學
の

話
』

の

燒
直
し

で

し

か

な

く、

も

と

よ

り

米

英
を

非
難
す

る

語

句
は

省
か

れ

て

ゐ

る

が、

天

皇

の

名
ま

で

そ
の

ま

ま

出
て

來
る

の

だ
煮、
う

で

あ

る
。

こ

れ

は

驚
く
べ

き

こ

と

と

言
は

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

。

昭

和
f
七

年
と

昭

和
二

十
三

年
で

は

状
泯
が

天
と

地

ほ

ど

に

も

違
つ

て

ゐ

て、

同

じ

本

が

著
せ

る

筈
は

な

い

か

ら
で

あ

る。

　

宮
崎
氏

は

結
論
と

し

て

大
和

に

は

特
定
の

立

場
が

あ

る

や

う

に

見
え

て

實

は

な

か

つ

た、

彼
の

H
本
的
立

場
な

る

も

の

は

付
焼
刄

に

過
ぎ

な
い
、

彼

に

は

思

想
は

な

か

つ

た
の

だ

と

決
め
つ

け
て

ゐ

る
。

大
和
資
雄
の

無

思
想。

そ

し
て

彼

に

よ

く

象
黴
さ

れ

る

日

本
の

英
文
學
者
の

無
思
想。

こ

の

『

太
翠

洋
戰
爭
と

英
文
學
者
』

の

力
點

は

そ

れ

を

あ

ば

く
こ

と
の

上

に

置
か

れ

て

ゐ

る

が、

本
書
か

ら

感
じ

ら
れ

る

大

き

な

疑

問

は

他
な

ら

ぬ

こ

の

こ

と

に

か

か

は
つ

て

ゐ

る
。

そ

れ

で

は

著
者
の

宮

崎
芳

三

氏

に

は

ど

ん

な

思

想
が

あ

る

の

か
、

こ

の

本
は

讚
者
に

そ

れ

を

過
不

足

な

く

傳
へ

て

ゐ

る

で

あ

ら

う
か
、

と

言
つ

た

疑
問

が

そ

れ

で

あ

る
。

　

し
か

し

そ

の

問
題

を

吟
味
す

る

前
に

も

う

少

し

宮
崎
氏
の

主

張
の

跡

を

た

つ

ね

る

こ

と

に

し

た
い

。

　

　

　

ー
◇
−

ー
◇

ー

　

大

和
資
雄
の

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

を

生

み

山
し

た

の

は、

市
川
三

喜
と

齋
鞍
勇

に

よ

つ

て

代
表
さ

れ

る

ア

カ

デ

ミ

ッ

ク

な

英
語
英
文
學
の

研

究

が

日

本
人

と

し

て

の

立

場

を

反

映
し

な

い

無
圏
籍
に

傾
い

た

こ

と

で

も

あ
つ

た

ら

う

と

宮
崎
芳
∴一
氏

は

述
べ

て

ゐ

る
。

そ

こ

で

そ
の

齋…
藤
勇
で

あ

る

が、

宮
崎
氏

は

こ

の

碩

學
の

圭

著
『

イ

ギ

リ

ス

文
學
史
』

（
昭
和

三

十
二

年
版

。

昭

和
二

年
の

初

版
の

表
題

は

『

思

潮
を

中
心

と

せ

る

英

文
學
史
』
）

を

檢
討
し

て
、

今

度
も、

大

和

を

解
剖

す

る

こ

と

の

中
で

見

せ

た

手

腕
を

發

揮
し

；、
も
つ

と

も

齋
藤
論
は

大

和
論
よ

り

ず
つ

と

短

い

が
−

ー
齋
藤
を

N 工工
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以
て

自
分
を

見
失
つ

た

學
者
だ

と

斷
じ

て

ゐ

る
。

宮
崎
氏
に

よ

れ

ば

學
者
の

自
我
は、

學
問
の

圍
ひ

の

中
で

勉
強
に

い

そ

し

む
部
分
と

世
間
で

普
通
に

生

活
す

る

部
分

に

分

け

ら

れ

る

が、

こ

の

二

つ

の

折
合
ぴ

を
つ

け
る

の

は

容
易
な
こ

と

で

は

な

く、

そ

れ

だ

け

に

か

へ

つ

て

彼
の

研
究
に

は

兩

者
の

緊
張
關
係
が

表
れ

て

ゐ

な
け
れ

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る
。

こ

れ

は

爰
當
な

見
解
と

言
つ

て

よ

か

ら

う
。

と
こ

ろ

が

齋
藤
の

本
の

何
處
か

ら

も

そ

の

緊
張
は

感
じ

ら

れ

な

い
、

彼
は

自
分
か

ら

切

り

離
さ

れ

て

ゐ

る、

勤
勉
な

だ

け

だ

と

宮
崎
氏
は

論
難
し

て

ゐ

る
。

そ

の

意
味
で

の

勤
勉
さ

は

齋
藤
だ

け

の

も

の

で

は

な

く、

彼
を

御
手
本
に

し

た

英
語
教
師
と

英
文
學
者
の

通
弊
な
の

だ

と

宮
崎
氏
が

歎
く

時、

こ

れ

は

私
の

青
年
時
代
以

來
の

印

象
、

『

あ

の

人

逹
は

思

想
と

感
覺
に

お

け

る

自
己
不

在
を、

重
箱
の

隅
を

つ

つ

く

や

う

な

研
究
に

よ
つ

て

ご

ま

か

し

て

ゐ

る

だ

け

だ
』

と

い

ふ

印
象
に
一

致
す

る

や

う
に

感
じ

ら

れ

て

痛
快
で

あ

る
。

　

宮
崎
氏
は

結
論
と

し

て

齋
藤
を

「

思

想
以

前
」

と

評
し

て

ゐ

る
。

氏
に

と
つ

て

は

大

和
資
雄
も

齋
藤
勇

も

無
思
想
の

徒
で

し

か

な

か

つ

た。

が
、

こ

こ

に

問
題
が

生

ず

る
。

私
が
一

度
は

見
せ

な

が

ら、

再
び

伏
せ

た

問
題
で

あ

る
。

文
學
の

研

究
家
に

そ

れ

ほ

ど

「

思

想
」

を

要
請
す
る

宮
崎
氏
は

果
し

て

ど

ん

な

思

想
を

保
持
し

て

ゐ

る

の

か
。

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　ヘ
　
　

ヘ
　
　ヒ

　

そ

こ

の

と

こ

ろ

が

よ

く

わ

か

ら

な

い

の

で

あ

る
。

深
遠
な

思
想
と
い

ふ

が

如
き

も

の

の

こ

と

を

考
へ

て

ゐ

る

わ

け

で

は

な

い
。

宮
崎
氏

も、

思
想
と

は、
「

自
分
の

し

て

い

る

こ

と

を

意
味
づ

け

る
一

定
の

見
方
を

も

つ

こ

と

で

あ

る
」

と

言
つ

て

ゐ

る

が、

そ

の

通

り

で

あ

ら

う
。

そ

の

「

見
方
」

は

必

ず
や

そ

の

人

の

生

き

方

に

轉
化
す

る
。

し

か

し

英

文
學
者
の

場
合
に

は

そ
の

見
方、

生
き

方
は

彼
が

取
組
む

英
文
學
を

核
に

し

て

形
成

さ

れ

る

よ

り

他
は

な

い
。

そ

の

正

し

さ

は

彼
が

英
文
學
の

中
か

ら
つ

か

み

取
つ

た

何
等
か

の

精
紳
に

よ
つ

て

の

み

よ

く

保
證
さ

れ

る
。

宮
崎
氏
は

英
文
學
者
で

あ

る

が
、

こ

の

本
か

ら

は

さ

う
い

つ

た

趣
き

が

感
じ

ら

れ

な

い

の

だ
。

暴
言

に

近

い

こ

と

を

承
知
の

上

で

言

は

せ

て

貰
へ

ば、

こ

れ

は

英
文
學
者
で

な

く

て

も
、

日

本
の

或
る

英
文
學
者
へ
の

直
言

和
田
正

美

英
文
學
研
究
の

動
向
に

通

じ

て

ゐ

る

人

な

ら

書
け

る

本
で

あ

る。

　
宮
崎
氏
の

英
文
學
者
批
到
は

犀
利
で

あ

る

し、

決
し

て

的

外

れ

で

は

な
い

の

だ

が、

右
に

述
べ

た

や

う

な

裏
付
け

を

缺
い

て

ゐ

る

と

こ

ろ

か

ら、

そ

れ

が

當
然

備
へ

る

べ

き

重

量
に

は

逹
し

て

ゐ

な

い

や

う

に

見
え

る
。

こ

の

ま

ま

で

は

同

業
者
仲
間
の

思

想

的
不
徳
を

あ

ば

い

て

見
せ

た

に

過

ぎ

な．
い

と

ま

で

は

言
へ

な

い

に

し

て

も、

そ

の

告

發
を

逋

し

て
、

そ

れ

を

超
え

た

と
こ

ろ

に

輝
き

出
て

欲
し

い

宮
崎
氏
自
身
の

思

想
は

偲
ば

れ

な

い

の

で

あ

る
。

中
野

好
夫
が

昭
和
十
七

年
十
月
か

ら

十
八

年
二

月
に

掛
け

て

發

表
し

た

論
文
「

直
言
す

る
」

を

宮
崎
氏
は

高
く

評
價
し

な

が

ら

も
、

一

方
で

は、

「

身
近
な

問
題

を

論
じ

る

と

き、

そ
の

問
題
の

う

し

ろ

に

そ

び

え

る

よ

う
に

立

ち

は

゜

だ

か

る

大
状
況
と

し

て

の

戰
爭
に

ま

で

議
論
が

及

ぶ、

と
い

う
こ

と

が

な

か

っ

た

の

は

な

ぜ

だ

ろ

う
」

と

い

ぶ

か

つ

て

ゐ

る

が、

覗
點
を

少
し

ず
ら

し

て

考
へ

れ

ば

宮
崎

氏
に

し

て

も

似
た

り

寄
つ

た

り

だ

と

い

ふ

感
想
を

禁
じ

得
な

い
。

そ

も

そ

も

宮
崎
氏

は

英
文
學
の

何
に

共

感
し
、

何
に

反
撥
す
る

と
こ

ろ
か

ら、

そ

の

思
想
を、

す
な

は

ち

人
間

と

し

て

の

生

き

方
を

身
に

つ

け

た

の

で

あ

ら

う
か

。

　

前
者
の

「

共
感
」

は

さ

つ

ぱ

り

わ

か

ら

な

い

が
、

後
者
の

「

反
撥
」

に

つ

い

て

言

へ

ば、

宮
崎
氏
が

シ

エ

イ

ク
ス

ピ

ア

に、

そ

し

て

西

洋
の

芝

居
全

體
に

違
和
感
を

覺

え

る

と

述
べ

て

ゐ

る

こ

と

は

注
目

に

價
す

る

か

も

知

れ

な
い

。

シ

エ

イ

ク

ス

ピ

ア

そ

の

他
の

ド

ラ

マ

で

は

自
我
と

自
我
が

ぶ

つ

か

り

合
つ

て

ゐ

る

が、

日

本
人
の

世
界
に

は

そ

ん

な

に

激
し

い

自
己

圭

張
は

な
い

の

だ
か

ら、

西

洋
の

芝
居

は

う

そ
つ

ぽ

い

と

宮
崎
氏
は

言
ふ

の

で

あ

る
。

私
に

し

て

見
れ

ば
こ

れ

は

珍
妙
な

議
論
で

し

か

な
い

。

シ

エ

イ

ク

ス

ピ

ア

な

ど

の

登

場
人

物
の

自
我
と

私
逹
日

本
人

の

自
我
は

單
に

そ

の

表

れ

方
を

異
に

し

て

ゐ

る

だ

け
の

話
で

は

な

い

か
。

さ

う
で

な

け
れ

ば

…

…

し

か

し
．」

の

際、

私
の

所
見

は

ど

う
で

も

よ

い

こ

と

に

し

て

お

か

う。

問
題
は
こ

の

反
シ

エ

イ

ク

ス

ピ

ア

的
英
文
學
觀
が

論
理

の

域
に

ま

で

高
め

ら

れ

て

ゐ

る

か

否
か

で

あ

る
。

こ

の

場
合
の

「

論
理
」

は

「

思

想
」

と

同
じ

く
、

固
い

、

い

か

め

し
い

も
の

で

は

斷
じ51
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一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

明
星
大

学
研

寃
紀

要

鷺
本
文
化
学

科
・
言

語
更

化
学

瓧
第

A
号

　
OOO

年

ザ

、

な
い

。

そ

れ

は

人

間
の

自
在
な

生

き

方
に

自
ら

件
ふ

何
物
か

で

あ

る
。

宮
崎
氏
は

大

和
の

「

失

敗
…

を

国
前
に

し

て、

白
分

が

「

イ

ギ

リ

ス

の

文

學
に

つ

い

て、
『

日

本
的、
−

場
』

か

ら

書
く

と

し

た

ら
」

「

イ

ギ

リ

ス

の

文

學

作
品

を

讀
ん

で

私
が

違
和

感
を

お

ぼ

え

る

と

き
、

そ

の

小
さ

な

個
人

的
な

違
和
感
を

手

が

か

り
に
、

そ
の

感
じ

が

ど

こ

か

ら

出

て

き

た

の

か

を

考
え、

そ

の

考
え

を

の

ば

せ

る

だ

け

の

ば

し

て

み

る
一

と

言
ふ

の

だ

が、

さ

う
い

ふ

作
業
を

未
だ

文

字
化
は

し

て

ゐ

な

い

ま

で

も、

せ

め

て

氏
の

心

中
で

は

そ

れ

が

完
了
し

て

ゐ

る
、

或
は

進

行
中
で

あ

る

と

い

ふ

こ

と

を

感
じ

さ

せ

る

や

う
に

こ

の

本
を

書
い

て

く

れ

れ

ば

よ

か

つ

た

と

思
ふ

。

如
何
に

正

し

い

こ

と

で

あ
つ

て

も
、

掛
け

聲
だ

け

で

は

困
る

の

で

あ

る
。

　
　

　

ー
◇−

ー
◇

−

ー
ー

　
身
も

蓋
も

な

い

こ

と

を

書
き

始
め

た

が
、

こ

の

木
の

着
想
は

す

ぐ
れ

て

ゐ

る

の

だ

か

ら、

美
點
は

容
易

に

見

出
だ

す

こ

と

が

出
來
る

。

そ

の

中
で

最
大

の

美
點
と

思

は

れ

る

も

の

を

次

に

擧
げ

る

と、
「、
太

平
洋
戰
爭
は

わ

が

國
の

英
語
教
師、

英

文
學
者

に

と
つ

て

災
難
で

あ

っ

た、

そ

れ

も

人

災
難
で

あ
っ

た
…、

し
か

し、
「

そ

れ

は

ま

た

と

な
い

よ

い

機
會、

絶
好
の

チ

ャ

ン

ス

」

で

も

あ

つ

た

の

だ

と

宮

崎
氏

が

考
へ

る
、

そ

の

考
へ

方
こ

そ

そ

れ

で

あ

る

と

言

は

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
。

こ

れ

は

重

要

な

こ

と

な

の

で

宮
崎
氏

の

文

を

引
用
す

る

こ

と

に

し

よ

う。

こ

の

戰
爭
で、

わ

が

日

本
人

は
、

は

じ

め

て

イ

ギ

リ

ス
、

ア

メ

リ

カ

と巳
県

止

面

か

ら

向

き
合

っ

た

の

で

あ

る

ー
友
と

し

て

で

は

な

く

戰
う

べ

き

敵
と

し

て、

し

か

も

油
斷
な

ら

ぬ

強
大

な

敵
と

し

て、

で

あ

る
。

太

卒
洋
戰
爭
は
、

そ

の

戰

爭
を

好
ん

だ

軍
人
か

ら

そ

れ

を

嫌
っ

た

厭
戰
家
に

い

た

る

ま

で、

す
べ

て

の

日

本
人

に

日

本
人

と

し

て

の

自
覺
を

強
い

た
。

（

中
略
）

戦
時
下、

わ

が

英
文

學

者
が
、

イ

ギ

リ

ス
、

ア

メ

リ

カ

に

敵
と

し

て

向

き

合
わ

ね

ば

な

ら

な

く

な
っ

た

と

き、

彼
ら

は、

相
手
を

他
者
と

し

て

眞
正

面

に

置

い

て

そ

れ

を

見

す

え

る

こ

と

の

で

き

る

繦
好
の

チ

静、
ン

ス

に

惠
ま

れ

た
の

で

あ

る
。

52

彼
ら

［
日

本
の

英

文
學
者］

か

ら

見
れ

ば、

日

本

は

ま

ず

し

く

見

す

ぼ

ら

し

く、

文

畢
誌、
f
ギ

リ

ス

の

方
が

ず
っ

と
ホ

ン

モ

ノ

で
、

そ

の

よ

き

理

解
者
で

あ

る

と

白
認

す

る

彼
ら

に

と
っ

て

日

本
の

文
學
よ

り

も

イ

ギ

リ

ス

文
學
の

方
が

身

近

に

感
じ

ら

れ

も

し

た

だ

ろ

う。

そ

の

幻
想
の

よ

う
な

室
想
に

は

お

か

ま

い

な

し
に
、

戰
爭
は

彼
ら
に

自
分

は

何
者
か

を

自

覺
さ

せ

た
。

私
の

考
え

で

は
、

な

れ

あ

い

の

よ

う

な

主

客
と

け

合
っ

た

氣

分
に

醉
う
の

で

は

な

く
、

相
手

を

他
者
と

し

て

明
確
に

對
象

化

す

る

こ

と

が
、

學
問
研
究
の

AB

C
で

あ

る
。

否
が

應
で

も

そ

う
せ

ざ

る

を

え

な

い

朕
況

が

つ

く

ら

れ

た

と

い

う

扁
意

味
で
、

わ

が

英
文

學
者
に

と
っ

て、

戰
爭
は

好
機
で

あ
っ

た。

　

こ

こ

に

書
い

て

あ

る

こ

と

に

私
は

全

く

贊
成
で

あ

る
。

こ

れ

は

日

本
の

英

文

學

者

の、

と

い

ふ

よ

り

は

も
つ

と

廣
く

西

洋
學
者
の

口

か

ら

今

ま

で

聞

く

べ

く
し

て

聞

け

な

か

つ

た

言

葉
で

あ

り、

彼
等
の

多
く

が

か

う
い

ふ

自

覺

に

逹

し

得

な

か

つ

た

や

う

に

兇、
尺

る

こ

と

は

ま
．〕
と

に

不

思

議
と

言

は

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

こ

れ

ほ

ど

の

好

機
を

む

ざ

む

ざ

と

取
逃
し

て

お

き

な

が

ら、

戰
後
に

な

つ

て
、

被
害
者
的
な

態

度
だ

け

を

執
ら

う

と

す

る

連
中
の

淌
極
性、

退

嬰
性
を

指
彈
す
る

宮
崎
氏
の

姿
勢
は

た

し

か

に

美
し
い

。

　

し

か

し

こ

の

場
合
に

も

疑
問
は

起

る
。

宮
崎
筑
自
身

は

ど

う
な

の

だ

ら

う
と

慰

は

な

い

で

は

ゐ

ら

れ

な

い
。

こ

の

本
の

奥
付
け
に

よ

れ

ば

宮
燐
氏
は

大

正

卜

四

年
の

生

れ

だ
か

ら、

戰
時
中
は

學
生

だ
つ

た

の

で

あ

ら

う
。

當
時
す

で

に

英
文
學
者
と

し

て

一

家
を

な

し

て

ゐ

た

人
々

と

宮
崎
氏
を

同
列
に

置
い

て

論
じ

る

わ

け
に

行
か

な
い

こ

と

は

事
實
で

あ

る
。

そ

れ

は

認
め

る

が、

宮
崎
氏

は

戰
後
の

祗
會
で、
「
あ
の

戰
爭

N 工工
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は

好
機
だ
っ

た
L

と

い

ふ

意
識
の

か

け

ら

す
ら

持
た

な

い

英
文
學
者
に

い

や

と

い

ふ

ほ

ど

接
し

た

筈
で

あ

り、

さ

う
い

ふ

時
に

は、
「

自
分
が

彼
等
だ

つ

た

ら

…
：・

」

と

考
へ

た

に

相
違

な

い
。

そ
の

點、

宮
崎
氏
と

て、

象
徴
的
に

は、

戰
爭
の

中
を

く

ぐ

り

拔
け
た

英
文
學
者
の
一

人
で

あ

つ

た

と

言
へ

よ

う。

そ

も

そ

も

戰
時
中
の

英
文
學

者
に

身
を

擬
す
る

こ

と

は

戰
後
生
れ

の

學
者
に

だ

つ

て

し

よ

う

と

思
へ

ば

出
來
る
こ

と

で

あ

る
。

と

す

れ

ば

宮
崎
氏
の

文
章
の

中
に

は

戰
爭
と

英
文
學
の

「

緊
張
關
係
」

−
こ

の

語
は

す
で

に

述
べ

た

齋
藤
勇

の

項
で

宮
崎
氏
自
身
が

學
問
と

世

間
の

對
比

と
い

ふ

文
胝
に

お

い

て

使
つ

て

ゐ

る

ー
よ

り

す

る、

氏
に

固
有
の

思
想、

感
覺、

生

き

方
が

見

え

隱
れ

し

て

ゐ

な

け

れ

ば

な

る

ま
い

が、

そ

れ

を

發
見

す

る

こ

と

は

殘

念
な

が

ら

出
來
な

か

つ

た
。

宮
崎
氏
は

事
柄
を

外
側
か

ら

見
て

ゐ

る
。

戰
時
中
の

體

驗
を
一

つ

の

苦
勞
話
に

し

て

し

ま

つ

た

或
る

英

文
學

者
に

つ

い

て、

宮

崎
氏

は、

「

せ

っ

か

く

戰
爭
を

し

た

の

に、

せ

っ

か

く

あ

れ

ほ

ど

ひ

ど
い

目

に

あ
っ

た

の

に

も

っ

た

い

な

い

で

は

な

い

か
」

と

述
べ

て

ゐ

る

が、

こ

の

名
言
を

前
に

し

て

私
は

考
へ

こ

ま

な

い

で

は

ゐ

ら

れ

な

い
。

　

　

　

i
◇

1
◇

ー

　

壽
岳
文
章
は

昭

和
十
八

年
二

月

執
筆
の

短
文
の

中
に、
「

生

き

て

ゆ

く

上

に

ひ

し

ひ

し

と
つ

な

が

つ

て

く

る

の

は
、

も

う
一

昔
以

上

も

前
に

始
ま

り、

年

と

共

に

強
ま

る

西
歐
中
世
へ

の

愛
で

す
」

と

記
し

た

の

で

あ

る

と

い

ふ
。

宮
崎
氏

は

こ

の

日

本
へ

の

愛
想
づ

か

し

の

意
味
に

も

取
れ

る

反

時
代
的
發
言

に

反

應
し

て、
「

私
だ

っ

た

ら

ど

う

す

る

だ

ろ

う
」

と

自
問
し

て

ゐ

る
。

私
な

ら、

こ

う
い

う

日

本
へ

の

絶
縁
状
の

よ

う

な

も

の

は

書
か

な
い

だ

ろ

う
。

書
け

な
い
、

書
く

勇
氣、

力、

そ

う
い

う
も

の

が

私
に

は

な

い
、

と

い

う
こ

と

も

あ

る。

そ

れ

が

九

十
パ

ー

セ

ン

ト
の

理

由
だ

が
、

し

か

し

の

こ

り
の

十
パ

ー

セ

ン

ト

の

と
こ

ろ

で、

書
こ

う

と

し

な

い

私
の

意
志
が

あ

る
。

む

し

ろ、

書
い

或
る

英

文

學
者
へ

の

直
言

和

田

正

美

て

は

い

け

な

い
、

そ

う

い

う

も

の

を

書
い

て

縁
を

切
っ

て

は

ダ

メ

だ、

と

思

う

心

が

私
に

あ

る
。

日

和
見
圭

義
と

言
わ

れ

て

も
、

關
係
は
つ

な

い

だ

ま

ま

で

自

分
の

思
い

を

傳
え

る
工

夫
を

こ

ら

す、

と

い

う

方
を

私

は

え

ら

ぶ
。

　

壽
岳
の

文
章
の

迫
力
に

壓
倒
さ

れ

な

が

ら

も、

そ

れ

に

さ

さ

や

か

な

抵
抗
を

試
み

た
一

節
で

あ

る
。

か

う

い

ふ

場
ム
ロ

に

は

壽
岳
の

そ

れ

の

や

う
な

態
度
に

筆
者
が

基
本

的
に

は

贊
成
な

の

か

反

對
な

の

か

自
ら

問
は

れ

る

で

あ

ら

う
。

宮

崎
氏
の

言

ぴ

條
は

そ
こ

の

と

こ

ろ

が

曖
昧
で

あ

る

が、

と

は

い

へ

、

誰
か

或
る

人
の

立

場
に
、

贊
成
反

對
を
一

先
づ

措
い

て

身
を

置

く

と

い

ふ

や

り

方
は

惡
く

な
い

。

　

問
題
は

「

の

こ

り

の

十
パ

ー

セ

ン

ト
」

で

あ
る

。

讀
者
と

し

て

知
り

た

い

の

は

そ

の

十
パ

ー

セ

ン

ト

か

ら

何
が

出
て

來
る

の

か

と
い

ふ

こ

と

で

あ

り、

戰
爭
と

い

ふ

假

借
の

な

い

現
實
に

直
面

し

た

英
文
學
者
が

そ

こ

に

何
を

賭
け
た

の

か

と

い

ふ

こ

と

で

あ

る
。

「

關
係
は

つ

な

い

だ

ま

ま

で

自
分
の

思
い

を

傳
え

る

工

夫
を
こ

ら

す
」

と

言

ふ

だ

け

で

は

餘
り

に

抽
象
的
で

あ

ら

う。

繰
返

し

述
べ

る

と

宮

崎
氏
は、

戰
時
中
の

英

文
學
者
で

あ

る

こ

と

を

暫
定
的
に

で

あ

れ

引
受
け

て

も
よ

い

の

で

あ

る
。

　

こ

の

本
は

構
成
か

ら

見
て

も

奇
妙
な

と

こ

ろ

が

あ

る
。

昭

和
十
八

年
の

一

月

と
二

月
に

發
表
さ

れ

た

論
文
「

ア

メ

リ

カ

心

に

つ

い

て
」

は、

宮
崎
氏
の

言

葉
を

借
り

れ

ば
、

「

苦
境
に

追
い

こ

ま

れ

た

ひ

と

り

の

英
文
學
者
が

（

中
略
）

自
分
を

救
お

う
と

し

た

ま

じ

め

な

試
み

で

あ

っ

た
」

が、

そ

の

内
容
は

ア

メ

リ

カ

ニ

ズ

ム

を

四

つ

に

分

け

て

猛
烈
に

そ

の

惡
口

を

言
つ

た

も

の

で

あ

り、

い

く

ら

戰

時
中
で

も、

こ

ん

な

も

の

を

讀
ん

で

感
心

す

る

の

は

盲
目

的
國
粹
圭
義
者
だ

け

だ

ら

う
と

思
は

せ

ら
れ

る

や

う
な

代
物
で

あ

る
。

宮
崎
氏
は
こ

の

駄

論
文
の

中
で

は

自
分
の

考
へ

と

他
人
の

考
へ

が

こ

ち

や

ま

ぜ

に

さ

れ

て

ゐ

る
こ

と

を

指
摘
し

た

上

で
、

筆
者
が

こ

れ

を

書
い

た

の

は
、

「

（

國
か

ら

世
間
か

ら
）

自
分
が

危
險
人
物
と

見
ら

れ

は

す

ま
い

か
」

と

の

被
害

者
ど

意
識
が

嵩
じ

た

結
果

で

あ

ら

う

と

筆
者
の

心

理

に

對
し

て

理

解
の

あ

る

と

こ

ろ
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明

星

大

学

研
究

紀
要

【

日

本

文

化

学
科
・
 …．口
珸
文
化

学
科】

第
八

号
　
二

〇
QO

年

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
1

見
せ

て

ゐ

る
。

が
、

こ

の

論
交
へ

の

見

方
は

そ

れ

で

い

い

と

し

て

も、

宮

崎
氏
は

「

ア

メ

リ

カ

心

に

つ

い

て
」

の

筆
者
名
を

最
後
ま

で

伏
せ

た

ま

ま

な

の

で

あ

る
。

こ

れ

は

ど

う

し

た

こ

と

で

あ

ら

う
か

。

　

同
じ

例
は

も・
，
一

つ

舉
げ

ら

れ

る
。

昭

和
二

十
五

年
に

出
版
さ

れ

た

『

小
説

の

技

巧
−

i
英
國
小
説
の

發
展
』

の

「

あ

と

が

き
」

の

中
で

著
者
は

筌
襲
と

疎
開
の

苦

し

み

を

振
返
り、

そ

れ

が

終
つ

て

「

再

び

恩
師
の

も

と

で

研
究
を

續
け

ら

れ

る

こ

と

の

幸
せ

を

し

み

じ

み

と

感
じ

た
」

と

書
い

て

ゐ

る

さ

う
で

あ

る
。

こ

の

や

う
に

戰
爭
を

「

思

想
の

問

題
」

と

し

て

受
け

止

め

よ

う
と

は

し

な
い

態
度
に

宮
崎
氏

が

批
剣
的
な

の

は

氏
に

し

て

見

れ

ば

當
然
で

あ

り、

私
も

氏

の

批
到
に

は

全
両

的

に

同

調
し

た

い

と

思

ふ

が
、

氏
は

こ

こ

で

も

こ

の

研
究
書
の

著
者
名
を

明
か

さ

な
い

の

で

あ

る
。

何

か

事
情
が

あ

つ

て

名
は

言
へ

な
い

と

い

ふ

の

な

ら、

書
名、

論
文
名
も

ぼ

か

し

て

お

く

べ

き

で

あ

ら

う
。

　

英

文
學
者
の

無
思
想
を

剔
抉
す
る

の

は

よ

い
。

そ

れ

は

英

文
學

研
究
の

在
り

方
の

み

な

ら

ず、

目

本
人

の

精
紳
生

活
に

も

何
か

を

寄
輿
し

よ

う

と

い

ふ

も

の

で

あ

る
。

し

か

し

肝
腎
の

論
者
の

誉

思

想
L

が

不

分
明

な

の

で

は

何
に

も

な

ら

な

い

で

は

な
い

か
。

宮
崎
氏
は

こ

の

本
を

序
論、

或
は

少
な

く

と

も

前
篇
と

す

る

新
し
い

本
を

書
い

て
、

そ

の

中
で、

英
文

學
の

研
究
を

ラ

イ

フ

ワ

ー

ク

と

す

る

と

こ

ろ

か

ら

身
に

つ

け

た

氏
自
身
の

思

想
を

ト

全

に

展
開
す
べ

き

で

あ

る
。

こ

の

場
合
の

一

思
想
一

が

意

味

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

す

で

に

記
し

た
。

宮
崎
氏

が

そ

れ

を

す

る

ま

で、

私
は、

言

葉
の

眞
の

意
味
に

お

け

る

圭

體
性
を

缺
い

た

『

太

牛
洋
戰
爭
と

英
文
學
者
』

を

評
價

し

な
い

こ

と

に

し

て

お

く
。

54

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

註原

本
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次

の

逓
り

で
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、
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洋
戦
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と

英

文
學
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』

研
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矼
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