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書
評外

國
語

・

外
國
文
學
と

日

本
人

1
斎
藤
兆

史
・

野
崎
歓
『

英
語
の

た
く
ら

み、

フ

ラ

ン

ス

語
の

た

　
　

わ
む

れ
』

（

東
京
大
學
出
版
會
　一
一

〇
〇

四

年
）

を

讀
ん
で

　
　

　

　
　
　
　

　

和

田

正

美

　
書
許
を

す
る

の

な

ら

そ

の

本
の

テ

ー

マ

と

評
家
の

關
係
を
は

つ

き

り
さ

せ

る

こ

と

が

順
序
で

あ

ら

う

が、

私
は

雜
學
雜
文
の

徒
で

あ

つ

て、

外
國
語
・

外
國
文
學
の

専

門

家
で

は

な

い
。

そ

れ

に

ひ

き

か

へ

、

こ

の

對
談
集
の

著
者
で

あ

る

斎
藤
兆
史
氏

と

野

崎
歓
氏

は

そ

れ

ぞ

れ

東
京
大

學
で

教
鞭
を

執
る

英
文
學
者
で

あ

り、

フ

ラ

ン

ス

文

學
者
で

あ

る
。

私
の

や

う

な

專
門
家
な

ら
ざ

る

者
が

兩
氏
の

や

う
な

專
門
家
の

仕
事

を

批
評
す

る

こ・
と

は

ど

ん

な

も

の

か

と

い

ふ

氣
も

す

る

が、

實
は

私
自
身、

個
人

的

に

も、

大

學
教
師
と

し

て

の

仕
事
の

上

で

も、

英
語
ど

フ

ラ

ン

ス

語
を

多
少
手

懸
け

て

ゐ

る

し、

ま

た、

こ

の

本
の

中
で

は、

外
國
語
・

外
國
文
學
と

日

本
入
の

か

か

は

り

に

つ

い

て、

專
門
非
専
門
の

區
別
を

超
え

た

興

味
深
い

提
言
が

多
々

な

さ

れ

て

ゐ

る

の

で
、

敢
へ

て

手
短
か

な

書
評
を

し

て

見

る

こ

と

に

し

た
。

　
本
論
に

入

る

前
に
一

つ

言
つ

て

お

き

た

い

こ

と

が

あ

る
。

日

本
の

大
學
に

お

け

る

外
國
語
・

外
國
文
學
の

研
究
と

教
育
の

實
態
を

知
ら

な

い

人
に

と
つ

て

は

ほ

と

ん

ど

書
評

　
外

國

語
・
外
國

文
學
と

日

本
人

和
田

正

美

＊

言
語
文
化
學
科

　
教

授

　
日

歐
近

代
文
學

信
じ

難
い

こ

と

で

あ

ら

う
が、

英
文
學
者
と
フ

ラ

ン

ス

文
學
者
が

本
音
を

ぶ

つ

け

合

つ

て

語
り

合
ふ

の

は

珍

し
い

こ

と

で

あ

る
。

英
文
學

者
は

英

語

英
文
學
の

み、

フ

ラ

ン

ス

文
學
者
は

フ

ラ

ン

ス

語
フ

ラ

ン

ス

文
學
の

み

に

か

か

づ

ら

ひ、

た

が

ひ

に

相
手

の

領

域
に

は
口

を

出
さ

な
い

と
い

ふ

慣
行
が

少
な

く

と

も

私
の

學
生

時
代
の

頃
ま

で

は
一

般
的
だ
つ

た
。

こ

れ

は

明

ら

か

に

不
自
然
な
こ

と

で

あ

る
。

英
佛
二

つ

の

文

化

の

違
ひ

は
一

般
の

人
が

想
像
す

る

以

上

に

大

き

い

が、

そ

れ

で

も

日

本
人
か

ら

見

れ

ば

兩

者
と

も

に

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

文
化
で

あ

り、

だ

か

ら

當
然
こ

の

二

つ

は

何
等
か

の

や

り

方

で

對
比

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

。

こ

の

本
は

そ

れ

を

行
つ

て

ゐ

る

の

で

あ

り
、

そ
の

こ

と

だ

け

で

も

價
値
を

持
つ

て

ゐ

る

と

思
ふ
。

　
本
書
は
⊥
ハ

章
に

分

れ

て

ゐ

る

が
、

「

ま

え

が

き
」

に

も

書
い

て

あ

る

通

り、

實
際

に

は

語
學
と

翻
譯
と

文

學
の

在
り

方
を

問
ふ

三

部
構
成
な
の

で、

以
下、

こ

の

構
成

に

從
つ

て

調
べ

て

行

く
こ

と

に

し

よ

う
。

　
日

本
人

に

と
つ

て

外

國
語
の

受
容
は

ど

う
い

ふ

も

の

で

あ

る

べ、
き

な

の

か
。

こ

れ

は

永

遠

の

課

題

か

も

知

れ

な

い

と

思

は

れ

る

が
、

日

本
人
の

特
徴
と

し

て

屡
々

言

は

れ

て

來
た

こ

と

を

お

さ

ら

ひ

す

る

と、

日

本
人
は

譯
讀
に

熱
中
し、

文
法
は
よ

く

知

つ

て

ゐ

る

が、

會
話

は

不

得

手

で

あ

る

と

い

つ

た

と
こ

ろ

で

あ

ら

う
。

こ

の

場
合
の

外

國
語
は

圭

に

英
語

で

あ

り、

斎
藤
氏
と

野
崎
氏

も

英
語
を

中
心

に

し

て

論
じ

て

ゐ

る

が、

フ

ラ

ン

ス

語

及

び

そ

れ

以
外

の

外
國
語
に

し

た

と
こ

ろ

で

同

じ

や

う

な

も

の

で

あ

る

と

言

は

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

　
問
題
は

か

う
い

ふ

特
徴
が

最
近、
　一

般
肚
會
だ

け

で

な

く、

大
學
の

内
部
で

も

嚴

し
い

批
判

に

さ

ら

さ

れ

る

や

う
に

な
つ

た

こ

と

で

あ

る
。

私

自
身
の

實
感
と

し

て

も、

日

本
人
が

外

國
語
を

受
容
す

る

そ

の

や

り

方

は
一

つ

の

轉
機
を

迎
へ

た

や

う

で

あ

る。

　
重

要
な

の

は

英
語
を

生

き

た

言
葉
と

し

て

使
ふ

こ

と

で

あ

り、

今
ま

で

の

や

う
な

役
に

立

た

な
い

英
語
は

止

め

て

し

ま
へ

と

い

ふ

當
世
の

風

潮
に

斎
藤
氏

も

野

崎
氏
も

激
し

く

反

撥

し

て

ゐ

る
。

こ

こ

で

私
見
を

記

せ

ば、

そ

れ

は

さ

う

あ
つ

て

然
る

べ

き135

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

明
星

大

学

研

究

紀
要
【
日

本
文
化
学
部
・
言

語
文

化
学
科
】

第

十
三

号

　
二

QO

五

年

で

あ

る。

野
崎
氏

は

「

あ

と

が

き
」

の

中
で

次
の

や

う
に

記
し

て

ゐ

る
。

「

文

法
」

の

學
習

は

無
駄
で

あ

り、
「

會
話
」

が

で

き

な
い

人
間

を

生
み

出
す
役

に

し

か

立

た

な

い
。

「

譯
讀
」

の

偏
重

は

誤

り

で

あ

り、

翻
譯
な

ど

と

い

う

プ

ロ

セ

ス

を

飛

び
こ

す
訓
練
が

大

事
で

あ

る
。

日

本
人
の

教
師
に

習
っ

て

も

語

學

は

上

逹
し

な

い
。

ネ

イ

テ

ィ

ヴ

に

つ

い

て

と

に

か

く

會
話
を

心

が

け

よ
。

そ

れ

も

赤
ん

坊
の

こ

ろ

か

ら、

バ

イ

リ

ン

ガ

ル

を

め

ざ

し

て

勵
む
べ

し

で

あ

る
。

1
單
純
化
し

て

い

え

ぱ

以

上

の

よ

う

な

「

語
學
」

觀、

お

よ

び

そ

れ

と

表
裏

｝

體
を

な

す

「

教
養
」

蔑
硯
に

正

面
か

ら

異
を

唱
え

ね

ば

な

ら

な

い

と

い

う
の

が、

斎
藤
さ

ん

と

僕
の

信
念
で

あ

る。

　
事
柄
を
一

般
化
し

て

い

へ

ば
、

私
達
は

何
か

異

質
な

も
の

を

所
有
し

よ

う
と

す
る

時、

自
分

と

そ

の

對
象
の

問
に

幾
つ

か

の

中

間
項
或

は

手

順

を

設
定

し

て、

そ

れ

ら

の

も

の

を

着
實
に

こ

な

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

そ

れ

が

異
質
で

あ

れ

ば

あ

る

ほ

ど
、

中

間
的
な

も

の

は
｝

見
や

や
こ

し

く

な

ら

ざ

る

を

得
な
い

で

あ

ら

う
。

對
象
と
の
、

そ

れ

に

根

差

し

た

や

り

と

り

に

お

い

て

は

限
り

な
い

訓
練
と

反

復
練
習
が

必

要

に

な

る
。

音
樂

や

運
動

競
技
は

さ

う
い

ふ

手

順
を

經
る

こ

と

な

し

に

は

上

達

が

お

ぼ
つ

か

な
い

の

で

あ

る
。

　
然
る

に

何
故、

外
國
語
（

特
に

英
語
）

の

習
得

で

は、

た

だ

そ

の

言
語

に

ひ

た

つ

て

さ

へ

ゐ

れ

ば

自

然
に

わ

か

る

や

う

に

な

る

と
い

ふ

ロ

マ

ン

チ

シ

ズ

ム

が

横
行
す
る

の

か、

そ

ん

な
こ

と

で

は

肝
腎
の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ
ー

シ

ョ

ン

能
力

だ
つ

て

身
に

つ

く

筈

が

な

い

で

は

な
い

か

と

兩

氏
は

嘆
い

て

ゐ

る
。

　
こ

の

こ

と

で

は

斎
藤
氏

が

日

本
語

能
力

の

重
要
性
を

説
い

て

ゐ

る

こ

と

も

見

逃
せ

な

い
。

「

こ

ん

な

素
晴
ら
し」
い

世
界
が

あ

る

と

い

う
こ

と

を

纖
細
に

、

鮮
烈
に

感
じ

取
る

た

め

の

意
識
化
の

仕
組
み

は

日

本
語
で

し

か

あ

り

え

な

い

わ

け
で

（

中
略
）

あ

136

く

ま

で

日

本

語
を

完
全

に
、

非
常
に

纖
細
な
レ

ベ

ル

ま

で

高
め

て

お

い

て、

そ

し

て

外
國
語
を

引

き

上

げ

て

い

く
L

こ

と

が

「

日

本
人
の

外
國
語
學

習
の
一

番

健

全

な

あ

り

方
だ

ろ

う
」

と

斎
藤
氏
は

述
べ

る
。

こ

こ

に

あ
る

の

は、

圭

體
が

そ

れ

に

ふ

さ

は

し

く

な

け

れ

ば、

客
體
を

取
り
こ

む
こ

と

は

出
來
な
い

と

い

ふ

至

極
ま
つ

た

う
な

言

語
觀
で

あ

る
。

　

外
國
語

を

受
容

す
る

基
盤
は

文
化
で

あ

り、

實
用

そ

の

も

の

に

何
等
悪
い

と

こ

ろ

は

な

い

と

し

て

も、

實
用
圭

義、

少
な

く

と

も

實
用

萬
能
圭

義
は

文
化
を

押
し

の

け

た

皮
相
淺
薄
な

も

の

に

な

ら

ざ

る

を

得
な

い

と

い

ふ

眞
理

を

斎
藤、

野

崎
兩

氏
は

異

口

同

音
に

訴
へ

掛
け
て

ゐ

る
。

人
々

の

問
で

こ

の

圭

張
が

眞
劍

に

取
り

上

げ

ら

れ

る

こ

と

を

願
は

な
い

で

は

ゐ

ら
れ

な

い
。

　

次
に

は

翻
譯
の

こ．
と

で

あ
る

が、

今

ま

で

に

翻
譯
と

い

へ

る

ほ

ど

の

も

の

を

し

た

こ

と

が

な

い

私
に

は

こ

の

問
題
で

生

産
的
な

こ

と

は

言
へ

さ

う

も

な

い

と

い

ふ

氣
が

し

て

ゐ

る
。

さ

い

は

ひ
、

私
の

周
圍

に

は

矢
野
浩
三

郎
氏、

柴

田

耕
太

郎
氏
と
い

つ

た

翻
譯
の

大

家
が

控
へ

て

ゐ

る

の

で、

私
は

常
々
、

氏
等
と
の

雑
談
を

通

し

て

翻
譯

の

要

諦
を

盜
み

取
る

こ

と

に

心

懸

け

て

ゐ

る
。

さ

う
い

ふ

私
に

翻
譯
に

つ

い

て

確
固

た
る

識
見
が

あ

る

わ

け

で

は

な
い

の

だ

が
、

仕
事
の

中
に

外
國

語
が

少
し

は

入

り

こ

ん

で

ゐ

る

と

こ

ろ

か

ら、

い

さ

さ

か

心

も

と

な
い

翻
譯
觀
を

持
合
せ

て

ゐ

る

こ

と

も

事
實
で

あ

る
。

そ

の
一

つ

を

臆
面
も

な

く

披
露
す

る

と、

翻
譯
書
の

讀
者
は

原
作
者

の

生

命
の

リ

ズ

ム

と

翻
譯
者
の

生

命
の

リ

ズ

ム

の

兩
方
に

つ

き

あ
ふ

こ

と

を

餘
儀
な

く
さ

れ

る

の

で

は

な
い

か

と
い

ふ

氣
が

す

る
。

こ

の

二

つ

が
一

致
し

た

翻
譯
は

讀
者

に

快
感
を

も

た

ら

す
が
、

ば

ら

ば

ら

だ

と

讀
者
は

苦
痛
を

強

ひ

ら
れ

る
。

野
崎
氏
が

バ

ル

ザ

ッ

ク

を

翻
譯
し

て

ゐ

た

時、

バ

ル

ザ

ッ

ク

の

毒
に

あ

て

ら
れ

て、

朝
起
き

て

も

目

が

腫
れ

て

ゐ

て

開

け

ら

れ

な

か

つ

た

と

い

ふ

ユ

ー

モ

ラ

ス

な

挿
話
は

私
の

考
へ

を

裏
書
き

す

る

も

の

の

や

う

に

思
は

れ

た
。

　

こ

の

考
へ

は、

も

し

可
能
で

あ

れ

ば
、

翻
譯
書
よ

り

原
書
の

方
を

讀
ん

だ

方
が

い
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い

と
い

ふ

考
へ

に

通
じ

て

ゐ

る
。

そ
の

方
が

原

作
者
の

生
命
の

リ

ズ

ム

に

直
接
觸
れ

る

こ

と

が

出
來
る

か

ら

で

あ

る
。

し

か

し

野
崎
氏

は、
「

原

語
で

讀
め

る

も

の

な

ら

原
語

で

讃
ん

だ

ほ

う
が

い

い
、

翻
譯

は

結
局
必

要

惡
な

ん

じ

や

な

い

か
」

と
い

ふ

「

偏
見
」

を

今

の

學
生
の

認

識
不

足
の

一

例
と

し

て

擧
げ

て

ゐ

る
。

兩
氏

と

も

翻
譯

に

積
極
的
な

意
義
を

見

出

だ

さ

う

と

し

て

ゐ

る

の

で

あ

り、

私
も

自
分

の

考
へ

を

修

正

し

た

方
が

い

い

の

か

も

知
れ

な
い

と
い

ふ

氣

持
に

誘
は

れ

た
。

　
「

明
治
初
期

、

翻
譯
と

い

う

作
業
は

す

な

わ

ち

自
國
の

文
學

の

創
造
で

も

あ
っ

た
」

（

斎
藤
氏）

や
「

外
國
語
と

の

關

係

で

日

本
語

が

新
た

な

力
を

帶
び

る
」

（

野
崎
氏
）

と

い

ふ

が

如
き
歴

史
的
な
こ

と

は

言
は

れ

な

く

て

も

わ

か

つ

て

ゐ

る

が
、

こ

れ

が

日

本
の

過

去
の

一

時
期
の

話

で

は

な

く、
「

翻
譯
の

あ

り

方

を

通
し

て
、

そ
の

時
代
に

お

け

る

耻
會

と

か

文
化
の

方
向

性
が

す
ご

く

よ

く

見
通
せ

る
」

（

野

崎
氏
）

と

い

ふ

こ

と

に

な

る

と、

深
く

考
へ

さ

せ

ら

れ

る

も

の

が

あ

る
。

「

い

ろ

ん

な

時
代
に

い

ろ

ん

な

翻
譯
が

あ
る

の

を

通

し

て

見
る

こ

と

で、

さ

ら

に

原
作
が

深

く

讀
め

る

と

い

う

意
味
合
い

も

あ
る
」

と
い

ふ

斎
藤
氏
の

言

葉
も

結
局

同
じ

こ

と

を

指
し

て

ゐ

る

と

い

へ

よ

う。

　
翻
譯
の

こ

と

を

通

七
て

問
は

れ

て

ゐ

る
の

は

や

は

り

文
化
の

質
で

あ

り、

意
味
だ

け

あ

つ

て

深
み

も

綾
も

な
い

日

本
語
が

兩

氏
か

ら

槍
玉

に

上

げ

ら

れ

る
。

　
「

い

ま

の

日

本
は

孕
坦

な

日

本
語
と

い

う

か
、

口

當
た

り

の

い

い

日

本
語
が

書
き

言

葉
を

も

支
配
し

て

い

る
」

（
野
崎
氏
）

、
「

た

だ

口

當
た

り
の

い

い

日

本
語
だ

け

で

あ
っ

て、

そ

れ

は

異
國
の

言
語
と
い

う
も
の

と

本
氣
で

向
き

合
っ

た

こ

と

が

な

い
。

つ

ま

り、

言

語
體
系
が

ど

う
し

て

も

貧
弱
…

…
」

（

斎
藤
氏
）

。

　
最
後
に

文

學
で

あ

る

が、

私
に

は

い

ろ
い

ろ
の

こ

と

が

言
へ

さ

う
な

こ

の

論
題

に

つ

い

て、

是

非
言
つ

て

お

き

た

い

乏

思

ふ

こ

と

は

案
外

少
な

い
。

そ

れ

は

斎
藤、

野

崎
兩

氏
の

文

學
論
が

讀
ん

で

ゐ

て

面

白
く

な

い

と

か、

共

感
出
來
な

い

と

か

い

ふ

こ

と

で

は

な

く、

逆
に

兩
氏
の

所
説
か

ら

隨
分

教
は
つ

た
の

で

あ

る

が、

自

分

の

感
想

書
評

　
外
國
語
・
外
國
文
學

と

日

本

人

和

田

正

美

を

短
く

ま

と

め

る

こ

と

は

出

來
さ

う

も

な

い
。

と

は

い

へ

十

九
世

紀

イ

ギ
リ

ス

の

小

説
家
デ
ィ

ケ

ン

ズ

を

中
心

と

す

る

議
論
は

重
要

な

の

で、

こ

れ

に

目

を

向

け

て

お

く

こ

と

に

し

よ

う。

　

野

崎
氏

は

デ

ィ

ケ

ン

ズ

の

『

デ

イ

ヴ
ィ

ッ

ド
・
コ

パ

フ

ィ

ー

ル

ド
』

を

翻

譯
で

讀

ん

で

感
動

し、

フ

ラ

ン

ス

の

バ

ル

ザ
ッ

ク

は

デ
ィ

ケ
ン

ズ

に

は

及

ば

な
い

と

感
じ

た

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
マ

マ

の

で

あ

る

と

い

ふ
。

「

小

説

と

し

て

の

器
の

大

き

さ

と

い

う
こ

と

で

は、

す
ぐ
バ

ル

ザ
ッ

ク

が

頭
に

俘

か

び

ま

す

け

ど、

デ
ィ

ケ

ン

ズ

の

ほ

う
が

は

る

か

に

大

入

で

す
よ

。

覗
野

が

廣
い

と

思

う
」

o

　

こ

れ

は

平
凡

な

指

摘
で

あ

る

と

は

言

ひ

條、

英
文
學
者
な

ら

ぬ

佛
文
學

者
の

發
言

で

あ

る

こ

と

が

私

の

興
味
を

唆
る

。

最

初
に

も

述
べ

た

通
り、

一

頃
ま
で

の

佛
文
學

者
は

か

う
い

ふ

こ

と

を

あ

ま

り

言

は

う

と

は

し

な

か

つ

た
。

バ

ル

ザ

ッ

ク

は

偉
い

が

デ
ィ

ケ

ン

ズ

は

下

ら

な
い

と

勝
手
に

決
め
つ

け

て

ゐ

る

や

う

な

専
門
馬
鹿
は

さ

す
が

に

少
な

か

つ

た

と

し

て

も

で

あ

る
。

　

私
達

が

必

要
と

し

て

ゐ

る

の

は

イ

ギ

リ

ス

と
フ

ラ

ン

ス

ー
他
の

諸
外
國

に

關
し

て

も

事
情
は

同

じ

　
　
の

獨

自
性
が

そ

れ

ぞ

れ

極
限
ま

で

尊
重
さ

れ

な

が

ら、

し

か

も

兩
者
の

關

係
に

お
い

て

そ
れ

ら

の

國
々

が

相
對
化
さ

れ

る

睨
野
の

獲
得
で

あ

る
。

兩
氏
が

デ
ィ

ケ

ン

ズ

談
議
の

延

長

と

し

て

展
開

さ

せ

て

ゐ

る

英
佛
比

較
は
さ

う
い

ふ

も

の

と

し

て

讀
め

た。

　
「

同
じ

西

洋
文
學
と

は
い

え

イ

ギ

リ

ス

と

フ

ラ

ン

ス

の

近
代
以

降
の

文
學
を

比
べ

る

と、

讀
者
と

の

關

係
も

違
え

ば、

そ

れ

を

書
い

て

い

る

主
體
の

意
識
も

ず
い

ぶ

ん

隔
た

り

が

あ

る
」 、
「

文
學
創
造
を

取
り

卷
く

共

同

體
の

あ

り

方
は
か

な

り

違
う

」

と

い

ふ

の

が

野

崎
氏

の

意
見
で

あ

る
。

斎

藤
氏
は

そ

れ

を

受
け

て、
「

イ

ギ

リ

ス

文
學

の

場
A
口、

少

な

く

と

も
ビ

ク

ト

リ

ア

朝
の

讀
者
は

作
家
に

と
っ

て

は

大
事
な

大

事
な

お

客
さ

ん

で、

そ

れ

が

そ

の

作
家
を

支
え

て

い

た
。

デ
ィ

ケ

ン

ズ

に

と
っ

て

は

そ

れ

こ

そ

『

お

客
樣
は

神
樣
』

で

す

ね
」

と

記

し

て

ゐ

る
。

野
崎
氏
は
か

う

言
は

れ

て
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の

や

う

に

述
べ

た
。

「

フ

ラ

ン

ス

の

場
合
も

も

ち

ろ

ん

『

お

客
樣
は

紳
樣
』

で

あ

る

は

ず

な
の

に、

な

ぜ

か

詩
人
や

作

家
自

身
の

方
が

『

紳
樣
』

に

な
っ

ち
ゃ

う
ん

で

す

よ
。

讀
者
な

ん

か

知
る
か

と
い

う

顏
を

し

て

前
衞
的
難
解
さ

に

走
る
。

す
る

と

逆

に

コ

ア

な

讀
者
た

ち
が

つ

い

て
、

ム

ー

ヴ

メ

ン

ト

化
し

て

い

く

と

い

う
パ

タ

ー

ン

」 。

　
私

は

こ

の

箇
所
を

讀
み

な

が

ら、

自
然
に

近
代
日

本
文
學
の

こ

と

を

考
へ

た
。

私

逹
の

文

學
の

賦
況
は、

よ

き

に

つ

け

あ

し
き

に

つ

け、

或
る

時
期
ま
で

は

フ

ラ

ン

ス

的

で

あ

り、

そ

し
て

今
で

は

（

多
少
微
妙
で

は

あ

る

が
）

イ

ギ

リ

ス

的
に

な

り

つ

つ

あ

る

の

で

は

な

い

か

と

思

は

れ

る
。

　
外
國
語
と

外
國
文

學
を

論
じ

な

が

ら、

折
に

觸
れ

て

日

本
語
と

日

本
文
學
へ

の

反

省
を

促
す
こ

と

が

こ

の

對
談
集
の

魅
力
で

あ
る
。

が、

日

本
語
の

使
ひ

方
で
一

つ

だ

け

註
文
を

つ

け

て

お

く

と
、

「

あ

り

え

る
」

は

な

る

べ

く

「

あ

り

う
る

」

と

言
つ

て

も

ら

ひ

た
い

。

　
こ

れ

か

ら

外
國

語
と

外

國
交
學
を

研
究
し

よ

う
と

し

て

ゐ

る

人

は、

い

や、

研

究

と

い

ふ

や

う
な

固
苦
し

い

こ

と

か

ら
は

離
れ

て

單
に

外
國
語
と

外
國
文
學
を

覗
か

う

と

だ

け

し

て

ゐ

る

入
も、

こ

の

本
に
一

度
は

目

を

通

し

て

お

く
こ

と

が

望
ま

し

い

と

思
ふ
。

私

個
人

と

し

て

は

こ

こ

に

名
を

連
ね

た
二

人
の

俊
秀
の

今

後
の

仕
事
ぶ

り

に

注
目

し

て

行
き

た

い

と

考
へ

て

ゐ

る
。
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