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なのです。「好
この
まれる言

い
い回

まわ
し」は、言

げん
語
ご
によって違

ちが
います。本

ほん
書
しょ
には、英

えい
語
ご
と

対
たい
照
しょう
しながら日

に
本
ほん
語
ご
の特
とく
徴
ちょう
を解

かい
説
せつ
している箇

か
所
しょ
がありますが、日

に
本
ほん
語
ご
が、「主

しゅ
観
かん

的
てき
把
は
握
あく
」の傾

けい
向
こう
のある言

げん
語
ご
であるのに対

たい
し、英

えい
語
ご
は「私

わたし
」を言

げん
語
ご
化
か
した方

ほう
が自

し

然
ぜん
な、「客

きゃっ
観
かん
的
てき
把
は
握
あく
」の傾

けい
向
こう
のある言

げん
語
ご
としています。

　著
ちょ
者
しゃ
らは、日

に
本
ほん
語
ご
母
ぼ
語
ご
話
わ
者
しゃ
にとって、ものごとの把

は
握
あく
の原
げん
点
てん
は「私

わたし
」であり、

その「私
わたし
」が発

はつ
話
わ
の現
げん
場
ば
に自

じ
身
しん
を置

お
き、<イマ・ココ>という視

し
点
てん
から事

じ
態
たい
を捉
とら
え、

主
しゅ
観
かん
的
てき
に言
げん
語
ご
化
か
するのが日

に
本
ほん
語
ご
の基

き
本
ほん
であるとしています。

　「恩
おん
恵
けい
の授

じゅ
受
じゅ
」「迷

めい
惑
わく
受
うけ
身
み
」などを含

ふく
む43の文

ぶん
法
ぽう
事
じ
象
しょう
がこの観

かん
点
てん
に基

もと
づいて考

こう
察
さつ
さ

れていますが、課
か
を読

よ
み進

すす
めていくうちに、「日

に
本
ほん
語
ご
らしさ」に対

たい
する理

り
解
かい
が深

ふか
まっ

ていくことでしょう。

　本
ほん
書
しょ
は、大

だい
学
がく
や大

だい
学
がく
院
いん
で日

に
本
ほん
語
ご
学
がく
を学

まな
ぶ方

かた
、日

に
本
ほん
語
ご
教
きょう
育
いく
に携

たずさ
わっている方

かた
の参

さん
考
こう

書
しょ
としてお勧

すす
めします。日

に
本
ほん
語
ご
非
ひ
母
ぼ
語
ご
話
わ
者
しゃ
の方

かた
は、自

じ
身
しん
の母

ぼ
語
ご
に引

ひ
き付

つ
けながら読

よ

むとよいでしょう。

　自
じ
己
こ
紹
しょう
介
かい
の場

ば
面
めん
をイメージして、自

じ
分
ぶん
だったら日

に
本
ほん
語
ご
で何

なん
と言

い
う

か言
い
ってみてください。あなたが言

い
ったのは、次

つぎ
のどちらだったでし

ょうか。

　（１）はじめまして。私
わたし
は〇〇です。どうぞよろしくお願

ねが
いします。

　（２）はじめまして。〇〇です。どうぞよろしくお願
ねが
いします。

　（１）と（２）の違
ちが
いは、「私

わたし
は」があるかないかなのですが、日

に
本
ほん

語
ご
母
ぼ
語
ご
話
わ
者
しゃ
は、（２）の方

ほう
を自

し
然
ぜん
に感
かん
じます。つまり、（２）の方

ほう
が母

ぼ

語
ご
話
わ
者
しゃ
に「好

この
まれる言

い
い回

まわ
し」であり、「日

に
本
ほん
語
ご
らしい日

に
本
ほん
語
ご
」と言

い

えます。これはなぜなのでしょうか。

　本
ほん
書
しょ
は、母

ぼ
語
ご
話
わ
者
しゃ
に「好

この
まれる言

い
い回

まわ
し」を数

かず
多
おお
く取

と
り上

あ
げ、な

ぜ母
ぼ
語
ご
話
わ
者
しゃ
はその言

い
い回

まわ
しを好

この
むのか、認

にん
知
ち
言
げん
語
ご
学
がく
の観

かん
点
てん
から解

かい
説
せつ

した参
さん
考
こう
書
しょ
です。目

もく
次
じ
にあるように、論

ろん
点
てん
は「発

はつ
話
わ
の原

げん
点
てん
」「空

くう
間
かん
・

時
じ
間
かん
の把

は
握
あく
」など全

ぜん
部
ぶ
で６章

しょう
あり、各

かく
章
しょう
に、論

ろん
点
てん
に関

かん
連
れん
した文

ぶん
法
ぽう
事
じ

象
しょう
を扱

あつか
う課

か
があります。各

かく
課
か
は、「1.これまで」でその文

ぶん
法
ぽう
現
げん
象
しょう
の先

せん

行
こう
研
けん
究
きゅう
をふりかえり、「2.しかし」で先

せん
行
こう
研
けん
究
きゅう
の成

せい
果
か
では解

かい
決
けつ
できて

いない点
てん
を指

し
摘
てき
する。これらを踏

ふ
まえ、「3.実

じつ
は」で認

にん
知
ち
言
げん
語
ご
学
がく
の視

し

点
てん
に基

もと
づく考

こう
察
さつ
を行

おこな
う。「4.さらに」で、課

か
のまとめを行

おこな
うと同

どう
時
じ
に

3.の考
こう
察
さつ
が当

あ
てはまる他

ほか
の文

ぶん
法
ぽう
現
げん
象
しょう
についても触

ふ
れる、という流

なが
れ

で書
か
かれています。各

かく
課
か
が独

どく
立
りつ
しているため、読

どく
者
しゃ
は論

ろん
点
てん
の中

なか
で特

とく

に興
きょう
味
み
のある文

ぶん
法
ぽう
現
げん
象
しょう
の課

か
を選

えら
んで読

よ
むこともできます。さらに理

り

解
かい
を深
ふか
めたい場

ば
合
あい
は、巻

かん
末
まつ
にある参

さん
考
こう
文
ぶん
献
けん
一
いち
覧
らん
も役
やく
に立

た
ちます。

▽ものごとの把
は
握
あく
の原

げん
点
てん
は「私

わたし
」

　（１）（２）に戻
もど
り、「私

わたし
」について考

かんが
えます。筆

ひっ
者
しゃ
らは、第

だい
1課
か
で、

日
に
本
ほん
語
ご
母
ぼ
語
ご
話
わ
者
しゃ
は、「事

じ
態
たい
の中

なか
にいて自

じ
身
しん
の周

まわ
りを感

かん
覚
かく
や知

ち
覚
かく
で捉
とら
え、

目
め
や耳

みみ
で知

ち
覚
かく
できるもの、認

にん
識
しき
できるものを言

げん
語
ご
化
か
し、知

ち
覚
かく
できない

ものは言
げん
語
ご
化
か
の対
たい
象
しょう
としない傾

けい
向
こう
がある」と述

の
べています（4ページ）。

　出
で
来
き
事
ごと
を語

かた
る際

さい
、その語

かた
り手

て
であり、中

ちゅう
心
しん
にいる「私

わたし
」は、自

じ
身
しん

の視
し
界
かい
には入

はい
りません。つまり、日

に
本
ほん
語
ご
の場

ば
合
あい
、認
にん
識
しき
の対

たい
象
しょう
ではな

い「私
わたし
」は、言

げん
語
ご
化
か
しないのが「好

この
まれる言

い
い回

まわ
し」であり、自

し
然
ぜん

日
に
本
ほん
語
ご
母
ぼ
語
ご
話
わ
者
しゃ
に「好

この
まれる言

い
い回

まわ
し」の理

り
由
ゆう
がわかる

『日
に

本
ほん

語
ご

文
ぶん

法
ぽう

の論
ろん

点
てん

43
  ―「日

に
本

ほん
語

ご
らしさ」のナゾが氷

ひょう
解

かい
する―』
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