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Ⅰ
･

A
･

リ

チ

ャ

ー

ズ

の

言
語
教
育
論

山

田

泰

司

わ

れ

わ

れ

文
学
に

た

ず
さ

わ

る

者
に

親
し
い

リ
チ

ャ

ー

ズ

は

文
芸
批
評

家
と

し

て

の

リ

チ

ャ

ー

ズ

で

あ

る
｡

し

か

し
､

彼
の

代
表
的
著
作
を

通

読

し

て
､

最
も

強
く
印
象
づ

け

ら

れ

る
の

は
､

言
語
活
動
そ

の

場
の

に

彼
が

寄
せ

る
､

一

貫
し
て

か

わ

ら

ぬ

深
い

関
心
で

あ
る

｡

彼
が

従
来
の

印

象
主

義
的
な

批
評
を

排
し
､

か

つ

ま

た

観
念

論
的
な

美
学
を

排
し

て
､

独

自
の

客
観
的
文
芸
理

論
を

う
ち
た

て
､

現

代
イ

ギ

リ

ス

お

よ

び

ア

メ

リ

カ

の

文

学
批

評
の

基
礎
を

基
い

た
こ

と

は

よ

く

知
ら

れ
て

い

る

が
､

そ
の

出

発
点

と

な
っ

て

い

る

の

は
､

言
語
活
動
な
い

し

言
葉
に

よ

る

伝
達
に

対

す

る

彼

の

深
い

洞
察
で

あ
る

と

い

う
こ

と

が

で

き
よ

う
｡

し
か

し
､

彼
は

､

単
に

言
語
現
象
を

客
観
的

､

科
学
的
に

観
察
し

､

こ

れ

を

分
析
す
る
こ

と

を
こ

と

と

す
る

純
粋
な

言
語
学
者
に

は

な

ら

な
か

っ

た

し
､

ま
た

書
斎
に

閉
じ

こ

も
っ

て
､

言
語
を

め

ぐ
っ

て

観
念
的
な

思
索
に

ふ

け
る

言
語
哲
学
者
に

も

な

ら

な
か

っ

た
｡

彼
は

大

学
教
師
と

し
て

､

じ
か

に

学
生
に

接
し

た

経

験
か

ら
､

文
化
の

担
い

手
で

あ

る

言

語
に

つ

い

て

の

認
識
が

一

般
に

い

か

に

低
い

か

を

痛
感
し

､

そ

れ

を

高
め

る
こ

と

を

生

涯
の

仕
事
と

す
る

よ

う

に

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

彼
の

著
作
活
動
に

は
､

常
に

言

語
教

育
者
と

し
て

の

自
覚
が

あ
っ

た
｡

こ

こ

で

は
､

主
と

し

て
､

そ

う
し

た

面

か

ら
､

リ

チ

ャ

ー

ズ

の

業
績
を
ふ

り

返
っ

て

み

た
い

｡

そ

れ
に

は
､

ま

ず
､

彼
の

お

も

な

著
作
に

つ

い

て
､

簡
単
に

概
観
し

て

お

く

必

要
が

あ

ろ

う
｡

彼
の

最
初
の

著
書
は

､

心

理

学
者
オ

ブ

デ
ン

(

C
.

声
O
g
d
e

n
)

と

美
学

者
ウ
ッ

ド
(

J

p

m
e
∽

W
0
0

d
)

と
の

共
著
に

な
る

『

美
学
の

基
礎
』

(

→

辞
内

包
じ

貞
→

邑
已
訂
声
均

ミ
っ

ゝ
Q

監
訂
へ

訂
h

一

九
二

二
)

で

あ
っ

た
｡

こ

れ

は

美
と

は

何
か

と
い

う
問
題
を

､

主
観
的
な

言
葉
に

も

観
念

的
な

言
葉
に

も
よ

ら

な
い

で
､

純

粋
に

因
果
関
係
を

あ

ら

わ

す
言
葉
で

説
明

し
ょ

う
と

試
み

た

も
の

で
､

心

理

学
の

た

す
け

を

借
り

た
こ

と

は
､

つ

ぎ
の

､

オ

グ

デ
ン

と

の

共
著
『

意

味
の

意
味
』

(

→
声
缶

昏
S
訂
q

Q

ヽ

旨
訂
b
[

邑
→

竜

一
九
二

三
)

と

同
じ

で

あ

る
｡

『

意
味
の

意
味
』

に

は

｢

言
語
の

思
考
に

お

よ

ぼ

す

影

響
と

象
徴
学
の

研
究
+

と
い

う
副
題
が
つ

い

て

い

て
､

新
し
い

角
度
か

ら

言
語
の

本

質
と

機
能
と

を

追
究
し
た

研
究
で

あ

り
､

こ

の

本
が

二

人
に

と

っ

て
､

彼
ら
の

そ
の

後
の

著
作
活
動
の

出
発
点
と

な
っ

た
こ

と

ほ
､

こ

の

本
の

新
版
を

出
す
た

び
に

､

新
た

な

序
文
を
つ

け
て

､

新
著
と
の

関
連
に

つ

い

て

説
明

を

加
え
て

い

る

こ

と

か

ら

も

明
ら

か

で

あ
■
る

｡

さ

ら
に

､

こ

の

本
は

二

人
に

ょ
っ

て

意
義
深
い

研
究
で

あ
っ

た

ば

か

り
で

な

く
､

ア

ー

バ

ン

(

宅
.

]

芦

q
サ
b
p

ロ
)

や

ラ

ン

ガ
ー

(

S
.

｢
p

n

g
e

ユ

な

ど
の

シ

ン

ボ

ル

の

理

論
に

も
つ

な
が
っ

て

お

り
､

近

年
新
し
い

展
開
を

見
せ
て

い

る
一

般
意
味
論
(

g
2

日

苗
-

芳
召
巴

邑
誌
)

と

も

無
縁
で

な
い

､

実
り

多
い

研
究

で

あ
っ

た
｡

次
に

リ

チ

ャ

ー

ズ

は
､

こ

ん

ど

は

単
独

で

『

文

芸
批
評
の

原

理
』

(

つ
計
q

9
1

訂
b

甘

首
♪
｢

ト
丸

首

言
1

哩

9
･

芝
乳
払

喜

一

九
二

四
)

を

出
し

た
｡

こ

れ

は

彼
の

科
学
的

､

よ

り

正

確
に

は

心

理

学

的
な

文

学
論
を

体

系

的
に

の

べ

た

現
代
イ

ギ

リ

ス

文
学
批
評
に

お

け

る

画
期
的
な

著
書
で

､

と

り

わ

け

ア

メ

リ

カ

の

新
耽
評
家

(

Z
e

宅

C
･

き
ど
且

た

ち
に

､

す
こ

ぶ

る
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増

血
▼

大
き

な

影
響
を

あ

た

え
た

｡

一

九
二

六

年
に

は
､

『

詩
と

科
学
』

(

哲
訂

莞
巾

§
礼

連
ね

キ
ミ

が

出
る

が
､

こ

れ

は

『

文
芸
批
評
の

原
理
』

に

お
い

て

展

開
さ

れ

た

理

論
を

､

も

う
少
し

わ
か

り
や

す
い

言
葉
で

､

か
つ

短
か

く

書

い

た

も

の

で
､

現
代
文
化
に

対

す
る

分
析
が

行
わ

れ

て

お

り
､

リ

チ

ャ

ー

ズ

の

批
評
理

論
の

背
後
に

あ
っ

た

と

思
わ

れ

る

文
明

論
が

か

な

り

は
っ

き

り
あ

ら
わ

れ

て

い

る
｡

ま

た
､

多
く
の

批
判
を

あ
び

た
､

詩
に

お

け

る

文

章
を

科
学
に

お

け

る

陳
述
か

ら

区

別
し
て

持
す
た

め
に

リ

チ

ャ

ー

ズ

が
つ

か

っ

た
｢

擬
似

陳
述
+

(
へ

勺

琵
∈

ど
･

∽

訂
t

e

ヨ
e

n
t

J

と
い

う
用
語
も

､

こ

の

本
の

中
で

使
わ

れ

て

い

る
｡

次
に

出
た

本
は

､

さ

き

の

『

文
芸
批
評
の

原

理
』

に

お

と

ら

ず
現

代
文
学
批

評
の

あ

り

方
に

多
大
の

影
響
を

あ

た

え

た

『

実
践
批
評
』

(

守
莞

賢
已

守
賢
(

忠
言

一

九
二

九
)

で

あ
る

｡

こ

れ

は

作
者
名
を

伏
せ

て

十

数
篇
の

詩
を

ケ

イ
ム

ブ

ワ

ァ

ジ

の

学

生

に

読
ま

せ

て
､

そ
の

反
応
を

調
べ

る
こ

と

に

よ
っ

て
､

リ

チ

ャ

ー

ズ

の

文
学
論
の

基

本
的
な

問
題
の

び

と
つ

で

あ

る
､

詩
の

喚
情
的
な

意
味
の

分
析
を
あ

き

ら

か
に

し
ょ

う
と

し

た
､

い

わ

ば

臨
床
的
実
験
で

あ
っ

た
｡

次
に

､

一

九
二

九
年
か

ら
一

年
間

､

北
京
の

清
華
大

学
で

教
え

た

リ

チ

ャ

ー

ズ

は
､

そ
の

時
の

産
物
と

し

て

『

孟

子
の

心

性
論
』

(

ら

賢
莞
旨
向

き

詩
心

L

5
さ
乱

一

九

三

二
)

を

書
い

た
｡

孟

子
の

文

章
の

翻
訳
(

英
訳
)

を

通
じ
て

､

そ
こ

に

い

く

通
り
も

の

意
味
が

可
能
で

あ

る
こ

と

か

ら
､

翻
訳
家
を

悩
ま

す

困
難

を

説
明

し
､

語
や

文
章
の

も
つ

多
様
な

意
味
を

分
析
す
る

た
め

の

｢

多
定

義
+

(

呂
已
t

首
-

e

ロ
e

P

n

≡
○

且

の

技
法
を

探
究
し

た

も
の

で

あ
る

｡

こ

の

間
題
は

､

次
の

『

理

性
の

基
本
的
規
則
』

(

加

已
軋

Q

知
己
琵

見
知

各
屯

3

一

九
三

三
)

に

お

い

て
､

い

っ

そ

う

詳
し

く

解
説
さ
れ

て

い

る
｡

一

九

三

四

年
に

は
､

感
情
言
語
の

妥
当

な

評

価
に

照
ち

し
て

コ

ウ

ル

リ
ッ

ジ

の

想

像
力
の

理

論
を

再
検
討
し
た

『

コ

ウ
ル

リ
γ

ジ

の

想

像

論
』

(

9
訂
1

邑

慧

Q

声

訂
▲

ぶ
軋

3

已
訂

且

が

書
か

れ

た
｡

コ

ウ

ル

リ

γ

ジ

の

リ

チ

ャ

ー

ズ

に

お

よ
ぼ

し

た

影
響
は

､

す
で

に

『

文
芸

批
評
の

原
理
』

に

お
い

て

見
ら

れ

る

が
､

こ

こ

で

ほ

心

理

学
の

立

場
を

す

て

て
､

認
識
論
の

立

場
と

呼
ぶ
ぺ

き

も
の

か

ら
コ

ウ
ル

リ

ッ

ジ

に

向
っ

て

い

る

と
こ

ろ
に

ち
が
い

が

あ

る
｡

そ
の

意

味
で

新
批
評
家
た

ち

は
､

本
書
を

リ

チ

ャ

ー

ズ

の

著

書
の

中
で

も
､

と

く
に

高
く

評
価
し
て

い

る

よ

う
で

あ

る
｡

一

九
三

九
年
に

は
､

ア

メ

リ

カ

の

ペ

ン

シ

ル

バ

ニ

ア

州
プ

リ

ン

･

モ

ア

大
学
で

の

連
続
講
演
を
も

と

に

し

て

ま

と

め

た

『

修
辞
学
の

原
理
』

(

つ

訂

b
辞
丸

訂
h

竜

ぎ
♪
､

知

訂
叶

?

3
.

Q

)

が

出
る

｡

こ

れ

は
､

新
し
い

修
辞
学
は

｢

誤
解
と

誤
解
防
止

法
の

研

究
+

を

そ
の

任
務
と

す
べ

き

で

あ
る

､

と

の

主
張
を

か

か

げ
､

言
葉
の

も

つ

複
建
な

機
能
を

哲
学
の

立
場
か

ら

分
析
し

た

も
の

で
､

コ

ン

テ

ク

ス

ト

(

文

脈
)

お

よ

び

隠
喩
が

文
革
の

中
で

果
す
微
妙
な

役
割
を

詳
し

く

論
じ

て

い

る

点
か

ら

も

見

逃
す
こ

と
の

で

き

な
い

好
着
で

あ

る
｡

ケ

イ
ム

ブ

リ

ッ

ジ

に

も

ど
っ

た

リ

チ

ャ

ー

ズ

は
､

次
に

､

さ

き

に

『

実
践
批
評
』

に

お

い

て

詩
に

つ

い

て

行
っ

た

実
験
を

､

こ

ん

ど

は

散
文
に

適
用
し

て

『

解
釈

教
授
論
』

(

旨
訂

ぷ
1

乳
已
軋

3

ぎ

づ

告
Q

賢
い

竜

一

九
三

八
)

を

ま

と

め

た
｡

練
習
問
題
と

し

て

散
文
の

短
文
を

課
し

､

そ

の

内
容
に

対

す
る

学
生
の

自

由
な

解
釈
の

し

方
を

も

と
に

し
て

､

修
辞
学

､

文
法

､

論
理

学
の

面
か

ら
､

言
語
教
授
の

諸
問
題
を

検
討
し

た

も
の

で

あ

る
｡

次
の

『

一

頁
を

ど

う

読

む
か
』

(

h

訂
弓

叶

○

知

昌
弘

P

+

ざ
笥

一

九
四

二
)

は

『

解
釈
教
授
論
』

の

延
長
と

し
て

､

文
革
を

読
む

に

際
し
て

､

い

か

に

し

て

誤
り

を

少
な

く

す

る
か

と

い

う
問
題
に

対
す
る

リ

チ

ャ

ー

ズ

の

答
え

で

凍

る
｡

こ

こ

で

は
､

7

初
歩
的
な

段
臍
に

お

け

る

文

章
の

理

解
が

扱
わ

れ
､

ま

た

二
日

旨
¢

㌧

彪
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へ

笥
t
㌧

へ

g

訂
e

､

な

ど
の

基
本
的
な

単
語
に

よ

る

読
み

方
の

練

習
が

試
み

ら
れ

て

い

る

が
､

こ

う
し

た

関
心

ほ

次
の

著
書
『

べ

-

シ

ア

タ

英
語
と

そ

の

使
用
法
』

(

b

e
訂

由
3
屯

～

買
計

P
ヾ

邑
軋

訂

〔

訂
宏

一

九
四

三
)

へ

と

発
展

す
る

｡

リ

チ

ャ

ー

ズ

は

『

孟

子
の

心

性
論
』

に

お
い

て

｢

多
定
義
+

の

技

法
を

試
み

た
こ

ろ

か

ら
､

定
義
を

行
う
に

は
､

あ

る

限
ら

れ

た

単
語
で

足

り

る

こ

と

に

気
付
き

､

オ

グ

デ
ン

の

考
案
に

か

か

る
ベ

ー

シ

ッ

ク

英
語
に

深
い

関
心

を

示

し
､

こ

れ
の

普
及
に

つ

と

め
て

き

た
｡

ベ

ー

シ

ッ

ク

を

意

味
論
的
訓
練
の

道

具
と

し

て

応
用
す
る

ば

か

り
で

な

く
､

こ

れ

を

簡
単
平

易
な

国
際
補
助

語
と

し
て

も

役
立
て

た
い

と

い

う

念

願
か

ら

で

あ

る
｡

『

国
家
と

平
和
』

(

旨
叶

許
さ
h

P
→

邑

h

ぎ
宗

一

九
四

七
)

の

中
で

は
､

世

界
政
府
樹
立
の

た

め

に
､

べ

ー

シ

γ

ク

の

八
五

〇

語
よ

り

も

さ

ら
に

少
な

い

四

〇
〇
語
以

下
の

基
礎
英
語
で

役
立
て

よ

う
と

提
案
し

て

い

る
｡

一

オ

グ

デ
ン

‖

リ

チ

ャ

ー

ズ

は

『

意
味
の

意
味
』

に

お
い

て
､

言
語
か

ら

生

ず
る

誤
り

と

し

て
､

次
の

五
つ

の

タ
イ

プ

を
あ

げ

て

い

る
｡

山

発
音
上
の

ご

ま

か

し
｡

こ

れ

は

似
か

よ
っ

た

音
の

言

葉
を

､

そ
の

適

用
範
囲
ま

で

も

類
似
し

て

い

る
か

の

よ

う
に

取
り

扱

う
こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

顕

著
な

例
は

､

ミ

ル

(

-
-

∽
.

呂
i

-

-

)

が

占
e

巴

冒
b
-

e
､

(

望

ま

し

い

)

と

い

う

単

語
を

､

ご
1

-

監
-

e
-

(

見

え

る
)

や
へ

打

ロ
○

弓
日

夏
e

-

(

知
ら

れ

る
)

と

同
じ

よ

う
な

ぐ

あ
い

に

拡
張
で

き

る

か

の

ご

と

く

使
用
し
て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

｢

望
ま

る
ぺ

き
+

(

○

仁

g

F
t

t

O

訂
d
e

巴

記
d
)

と

い

う

意
味
の

益
e

巴

2
E
2

】

は
｢

誰
か

に

よ
っ

て

見
ら
れ

う
る
+

(

P

オ
ー

e

t

O

b
e

S
e

e

ロ

b

Ⅵ

S

0

2
e

げ
○
(

首
)

と

い

う

意
味
の

ご
1

】

軋
b
-

e
Y

と

用
法
上

一

致
す

る

も
の

で

は

な
い
｡

仏

実
体

化
の

ご

ま
か

し
｡

わ

れ

わ

れ

が

考
え

を

な

に

か
一

般
的
な

意
見

に

ま

と

め

よ

う
と

す
れ

ば
､

い

き

お

い
､

言
語
を

省
約
し
､

凝
縮
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

が

し
か

し
､

そ

の

省
約
語
を

実
体
化
(

F
q

匂
○

払
t

巴
小

江
e
)

す
る

必

要
は

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

の

実
体
化
の

習
慣
が
い

か

に
一

般
的
で

あ

り
､

ま

た
い

か

に

有
力
で

あ

る

か

は
､

徳
(

ま
き
ロ
e

)
､

自
由
(
f

諾
e
･

臣
0

日
)

､

民

主
主
義
(

計
2
宍
1

P
O

ユ
､

平
和
(

p
e

p
O

e
)

､

宗
教
(

言
-

首
-

○

ロ
)

な

ど
の

抽
象
語
を

考
え

て

み

れ

ば

わ

か

る

で

あ

ろ

う
｡

㈲

両
義
語
使
用
の

ご

ま

か

し
｡

例
え

ば

‥
官
岩
2

p

昏
ロ

､

と

い

う

語

は
､

知

覚
さ

れ

た

も
の

を

指
す
の

か
､

ま

た

知

覚
す

る

こ

と

を

指

す
の

か
｡

同
様
に

占
ロ
O
d

ユ

乳
g
e

､

は

知
ら
れ

た

も

の

も

指
す
し

､

知
る
こ

と

も

指
す

｡

両
義
諸
侯
用
の

ご

ま

か

し

は
､

こ

の

よ

う
な

言
葉
を

､

問
題
に

な
っ

て

い

る

種
々

の

指
示
物
に

同
時
に

用
い

る

た

め

に

生

ず
る

｡

｢

美
+

と
い

う
言

葉
が

美
し
い

物
の

属
性
を

指
し

た

り
､

あ

る
い

は
そ

の

属
性
が

観
察
者
に

お
よ

ぼ

す
情
緒
的
効
果
を

指
す
よ

う
に

用
い

ら

れ
る

場
合
ほ

､

こ

の

ご

ま

か

し
の

適
例
で

あ

る
｡

こ

の

種
の

ご

ま

か

し

は
､

愚
論
を

も
っ

と

も

ら

し

く
み

せ

る

点
で

ほ
､

誠
実
な

人

類
を

あ

ざ

む

く

他
の

ど

ん

な
ご

ま

か

し

ょ

り

も

は

な
は

だ

し
い

､

と

オ

グ

デ
ン

=

リ

チ

ャ

ー

ズ

ほ

述
べ

て

い

る
｡

仙
三
一一

口

菓
の

魔
術

｡

こ

れ

は

言
葉
と
い

う
も
の

が

あ
る

点
で

物
の

一

部
で

あ

る

と
か

､

あ
る

い

は

そ
の

言

葉
と

符
合
す
る

物
を

常
に

暗
示
す
る

､

と

い

う

迷
信
で

あ

る
｡

こ

の

迷
信
の

た

め

に
､

わ
れ

わ

れ
は

往
々

に

し

て
､

言
葉
ほ

道
具
で

あ

り
､

言

葉
と

物
と
の

関
係
は

間
接
的
で

あ

る
こ

と

を

忘

れ
る

｡

ま
た

､

こ

う
し

た

迷
信
は

リ

チ

ャ

ー

ズ

が

『

修
辞
学
の

原
理
』

の

β2 き

一
軒
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絹

由
一

ヽ

血
T

中
で

｢

固
有
意

義
の

迷
信
+

と

呼
ん

で

い

る

も
の

､

す
な

わ

ち
､

言
葉
に

は

そ

れ

ぞ

れ

独
特
の

意
義
(

理

想

的
に

は

た

だ

び

と
つ

の

意
義
)

が

あ
っ

て
､

そ

れ

は

そ
の

言
葉
の

用
法
や

言
葉
の

つ

か

わ

れ

る

目

的
と

は

独

立
に

存
在
し

､

か
つ

そ
の

用
法
や

目

的
を

支
配
す
る

と
い

う
一

般
の

信
仰
に

も

通
ず
る

｡

㈲

情
牌
的
意
味
と

指
示
的
意
味

と

の

混
同

｡

オ

ブ

デ
ン

‖

リ

チ

ャ

ー

ズ

は
､

言

語
の

用
法
を
二

つ

に

分
け

て

考
え

る
｡

『

意

味
の

意
味
』

の

中
で

は
､

科
学
的
言
語
を

｢

象
徴
的
言
語
+

と

よ

び
､

詩
の

言

語
を

｢

喚
起
的

言
語
+

と

よ

ん

で

い

る
が

､

リ

チ

ャ

ー

ズ

が

『

文

芸
批
評
の

原
理
』

の

中

で

行
っ

て

い

る

｢

言
語
の

科
学
的
(

=

指

示

的
)

用
法
+

と

｢

言
語
の

情

緒
的
用
法
+

と
い

う
分
け

方
の

ほ

う
が

､

い

っ

そ

う

適

切

か

も

知
れ

な

い
｡

｢

言
語
の

情
緒
的
用
法
+

に

よ

る

詩
に

お
い

て

は
､

言
葉
が

何
か

を

正

し

く

指
示

し
て

い

る

か

ど

う
か

は

問
題
に

な

ら

な
い

｡

科
学
的
言
語
で

考
慮
す
べ

き

重

要
な

問
題
は

､

そ

れ

が

何
か

を

正

し

く

指
示

し
て

い

る

か

ど

う
か

で

あ

る
の

に

対
し

て
､

情
緒
的
言
語
で

大
切

な
こ

と

は
､

喚
起
さ

れ

た

態
度
の

性
椿
で

あ
っ

て
､

指
示
の

真
否
は

考
慮
外
に

お

か

る
ぺ

き

で

あ

る
｡

こ

の

区

別
が

は
っ

き

り

と

認

識
さ

れ

て

い

な
い

た

め

に
､

詩
の

適

切

な

読
み

方
が

阻
害
さ

れ

て

い

る
｡

(

た

だ

し
､

詩
ほ

ど

純
粋

で

な

い

文

学

形
式

､

小

説
や

劇
に

お

い

て

は
､

情
緒
的

意

味

と

指
示

的

意
味
と
の

関

係

は
､

も
っ

と

複
雄
に

な

る

で

あ

ろ

う
｡

)

以

上

あ

げ
た

､

言
語
に

よ
っ

て

五
つ

の

生

ず
る

誤
り

か

ら

脱
す
る

方
法

と

し
て

､

オ

グ

デ
ン

‖

リ

チ

ャ

ー

ズ

は
､

当
時
盛
ん

で

あ
っ

た

種
々

の

タ

イ
プ

の

心

理

学
か

ら

援
用
し

て
､

言
語
に

つ

い

て

の

正

し
い

態
度
を

植
え

つ

け
よ

う
と

し
て

い

る

が
､

そ
の

親
切
は

あ

ま

り

に

層
灘
な
の

で
､

こ

こ

で

触
れ

る
こ

と

は

控
え

る
｡

た

だ
､

の

ち

に

リ

チ

ャ

ー

ズ

が

『

実
践
批

評
』

の

中
で

､

人

間
の

使
う
言
葉
の

意

味
を

､

H
言
葉
の

概
念
的
な

内
容

で

あ
る

｢

趣
意
+

(

琵
n

琵
)

､

日
吉
き

手
の

読
者
に

対

す

る

態

度
を

指

す

｢

調
子
+

(
{

○

ロ
e

)
､

目
白
分
が

書
い

て

い

る

事
柄
に

対

す
る

書
き

手
の

態

度
を

指
す
｢

感
情
+

(
f

e

2
-
-

n

g
)

､

内
意
識
す

る

と

し

な

い

に

か

か

わ

ら

ず
､

書
き

手
が

あ

げ
よ

う
と

す
る

効
果
を

指
す
｢

意
図
+

(

F
訂
n
t
-

○

ロ
)

､

の

四
つ

に

分
解
し
て

､

読
ん

だ

り

(

聞
い

た

り
)

す
る

際
に

､

こ

う
し

た

四
つ

の

意
味
か

ら

成
る

｢

給
食
的
な

意
味
+

(

t

O

邑
ヨ
①

㌢
ロ

訂
叫
)

に

注
意

を

払
う
べ

き
で

あ

る

と

す
る

考
え
の

萌
芽
が

､

す
で

に

『

意
味
の

意
味
』

の

中
に

あ

ら
わ

れ

て

い

る
こ

と

は

指
摘
す
べ

き
で

あ

ろ
う

｡

意
味
の

こ

う

し

た

分
解
の

し

方
は

､

決
し

て

絶
対

的
な

も
の

と

考
え

ら

れ

て

は

な

ら

な

い

が
､

言
葉
を

分
析
す
る

際
に

､

か

な
り

有
効
な

手
が

か

り

を

提
供
し
て

く

れ
る
こ

と

は

否
定
で

き

な
い

｡

〓

言
語
教
育
者
と

し

て

の

リ
チ

ャ

ー

ズ

の

立

湯
が

最
も

は
っ

き

り

と

あ

ら

わ

れ

て

い

る

彼
の

最
初
の

著
作
は

､

さ

き

に

触
れ

た

『

実
践
批
評
』

で

あ

る
｡

リ

チ

ャ

ー

ズ

は
､

こ

の

本
の

目

的
と

し

て
､

三
つ

あ

げ
て

い

る
｡

｢

第
一

に
､

批
評
家
と

し
て

で

あ

れ
､

哲
学
者
と

し
て

で

あ
れ

､

教
師

と

し

て

で

あ

れ
､

心

理

学
者
と
し

て

で

あ

れ
､

あ

る
い

は

単
に

好
奇
心

に

富
ん

だ

人
と

し
て

で

あ
れ

､

お

よ

そ

文
化
の

現
状
に

関
心

を
い

だ

く

人
々

に

新
し
い

種
類
の

資
料
を

提
供
す

る
こ

と
｡

第
二

に
､

自
分
が

詩
(

お

よ

び

同

性

貿
の

事

柄
)

に

つ

い

て
､

ど

う
考
え

､

ど

う
感
じ

､

な

ぜ

そ

れ

を

9

好
み

､

ま

た

き

ら

う
か

を

自
分
で

発
見
し
た

い

と

嘩
っ

人
た

ち

に
､

新
し

戯
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い

技
術
を

提
供
す
る
こ

と
ひ

第
三

に
､

識
別

力
や

わ

れ

わ
れ

が

聞
い
.
た

り

読
ん

だ

り

す
る

も
の

を

理

解
す
る

能
力
を

伸
ば

す
の

に
､

現
在
わ
れ

わ

れ

が

用
い

て

い

る

方

汰
よ

り

も
､

も
っ

と

効
果
的
な

教

育
方
法
へ

の

道
を

整

え
る

こ

と
｡

+

こ

れ

ら
の

目

的
を

達
成
す
る

た
め

の

証
拠
固
め

と

し

て
､

リ

チ

ャ

ー

ズ

は

学
生
に

詩
の

批
評
を

書
か

せ

た
の

で

あ
る

が
､

結
果
は

､

読
み

方
に

お

け
る

種
々

の

欠
陥
を

暴
露
す
る

さ

ん

た

ん
た

る

も
の

で

あ
っ

た
｡

彼
は

､

こ

う
し
た

欠
陥
を

十
種
類
に

分
類
し
て

各
項
に

つ

い

て

詳
細
に

論
じ
て

い

る

が
､

こ

の

中
で

中
核
を

な

し

て

い

る
の

は
､

お

そ

ら

く

｢

見
当
違
い

な

連
想
と

紋
切

型
の

反
応
+

と

題
す
る

項
で

あ

ろ

う
｡

新
し
い

詩
に

接
す
る

時
､

わ

れ

わ

れ
が

最
も

警
戒
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

の

は
､

こ

う
し

た

型

に

ほ

ま
っ

た

反
応
で

あ
り

､

そ

れ

は

｢

経

験
か

ら

の

逃

避
+

を

意

味
す

る
､

と

リ

チ

ャ

ー

ズ

は

指
摘
す
る

｡

観
念
や

反
応

が

非

常
に

普

及

す
る

と
､

そ

れ

は

規
格
化

､

レ

ベ

ル

の

低
下
へ

と

向
う
傾
向
が

あ
る

ゆ
え

に
､

マ

ス

･

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ

ョ

ン

は

芸
術
に

対

す
る
こ

の

よ

う
な

脅
威
を

､

今
日

と

り

わ

け

強
く

し
て

い

る
｡

し

か

し
､

微
妙
な

観
念
や

反
応
が

伝
達

さ

れ

得
る

お

も

な

手

段
の

一

つ

と

し
て

､

リ

チ

ャ

ー

ズ

は

詩
に

希
望
を

託

し
て

い

る
｡

｢

す
ぐ

れ

た

詩
が

そ

の

価
値
を

現
実
と
の

接
触
の

緊

額
さ

に

多
分
に

負
う
て

い

る

と

す
る

な

ら
ば

､

そ

の

こ

と

に

よ
っ

て

詩
は

非
現
実

的
な

観
念
や

反
応
を

打
破
す
る
の

に

強
力
な

手
段
と

な

る

か

も

知
れ

な
い

の

だ
+

と

言
っ

て
､

現
代
に

お
.
け

る

詩
の

効
用
を

強
調
し

て

い

る
｡

た
だ

し
､

詩
を

現
代
に

お
い

て

意
義
あ

ら

し

め
る

た
め

に

は
､

そ

れ

を

読
み

解

く

た

め
の

効
果
的
な

方
法
が

あ

み

だ

さ
れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

､

と
い

う

の

が

リ

チ

ャ

ー

ズ

の

主
張
な
の

で

あ

る
｡

と
は

い
り

て

も
､

『

実
践
批
評
』

に

お
い

て

リ

チ

ャ

ー

ズ

が
､

詩
を

読
む

甜
り
～

た

め
の

具
体
的
改
革
案
を

提
示

し
て

く
れ

た

わ

け

で

は

な
い

｡

む
し

ろ
､

読
詩
の

際
に

障
害
と

な

る

困
難
を

指
摘
す
る

に

と

ど

ま
っ

て

い

る

と

い

え

る
｡

し
か

し
､

こ

の

よ

う
な

困
難
な
い

し

落
し

穴
に

注

意
を
お

こ

た

ら
な

い

な

ら
ば

､

わ

れ

わ

れ

が

諸
に

対

す
る

態
度
は

､

著
し

く

改
善
さ
れ

る

で

あ

ろ

う
こ

と

は

十
分
に

察
す

る
こ

と
が

で

き

る
｡

実
際

､

こ

の

本
が

現
代

批
評
に

あ

た

え

た

影
響
は

き

わ

め
て

健
全
な

も

の

で

あ
っ

た
｡

そ
の

意
味

で
､

こ

れ

は

す
ぐ

れ

て

教
育
的
な

本
で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

が

で

を

よ

1

フ
〇

三

詩
の

解
釈
の

問
題
か

ら
､

リ

チ

ャ

ー

ズ

は

散
文
の

解
釈
に

も

手
を

伸
ば

し

た
｡

学
生
に

言
語
の

使
用
法
に

つ

い

て

い

ろ
い

ろ
の

理

論
的
問
題
が

起

る

よ

う
な

､

い

く
つ

か

の

散
文
の

例
を

読
ま

せ
て

､

そ

の

各
例
文
の

内

容

に

つ

い

て
､

質
問
に

答
え

さ

せ

た
の

が

『

解
釈
教
授
論
』

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

修
辞
学

､

文
法

､

論
理

学
の

面
で

､

一

般
に

学
校
で

行
わ

れ

て

い

る

教
え

方
が
い

か

に

誤
っ

た

も
の

で

あ

る

か

を

指
摘
し
ょ

う
と

し
た

も
の

で

あ
る

｡

修
辞
学
に

つ

い

て

い

え
ば

､

リ

チ

ャ

ー

ズ

は

言

語
の

さ

ま

ざ

ま

な

機

能
､

特
に

隠
喩
の

は

た

ら

き
に

つ

い

て

の

学
生

た

ち
の

認
識
が

い

か

に

浅

い

か

を
､

大
き

く

取
り

上

げ
て

い

る
｡

リ

チ

ャ

ー

ズ

に

す
れ

ば
､

隠
喩
と

い

う
も
の

が

単
に

修
辞
迭
に

と

ど

ま

ら

ず
､

言
語
の

本
質
に

か

か

わ

る

重

要
な

は
た

ら
き

で

あ

る
の

に
､

一

般
に

は

文
飾
に

す
ぎ

な
い

と

見
な

さ

れ

て

い

る
こ

と
が

奇
異
で

あ

り
､

な

げ
か

わ

し

く
も

感
ぜ

ら

れ

た

の

で

あ

l
▼丘

叩

岨

ワ

､

･

血
甲
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そ
こ

で

彼
は

『

修
静
単
の

原
理
』

で

訊
い

た

隠
喩
の

重

要
性
を

､

こ

こ

で
､

ふ

た

た

び

く

り

返
し
て

い

る
｡

し

か

し
､

リ

チ

ャ

ー

ズ

が
､

こ

の

本
の

中
で

､

最
も

は

げ

し

く

攻
撃
し

て

い

る
の

は
､

従
来
の

文
法
書
で

あ

ろ

う
｡

彼
が

取
り

上

げ
て

い

る

文
法

書
は

規
範
文
法
で

あ
る

か

ら
､

彼
の

よ

う
に

常
に

言
語
の

流
動
性
を

意
識

し
､

確
定
的
な

規
則
に

敵
意
を
も
つ

者
に

は

我

慢
が

な

ら

な
か
っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

彼
が

非
難
し
て

い

る

の

は
､

こ

れ

ら

文
法
家
が

構
文
の

分
析
に

あ

た
っ

て
､

文
脈
的
要
素
を

無
視
し

､

彼
ら
の

分
類
や

区

別
を

特
定
の

目

的
に

関
連
づ

け

ず
に

絶
対

的
な

も
の

と

見
な

し

て

い

る

点
な

ど
で

あ

る
｡

こ

れ

ら

文
法
家
の

一

般
論
は

大
ま

か

に

は

正

し
い

に

し
て

も
､

実
際
の

文

章
の

細
か

い

解
釈
に

は

役
立
た

な
い

も
の

で

あ

る
こ

と
が

ほ

の

め

か

さ

れ

て

い

る
｡

リ

チ

ャ

ー

ズ

が

心

に

措
い

て

い

る
の

は

解
釈
学
的
文
法
論
で

あ

る
か

ら
､

従
来
の

規
範
的
な

文
法
書
に

不

満
を

感

じ

た

の

当

然
で

あ

ろ

>

フ
○

そ
こ

で
､

リ

チ

ャ

ー

ズ

は

従
来
の

巨
視
的
文
法
に

対
し
て

､

解
釈
の

た

め
の

微
視
的
文
法
を

提
唱
し

て

い

る
｡

彼
の

唱
え
る

文
法
が

体
系
的
に

ど

の

よ

う
な
も

の

に

な

る

か

を

リ

チ
ャ

ー

ズ

は

説
明
し

て

い

な
い

が
､

そ

れ

が

何
よ

り

も
コ

ン

テ

ク

ス

ト

を

重

視
し

､

そ

れ

を

核
に

し

た

も
の

で

あ

ろ

う
こ

と

は

推
測
で

き

る
｡

そ

し
て

､

そ
の

よ

う
な

文
鎮
は

従

来
の

も
の

と

は

が

ら
り

と

変
っ

た

も
の

に

な
る

で

あ

ろ

う
｡

従
来
の

文

法
と

あ

わ

せ
て

彼
が

非
難
し
て

い

る

の

は
､

慣
用

法
(

戻
･

品
e

)

に

つ

い

て

の

こ

れ

ま

で

の

考
え

方
で

あ
る

ひ

伝
統
的
な

文
法
に

当
て

は

ま

ら

な
い

語
法

､

ま

た

は

そ

れ
に

よ
っ

て

う
ま

く

説
明
の

つ

か

な
い

用

法
を

､

す
べ

て

慣
用
法
と

し
て

片
付
け
る

の

が
､

こ

れ

ま

で

の

行
き

方
で

あ
っ

た
｡

｢

す
ぐ
れ

た

作
家
が

そ
の

よ

う
に

書
い

て

い

る

か

ら
､

そ
の

用

法
は

正

し
い

の

だ
+

と
い

う
よ

う
な

理

く
つ

は
､

精
神
の

自
由
な

動
き

を

阻
害
し

､

言
語
に

よ

る

思
考
と
い

う
行
為
に

つ

い

て

自
己

批
判
的
な

､

有

益
な

反
省
を

抑
圧

す

る

も
の

だ
､

と
リ

チ

ャ

ー

ズ

は

言
う

｡

適
切

な

用
法

か

香
か

を

決
定
す
る

標
準
は

わ
れ

わ

れ

の

心

の

中
に

宿
っ

て

い

る
の

で

あ

っ

て
､

こ

う
し

た

批
判
力
を

養
う
こ

と
が

言
語
教
育
の

役
目
の

一

つ

で

あ

る
ぺ

き

な
の

だ

か

ら
､

慣
用
法
に

つ

い

て

は

選
択
の

自
由
を

常
に

あ

た

え

て

お

く
の

が

望
ま

し
い

態
度
で

あ
る

､

と

い

う
の

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

ふ

た

た

び
､

言
葉
が

そ
の

コ

ン

テ
ク

ス

ト

に

お

い

て

互
い

に

い

か

に

は

た

ら

き

合
う
か

を

研
究
す

る
こ

と

が
､

解
釈
文
法
の

目
的
で

あ
る

と

結
論
し

て

い

る
｡

リ

チ

ャ

ー

ズ

の

言
語
教
育
に

関
す
る

関
心

は
､

ほ
か

に

べ

ー

シ

ア

タ

英

語
や

｢

多
定

義
+

に

も
あ

ら

わ

れ

て

お

り

実
に

多

岐
に

わ

た
っ

て

い

る

が
､

種
々

の

矛
盾
も

多
い

｡

そ

れ

ら

に

つ

い

て

の

ぺ

る
こ

と

は

他
日

に

譲

り

た
い

｡

(

一

橋
大

学
助

教

授
)




