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アダム・スミス旧蔵書の書誌と目録のこれまでとこれから  

水田洋博士を囲んで  

 

前言 

本座談会は、東京大学経済学図書館が所蔵するアダム・スミス旧蔵書（「アダム・スミス

文庫」）のデジタル化事業 1 )をきっかけに組織された共同研究グループにより企画されたも

のである（「デジタル資源を活用した A・スミス経済思想の多元的学際的構造分析の新た

な試み」挑戦的萌芽研究  26590031 代表  小野塚知二・東京大学大学院経済学研究科教授）。

この共同研究では、デジタル・ヒューマニティーズの手法を活用したこのコレクションの

新たなカタログを作成することを大きな柱の一つとしているが、その中で、スミスの蔵書

目録作成の大先達である水田洋博士に助言を賜ることができないかという声が挙がった。

幸い、水田博士からは趣旨を理解いただき、博士の高弟である安藤隆穂教授の協力も得て、

2014 年 12 月 20 日、名古屋大学理学部 B 館 5 階 高等研究院・談話室にて、座談会とい

う形で話を伺う機会を設けることができた。  

座談会の開催に先立ち、共同研究メンバー内で質問内容を調整し、それを水田博士に予

め提示したが、当日は、有江大介教授の司会のもと、髙哲男教授、深貝保則教授というア

ダム・スミスの思想やデジタル化の動向に造詣の深い学者も加わり、和気藹々とした雰囲

気のもと、闊達な議論が繰り広げられた。本共同研究におけるカタログ作成事業にも、様々

な示唆をいただくことができた。  

当時 95 歳の御高齢を押して参加くださった水田博士、会場を提供くださった名古屋大

学の関係各位に感謝申し上げる。  

 

座談会参加者（当時の所属・五十音順 *当日不参加で紙上のみの参加） 

有江大介（横浜国立大学）、安藤隆穂（名古屋大学）、梅川佳子（名古屋大学）、大澤耕史

（京都大学）、大塚雄太（名古屋大学）、小野塚知二（東京大学）、小島浩之（東京大学）、

蔡大鵬（名古屋大学）、髙哲男（九州産業大学）、*高橋裕史（苫小牧駒澤大学）、*野原慎司

（東京大学）、深貝保則（横浜国立大学）、福田名津子（一橋大学）、森脇優紀（東京大学）、

矢野正隆（東京大学）  
 

 

はじめに 

有江 本日は、特にカタログを中心に、水田洋

先生になんでも聞いておこうということで、セ

ッションを企画しました。それに先だって、皆さ

んからいくつか質問を受けておりまして、それ

を私が整理・編集したものをお配りしてありま

す。すこし表現を修正してありますが、この順番

で一つ一つ読み上げる形で進めていきたいと思

います。 

大きく分けると、まず水田先生が編纂された

アダム・スミス旧蔵書のカタログ（『水田カタロ

グ』）についての部分、次に、東大の「アダム・

スミス文庫」について、それから 後に、カタロ

グから見た水田先生のスミス研究全般について、
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というところまでお訊きできればと考えていま

す。 

なお、予め説明しておきますと、『水田カタロ

グ』には、ボナー（James Bonar）が作成したアダ

ムスミス旧蔵書目録第 2 版（『ボナー・カタロ

グ』） 2)の補遺として 1967 年にケンブリッジ大学

出版局より刊行されたもの（CUP 版）3)と、これ

を増補しスミスの著作における引用箇所なども

加え、2000 年にオックスフォードより刊行され

たもの（OUP 版）4)の 2 種類があります。『水田

カタログ』とだけ言う場合には、この両者を含む

場合もあるとご理解ください。 

CUP 版扉 OUP 版扉 

 

『水田カタログ』編纂のきっかけと経緯 

有江 まず、小島さんからの質問で、「この目

録を作成するにあたって、世界に散在するスミ

スの旧蔵書をどういった順番で調査したのか。

そして、調査の際に作成した調書はどのような

ものであったのか、何かご自分なりのフォーマ

ットがあったのか。差し支えない限りでお教え

いただきたい」という質問です。 

 

水田 目録の謝辞のところをみてもらうと、

「Professor Okochi」って書いてあるんだね。大河

内先生が、僕に、スミス蔵書を点検する価値があ

るということを教えた、とそう書いてある。ただ、

それは、先生から手紙か何かで、あなたがやりな

さいと言われた、というようなことではない。要

するに、グラスゴーに留学（1954-1955）してい

る貧乏留学生が、大河内一男の来訪を受けて、

「水田君、このボナーのカタログはおかしいで

すよ」って言われて、「じゃあ、やりましょうや」

っていうくらいに始めたものなのです。実際に

グラスゴーで現物を見てるから。それが、こうい

うことになっちゃったっていう感じです。 

これは他でも書いたことですけども、それを

リストにして、まず『一橋論叢』に送ったら無視

された。そこで、これをどうしようかと思ってい

たところに、小林昇が、福島大学の『商学論集』

に載せたのです5)。その抜き刷りだか、書き直し

たものだかを幾つか、経緯は僕は分からないん

だが、あちこちに送ったんですよ。そうしたら突

然、スラッファ（Piero Sraffa）から手紙が来たわ

け。スラッファはそのときマーシャル・ライブラ

リー（Marshall Library）のライブラリアンをして

いて、それがきっかけで、彼の下で鍛えられるこ

とになったのです。 初は、ボナーのカタログを

点検して、その revised edition を Economic Journal

に出したらどうかっていう話になった6)。今の単

行本（CUP 版）のような形になったのは、のち

のことです。 

形式について、 終的に OUP 版でなぜああい

う形にしたのか……これはよく分かりません。

自分の所に送ってくる古本屋のカタログを見て、

こんな形があるんだろうというので、それで勉

強したという、見習いみたいなものですね。 

 

有江 初どこから調べ始めたのですか？ 

やはりグラスゴーから？ 

 

水田 グラスゴーから。ここに所蔵されてい

るものについて、『ボナー・カタログ』と見合わ

せていくと、ボナーのやり方は、やはりかなり粗
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っぽい、それはすぐに分かるのです。これは、ち

ゃんと統一したものにしなきゃいけないと思い

ました。 

 

有江 小島さんの質問の続きで、「水田目録

（OUP 版）の 終的なフォームについて、何を

基準としてどのように決められたのか。何か参

考とした目録等はあったのかどうか。」 

 

水田 やっぱり、いろんなものを見てきたと

いうことしか言えない。その頃は、クレスや、ゴ

ールドスミス（Goldsmiths'-Kress Library of Eco-

nomic Literature）も出ていたでしょう。だからい

ろいろ参考になるものはあって、そのうちのど

れを捨ててどれを取るかっていうことは、自分

で決めるしかない。だから、例えば「unlocated」

だとか、ああいう表記も、そんなところからとっ

てきたものです。仕事はエディンバラの図書館

が多かったから、そこの人に聞いて、英語に間違

いがないかどうかを確かめました。 

 

有江 先ほど少し話が出ましたが、本日は来

ることができなかった野原さんの質問で「大河

内先生はなぜ調査を示唆されたのか。そして、先

生ご自身での、スミスの蔵書カタログを作成し

ようというご動機は何であったのか？」 

 

水田 そういう話ではなくて、たまたま会っ

たから、「これ、ちょっとおかしいですよ」って

言っただけなんですよ。 

 

有江 動機はなんであったのかっていうのも、

じゃあ、そんなに深い話では… 

 

水田 全然ない。そのときは、そもそも貧乏留

学生でしょう。だから、そんなことできるとは思

ってない。このグラスゴー大学の図書館でやれ

るだけはやっておこうという感じです。その次

に、エディンバラの神学部に大量にあるとが分

かったときから大変になる。 

 

有江 次の質問は、やはり野原さんからで「カ

タログ作成のための調査はいつからいつまでな

されたのか」 

 

水田 ちょっとした点検、修正は、大河内さん

に言われてすぐその場でもやれたから、やりま

した。それをリスト化して、福島大学に出したら、

福島大学から配って、そしてスラッファの手紙

が来た。そこから始まったっていうことでしょ

うね。 初は、ブリカン（British Council）が少し

お金をくれたのかな？ 

ミーク（Ronald L. Meek）に「イギリスに行っ

て、それでスラッファとやるんだ」と言ったら、

「スラッファに怒鳴られるんだぞ」って。大きな

声で怒鳴るわけね。スラッファは非常に神経質

だけれども、親切にやる。だから、トリニティに

スラッファのゲストとして行ったときから始ま

ったというふうに言えるかな。ただし、彼はあく

まで『ボナー・カタログ』のサプリメントとして

考えていた。そこで、Royal Economic Society 版

（CUP 版）でスラッファとしては一応、おしま

いになった。それを広げるのは、どこからだろう。

何を考えたのか知らないけど。 

 

有江 OUP 版の出版は 2000 年ですけども、

NUC（National Union Catalog）を参照したり所蔵

場所を調査したりということ自体は、出版ギリ

ギリまでやっていたと聞いています。僕は、以前、

日本 18 世紀学会の『年報』で、そんなこと書い

たんですけれども7)、実際のところはどうだった

のでしょうか。 
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水田 いつだったか、ダブリンまで校正を抱

えてたことがありました。18 世紀学会か何かの

ときだと思います8)。その時には、オックスフォ

ード出版局に、「君たちの言葉なんだから、君た

ちが直せばいいじゃないか」って、そんなこと言

ったら、フランス語知らない人がやったものだ

から、たくさん直しちゃって。本当にくたびれま

した。だから、それが一応打ち切りっていうこと

でしょうね。 

 

有江 校正って、こんな分厚くて、重たいの。

あれを抱えて行ったんですか？ 

 

水田 そう。 

 

有江 私、なぜか水田さんの校正だといって、

いただいたんですよ。2 冊でこんなで（ぶ厚くて）、

とても持ち歩く気になどなりません。だから今

日は持ってこなかったんだけど。いや、それは大

変ですね。 

 

水田 その過程で、コンピューター問題って

いうのが出てくるわけです。こっちでできるや

つが向こうでは変換できないとか、いろんなこ

とを言われて。それから、事もあろうに原稿が全

部なくなっちゃった。どうしてかって言うと、掃

除のおばさんが捨てちゃったって。OUP も資金

が潤沢ではなかったし、データはあるから、こち

らでやり直しました。今のようなコンピュータ

ーの環境ではなくて、大変素朴なワープロの段

階なんですよね。そこに入っているのをコンピ

ューターに入れる。こんな具合で、機械的な転換

期だったから余計大変だったと思いますけれど

も、とにかくこれで切り抜けたということです。 

 

有江 助手にあたるような人はいたんです

か？ 代わりに現物を見て確かめてこいとか言

えるような。 

 

水田 いや、駄目だ。エンジニアには無理だ

から、それは自分で行かなきゃ駄目。 

 

有江 なるほど。 

 

水田 同じ意味の単語でもフランス語と英語

で綴りが違うことがある（たとえば mariage と

marriage）。それで、スラッファに「これ違うが、

誰かに頼めないか」と言われたので、「いや、駄

目だ、俺が見に行く」と言った。ケンブリッジに

見に行くのは大したことないんですがね。ケン

ブリッジからエディンバラまで見に行ったわけ。

そうしたら、間違っていた。そんなことがありま

した。 

 

有江 次の質問は「蔵書が確認されている全

ての図書館に行き、現物確認をなされたのか？」

というものです。 

 

水田 まず、スミス自身のカタログ9)（『1781 年

カタログ』）を、矢内原忠雄のカタログ10)（以下

『矢内原カタログ』）となったものと、NUC と対

照するわけです。 

所蔵しているらしいという所に行くわけです

が、行ってみたら、「ここにはありません」と言

われることもよくあった。カリフォルニアのど

こかにシェイクスピアを持ってるので有名な図

書館があるので、そこに何かあるというから行

ってみたら、残念ながら、そこにはなかった。そ

の時は、帰るのにタクシーがなくて、しょうがな

い、トボトボと歩いてたら、止まった車が日本人

の技術者、大工さんか何か、現地でやってる人で、

そういう人に救われてホテルに帰ったというよ
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うなこともありました。 

もっとひどいのは、タクシーが途中でガソリ

ン切れで、それでドライバーが「ガソリンを買っ

てくる」ってトボトボ出掛けて、バケツで買って

きたっていう、そういう日もありました。要する

に、研究費がそれほど豊かじゃないから、旅費の

制限があって、十分に研究ができたとは思いま

せん。でも、何とかやり遂げた。そういう感じで

す。 

 

有江 今の話で、旅費とか滞在費とかは、全部、

科研費で出たわけではないのですね。 

 

水田 全然駄目だよね。 

 

有江 そうすると、先生ご自身がある程度資

産を持っていたのですか？ 

 

水田 資産はないけれど、その頃は、幸いなこ

とに、例えばさっき言ったダブリンの学会とか、

何か学会に行くと、全部じゃないけれども、『エ

コノミスト』とか『朝日ジャーナル』から、「書

いてください」って言われてね。それ（原稿料）

で、かなりとは言えないけど、一応カバーできた

ということもありました。 

 

福田 そうすると、長期休暇を利用されて 1 カ

月行くようなかたちですか？ 

 

水田 そんなものはない。 

 

福田 でも、もう就職されてる頃ですよね？ 

 

水田 いや、そうじゃない。初めは…ちょっと

待ってよ。いつ頃だろうな？ 分からなくなっ

てきた。 

小島 初にグラスゴーに行かれたのは、確

か昭和 30 年（1955 年）前後ですよね？ 名古屋

大学の助教授の時代に。 

 

水田 そう。そのときは、そうだ。それから

後は、やはり原稿。印税原稿料というのは、な

いよりは良いという程度でしたけれども。だけ

ど、それしかないわけですからね。 

 

小島 就職されたあと、夏休みを活用したと

か、そういうことはなかったですか。 

 

水田 当時、どういう義務があったっけな。 

 

有江 講義をしなきゃいけないんじゃないで

すか。あちこち行くのに、どうやって休みを取っ

たんだろう。 

 

安藤 あの頃 1970 年代は、水田先生だけでな

く皆さん、ずいぶん自由に休講されていました

よ。 

 

水田 あれは楽だった。だんだん思い出して

きた。 

 

安藤 講義もゼミも本当に少なかったですよ。

こんなこと言っちゃっていいのかな？ 僕が大

学院に入った時は、たしか、4 月の中旬に初めて

のゼミがあり、5 月に一度挨拶を兼ねた報告をし

ました。ところが、その後のゼミの記憶がないの

です。そうして、記憶が戻るのは翌年の 2 月の

ことで、先生がイギリスからお帰りになった直

後久しぶりのゼミがあり、そこで、「おい、安藤。

あんな報告じゃ駄目だよ」って、1 年ぐらい前の

報告について言われた、そんな時代でしたね。 
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福田 今の感覚で考えて、夏休みなんかにま

とめて行かれたと思ったのですが。必ずしもそ

うではなく、合間を見て、何日間か行ったりされ

ていたのですね。 

 

有江 現在では、1 週間以上外国に行くのもな

かなか大変な状態になってしまいました。 

 

水田 僕もそう言われて、そんなことができ

たのかと思うけれども、実際にはやったみたい

なんだよね。 

 

福田 お弟子さんの証言もありました。 

 

安藤 だから、大学院の講義は、予告時間割通

りには、ほとんどやらなくても良かったんでし

ょ？ 

 

水田 そうそう。 

 

安藤 大学院については、海外から絵葉書を

送ったりすることでも、講義したに等しいとい

うことだったと思います。学部の講義は、当時ど

うだったんですか？ 今と違って、半分くらい

やっておけばよいというのが、当時の通例だっ

たように記憶しています。 

 

髙 3 分の 1 あればよくって、半分やってる

人は立派ですよ。大学生は自分で勉強するもん

だって言われるから。「はい」とか言ってたんで

すよ。 

 

有江 東大の大学院のある先生なんですが、

当時はまだ土曜日に授業があって、わざわざ年

度の初めに土曜の 1 限に入れる先生がいて。誰

も来ないだろうと。そうすると、中には土曜の 1

限でも履修したいと率先して来る学生さんがい

て。それを呼び付けて、「君、大学院に入ってま

で、人に習おうと思ってる？」と。そんなことを

言った先生がいました。 

 

安藤 それが普通だった。 

 

有江 それが通ってたんですよ。僕らの時代

までは、そんなので通ったところがあると思う。

だから、とても今では考えられない時間の使い

方だと思いますね。うらやましいな。 

質問にもどります。「エディンバラ大学図書館

を、どのように利用されたのか？」 

 

水田 エディンバラの図書館は、神学部に、バ

ナマン夫人（Mrs. Bannerman）11)の方から寄贈し

た分が、そっくり残ってるわけね。ただ、神学部

だから全然関心がない。そこの館長のラムって

いうのは、神学の博士でした。これ、どこかに書

いてあるんだけど12)、学生が、スミスの大きな本

を床に置いて踏み台に使った、それくらい、誰も

関心がなかった。だから、僕が見たいと言っても

図書館員が出してくれるわけじゃないんですよ。

分類もできてないような状態で。 

それで、カタログの中に、「エディンバラ大学

神学部に保管してあるのは、一番悪い状態で置

かれていた」と書いた13)。そうしたらそこの若い

図書館員が、僕のことを「『ボナー・カタログ』

をアウトオブデートにしてる人だ」って言って、

向こうも本気になり始めた。これまた大変なん

だけども。それで、全部整理して、貴重書図書館

も作って、そこに入れることになった。そこから、

本格的に調査できるようになりました。それで、

そこの人たちも僕が何を始めたかっていうのが

だんだん分かってきて、それがずっと広まって

いく。エディンバラの National Library of Scotland

6



 
 

アダム・スミス旧蔵書の書誌と目録のこれまでとこれから 

 
 

で調査する頃になると、そこの Dr. ヒリヤード

（Brian Hillyard）なんかが考慮してちゃんと場所

を開けてくれるとか、だんだん楽になってきた。 

 

有江 次、野原さんの質問「研究にどう役立て

たか？」 スミス研究全体に、ということだと思

います。 

 

水田 「研究に」って言ったって、ここでやっ

てる研究っていうのは、蔵書目録を作ることで

しょう？ それ以外の研究っていうのは、どう

だろう。いろんな所、図書館の貴重書室にだんだ

ん顔が利くようになったっていうことですかね。 

 

有江 次に、海外研究者との連携関係につい

て。「OUP 版には、ピエロ・スラッファからの助

言、ベルファストのブラック（Collison Black）と

ハーヴァ ード大学 図書館の カーペン タ ー

（Kenneth E Carpenter）からの助言があったと記

されている。助言はどのようなものだったの

か？」 

 

水田 スラッファとは、とにかく直接ですよ

ね。カタログの記載の仕方からはじめて。あとは、

アイルランドのコリソン・ブラックね。アイルラ

ンドには、カニンガム夫人のほうから来た一つ

コレクションがあるわけで、ライブラリーに渡

りを付けて、自由に見ることができるようにし

てくれた。それと、宿泊の世話をしてくれたわけ

だ。ホテルに大学が持ってる部屋があるでしょ

う。そこを確保してくれる。 

それからハーバードは、この本のこの部分は

こっちにある、あとはあっちにあるというよう

な、中の図書館の位置を案内してくれるとか。全

体として蔵書の中身に関する助言は、あんまり

ないんじゃないかと思いますね。 

有江 野原さんからやや細かい質問です。

「『ボナー・カタログ』に所蔵されていないスミ

スの蔵書の調査にあたって、東大所蔵の『1781 年

カタログ』の他に、利用されたものはあるのか？」 

 

水田 何もありません。 

 

有江 「カニンガム所有分の『書籍競売目録

（1878 年）』は、どの程度、役に立ったのか？」 

 

水田 これ、僕は、探したことは覚えてるんだ

けれども。たしか一橋の古典資料センターかど

こかで触れてます14)。 

 

髙 でも、中身を見たとは書いてない。先生、

これ見てないでしょう。だから、役に立ったかど

うかっていうのは、ちょっと分からないですね。 

 

水田 その間に、中央大学文学部の人が、「ス

ミスの目録があります」と言ってきたんだが、実

際はシム（Adam Sim）だった。シムの目録じゃ、

スミスの蔵書は分かんないわけだから、「駄目だ

よ」って言った。 

そういう古本屋のカタログは、エディンバラ

のパブリック・ライブラリーで随分探しました。

それから、ブリティッシュ・ライブラリーのカタ

ログや図書館業界の機関誌なんかを見た。結局、

その辺りでは見つからないっていうのが僕の印

象なんだけど。 

 

有江 「カニンガム所有分の競売目録は、カ

ニンガム蔵書分のうち、かなりを含んでいると

推定可能なのか？」 

 

水田 そうです。確か、それを購入したのがベ

ルファストに残ってるわけだから、これで問題
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ないんじゃない？ 

 

有江 「書籍競売目録に記された文献で、現

在所在不明となっている文献も相当あるのか？」 

  

水田 それはないんじゃないかな？ 

これは、ミス・カニンガムという人の、その頃

の居場所を探し当ててくれた手紙です。ミス・カ

ニンガムは、ジョージ三世に献呈した『国富論』

を持ってた。 

これを、どういう経緯で探すことになったか、

僕には分かんないんだけれども、あるとき、ウー

スターの辺りに住んでるということが分かった。

それを確かめるにはどうしたらいいかというこ

とを、バーミンガムの歴史、中世史をやってたロ

ドニー・ヒルトン（Rodney Howard Hilton）に聞

いたわけ、「こういう場合に、あなたは中世史家

として何をするか」って。まず、同僚に教えても

らうっていうのが一つ。もう一つ、彼は電話帳を

全部探した。全部って、どのぐらいか知らないけ

れども。それで結局、居場所がわかって、ミス・

カニンガムに僕は会いに行った。そうしたら驚

いたことに、ミス・カニンガムは、スコット

（William Robert Scott）―『学生及び教授として

のスミス』15 )を書いた人ですが―とつながりが

あった。後任のマクフィー（Alec Lawrence Macfie）

の代になったら、関係が切れたということで、僕

がマクフィーに、「ここにいますよ」って教えて、

大いに喜ばれたんだけど、そんなことがありま

した。 

 

有江 野原さんの質問で「カニンガム蔵書分

のスミス文庫は 2 度売却の機会があったが、そ

の他にも売却の機会があったとの推定でよい

か？」  

 

水田 それ以上、何もないんじゃないの？ 

 

デジタル時代のスミス・カタログ 

有江 「水田先生は 1989 年の時点で、「エデ

ィンバラ大学のバナマン蔵書が約 1000 点 2000

冊、カニンガム蔵書のうちベルファストと東大

があわせて 300 点弱、500 冊とすれば、残りは

700 点となり、その後確認されたもの（クレス、

ゴールドスミス、ハツラー、グラスゴー大学など）

が 100 点とすれば、不明は 600 点となる。この

数字は、現在作成中のカタログができあがり、そ

のなかでバナマン（これは無傷のはずだから）蔵

書が確認されれば、さらにはっきりしてくるだ

ろう」16)とお書きになっている。水田カタログに

は、現代でも unidentified や unlocated と分類され

ている書籍が多数あるが、水田カタログの完成

により、所在不明資料の相当数はゆくえがわか

ったのか？」「行方の分からない蔵書は、ネット

の活用により、同定が、どの程度、可能だと思わ

れるか？」 

要するに、『水田カタログ』で所在不明資料の

相当数が分かったが、まだ分からないものは、ネ

ットなど活用で、今後どの程度見込みがあるの

か。 

 

水田 それはできると思います。僕が一番期

待してるのは、そこなんですよね。 

 

有江 今、ネットの話が出てきました。それに

関連して、福田さんの質問で、「先生の構想に当

初より含まれていたにも関わらず、実現できな

かったことがあるのか？」 

 

水田 これで精いっぱいのところだと思った

からじゃないの？ あんまり大望は抱かなかっ

たという感じです。 
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有江 それから、その福田さんの質問に付け

加えるということで、矢野さんのほうから、「現

在のデジタル化された情報環境の下で、もし、こ

れから新たに書誌を作成するならば、どのよう

な形式、内容にすると良いか。考えることがあれ

ば、ご教授願いたいと思います。」 

 

水田 この資料（アダム・スミス蔵書）だった

ら、項目ごとに解説を付けることがいいだろう

と思うけどね。それは、さっきから、いろいろ議

論も出てた、ああいうものを全部入れていくと、

面白いなと思う。 

 

有江 『象』という雑誌の中で、「労多くして

無駄が多かった」というようなことを書かれて

いました17 )。その中身をもうちょっと知りたい

なと思いました。 

 

水田 何だろうな。こんなことをやっててい

いのかと思ったこともあるしね。出来上がって

みれば、これは使うことになるかもしれないと

思ったけど、 初は、これで何の役に立つんだろ

う。途中で挫折するかもしれない。いろいろ思う

ところはありました。 

 

有江 『水田カタログ』の日本向けの出版社

広告の中で、研究というよりは道具だと。後の人

間が、これを使って何とかせい、というようなこ

とが、書かれていたと思いますが。 

 

水田 それは啖呵を切ったわけ。所詮、これは

ツールだから、ツールであることを自覚してな

きゃ困るわけで。 

 

有江 近、デジタルにどっぷりはまってお

られる深貝さん、何か提言はないですか？ 

深貝 水田先生のカタログのこのとおりのパ

ッケージで、バーチャルなライブラリーを作れ

ば、非常に意義があると思います。そうすれば、

スミスが見ていたとおりのものが見れるかもし

れません。 

 

小島 書棚の形が見えるように。 

 

水田 こういうスミスの蔵書のまとまりがあ

るが、その同時代には、周りにもっと広い書物の

がまとまりがある。それは、例えばスミスの友達

の蔵書でもいいけれども、図書だけではなく、雑

誌が全部あって、言論なんかも含めて、それが全

部あるような幅の広い図書館があるといいなと。

そうすると、さっき議論になったようなことも、

かなり分かってくる。 

 

深貝 ECCO (Eighteenth Century Collection 

Online) だったら、見つかったものは全部入れて

るわけですね。それはベースにしたライブラリ

ーにあるものを、ともかく集めて。それに対して、

例えば、エディンバラなりグラスゴーなりの、当

時の大学のコレクションから何かが、突き止め

られるかもしれない。スミス以外の個人のコレ

クションも、同じようにカタログとして一望で

きるというだけでも、だいぶ違ってくる。スコッ

トだったら、あの人脈では何が読まれる可能性

が高かったかとか。そんなことが分かった上で

研究しようっていう人が、どれぐらい出てくる

かは分からないんだけど。 

 

有江 そう。「労多くして無駄が多い」かもし

れないですね。でも思想史としては、同時代の中

でのスミスの蔵書の位置付けとか、確かにでき

るかもしれない。 
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深貝 しばらく前に流行った、ケンブリッジ

の political thoughtのグループがやってたような、

コンテクスト分析っていう。そういったものが

役に立つんですね。 

 

水田 そういうことね。ええ。 

 

有江 でも、ECCO でも、実は、同時代の 20

パーセントぐらいしかカバーしてないと言われ

ている。 

結局、資料を探しだすと、どうしていいか分か

らなくなってしまうぐらい出てくるわけだけれ

ども、それでも、やっぱり一部分にすぎないとい

うことですね。労力や費用と、そのパフォーマン

スや成果とを、どこでバランスとるのかってい

うのは、非常に難しいです。方向性として、バー

チャルライブラリーなんていうのは一つの方法

としてあると思います。 

 

水田 マケンジー（Henry Mackenzie）が雑誌

を出してるでしょう、The Mirror と、それから The 

Lounger。そういったものが全部でどのぐらいあ

るか知らないけど、その種の雑誌すべてを並べ

てみることができれば、もっといろんなことが

分かってくるようになるわけ。だけど、きりがな

い。 

 

有江 そうですね。エントロピーが増して、わ

けが分かんなくなっちゃう気もする。 

さて、カタログに関する話に戻します。 

 

小島 追加の質問ですが、目録調査のとき、偽

物に会ったことありますか？ アダム・スミス

の蔵書票だけ貼り替えたとか、もしくは完全な

フェイクとか。 

 

水田 一度はあったような気がしますけれど

も、記憶が正確じゃありません。僕が「これは偽

物だ」って言った覚えはあります。図書館の蔵書

ではなく、本屋からの売り込みです。本屋の場合

は、こちらも、初めから疑ってかかってるわけで

す。 

 

有江 やっぱりブックプレートが貼ってあれ

ば、当然高くなるわけですよね。 

 

水田 そういえば、ブックプレートのある本

が、ここの図書館（名古屋大学附属図書館）にも

あることが分かりました。この（『水田カタログ』

OUP 版）中にある、308 番、Newcome Cappe で

す。45 ページですね18)。 

このパンフレットは、アメリカ革命に関する

説教集ですが、僕が留学に行く前に、ヨークの古

本屋のカタログで発見した19 )。これは紀伊国屋

がくれたカタログです。それを注文したんだけ

ど、間に合わないから、諦めてた。ところが今度、

永井義雄君の文庫（永井文庫）を整理してたら、

ここにありましたっていう話20)。 

 

福田 それと知らずに、買ったわけですね？ 

 

水田 彼は非国教徒か何かのパンフレットを

集めるので買っていたので、そんなものが付い

ているとは知らなかったようです。 

同じような話はほかにもあります。大淵利男

っていう、日本大学で財政学か財政史かを教え

た人がいます。それが個人として持ってた。それ

が亡くなったあと、日本大学の法制史をやって

る人が、僕にホッブズのことで質問してきたと

きに、あ、これだと思って、「大淵さんの蔵書に、

どんなものがあるか調べてください」って言っ

たら、息子の三洋っていうのかな、彼が早速心得
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ていて、「父が亡くなったあと、法学部図書館に

入れました」と言って。だから、所在の変更です。

これ、何だったっけな。 

 

小島 『水田カタログ』の 695 ですね。105 頁。

ジョージ・ゴードン21)。これはこの秋に、日本大

学法学部の創設記念展示会で出陳されたようで

す22)。私は行けなかったのですが。 

それから、『水田カタログ』が出た後に、東大

経済で 1 冊買っています。Jacques-Benigne Wins-

low の Exposition Anatomique de la Structure du 

Corps humain で、『水田カタログ』にはないもの

です。詳しくは大河内暁男先生が解説を書かれ

ています23)。 

その後、売り込みが 2 回くらいありましたが、

それは買ってないので、所蔵がどうなったかは

わかりません24)。 

 

東大「アダム・スミス文庫」について 

有江 次に東大の「スミス・文庫」についてと

いう項目に移ります。まず小島さんからの質問

で、「東大のアダム・スミス旧蔵書を初めて実見

したのは、いつのことか。また、東大のアダム・

スミス文庫の調査経緯をご記憶ならば、教えて

ほしい」ということです。 

 

水田 いや、全然。留学の前に、「アダム・ス

ミスの会」ができたというところから始まるわ

けですよね。そのときに、そういうものがあるぞ

というくらいのところだから、とても。 

 

有江 それに関連して、「昭和 30 年（1955 年）

前後に東大のアダム・スミス文庫は大修理を行

っているが、その頃のことで何か聞いたことは

あるか。また、東大側から、これまでアダム・ス

ミス文庫の保存や活用について、水田先生にご

相談があったことはあるか。」 

 

水田 多分、何も知らないと思います。『矢内

原カタログ』を作ってた田添（京二）との交流は

ずっとあったわけだ。だから、雑談で、いろんな

ことを聞かれたことは、当然あったと思うけれ

ども、何か正式にどうのこうのっていうことは

ないと思います。 

 

『1781 年カタログ』について 

有江 次に、ちょっと視点が変わって、「東大

のアダム・スミス文庫に含まれる 1781 年のスミ

ス蔵書目録について、水田先生として、その意味

や課題など、何かお考えのことがあればお聞か

せいただきたい。」 

これは野原さんの質問事項にも関わってるの

で、併せていきますと、「1781 年のカタログを用

いた同定作業はどのように行われたのか。British 

Library のカタログと、National Union Catalog 

(NUC)をどのように用いたのか。」 

それから、「この『1781 年カタログ』は、コピ

ーがボナーに渡っているはずであるが、結局、

『ボナー・カタログ』には反映されなかった。か

つ、1995 年にはファクシミリコピーが出ている。

スコットも言及しているにも関わらず、欧米の

研究者は、この『1781 年カタログ』を用いてい

るのを、寡聞にしてあまり目にしたことがない。

欧米の研究者は、このカタログを、どの程度、実

際手にしているのであろうか？ 英語で出版は

されたが、流通ルートには乗らず、結果として、

欧米の研究者はほとんど手にできていない可能

性はあるだろうか？」 

 

水田 全然無視されてるという理解で、いい

んじゃないかな？ 
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有江 見てないから結果として無視なのか、

それとも、見ても特に利用されてないのか。 

 

水田 そうね…. 

 

有江 「欧米の正規の流通ルートに乗る出版

社を通じて、再販する価値はあるだろうか？」 

  

水田 どうだろうな？ 

 

有江 「この『1781 年カタログ』の特徴と意

義を、どのように思われるか。このカタログから

見えてくるスミス像は、どのようなものか。」 

 

水田 自分で考えてください。…… 

さっき質問で、NUC を一番よく使ったってい

うのは、これは間違いないわけです。日本でそれ

を持ってる図書館っていうのは、その当時、そん

なにたくさんなかったが、幸い名古屋には全部

あったから、それを使った。 

British Library のカタログっていうのは、その

当時、出てなかったんじゃないの？ それは使

えなかったんじゃないかな。もちろん、そこに行

って調べたことはありますけどね。 

 

有江 小島さんの質問で「スミス旧蔵書に見

られる書き入れについて、スミスのものでない

とすれば、誰のものか。スミス入手以前のものか、

それとも後人のものなのか。」 

野原さんからは、「先般来日した、ベンサム・

プロジェクトのフィリップ・スコフィールド教

授は、この筆跡はスミスのものではないこと、そ

して少なくとも、その書き込みの一部は non-

native speaker によるものと推測されるとした。

native speaker が書き込みを行い得るとすれば、

どのタイミングだったか？」それから、「新渡戸

が日本に持ち帰った後、戦後しばらくまで、蔵書

は書き込み可能な状態であったのだろうか？ 

それとも 19 世紀の書き込みと推測されるのであ

ろうか？」と、細かい質問になっていますが。書

き込みに関しては、何か。 

 

水田 僕は大体見たつもりだが、そんなにた

くさんあるかな。例えば、ガセンディ（Pierre Gas-

sendi）の研究者から、「おまえがやってるスミス

蔵書の中にあるガセンディに、書き込みがある

かどうか調べてくれ」と言われて、幾つか調べた。

しかし、そうやって調べて何かがあったってい

うことは、全然ありません。そういう調子だから、

全体としても、あまり有効ではないんじゃない

か。それから、「戦後しばらく蔵書は書き込みが

可能であったか」なんて……そういうのに書き

込みする日本人はいません。 

 

小島 東大では、アダム・スミス文庫だけは特

別だったということで、関東大震災の後も、他の

本はどうなったか、記録が全く残ってないんで

すが、アダム・スミス文庫だけは、救ったという

記録が、きちんと残っています25)。戦前は学部長

室の奥深くに、しまわれていたということなの

で、誰かが書き入れるということは、まずないと

思われます。 

 

水田 まず、考えられないね。 

 

深貝 考古学だったら炭素の測定とか何とか

やるけど、200 年ぐらいだと無理です。 

 

小島 無理ですね。新しすぎますし、スパンが

短いです。 

 

有江 ちょっと無理かな。インクの分析は、多
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少はできるかもしれない。 

 

深貝 後は、世界中に散らばってる、スミスの

持ってた本の書き込みを全部突き合わせて、筆

跡を分析していくとかね。 

 

福田 それは、技術的には、コンピュータでで

きますよね。 

 

小島 スミスが古本屋から買ったということ

はないですか？ 

 

水田 スミスと同時代のグラズゴーで、

Academy of Art をやっていた書店（Foulis Press）

が、大陸から本を入れて、カタログを回覧してい

た。それで、そのカタログが、Mitchell Library に

1 つだけ残っている26)。内容は、大体古典です。

そこからスミスが買ったかどうかということは、

いろいろ探せば、すぐ出てくるだろうと思う。 

例えば、今度（名古屋大学レクチャー）のポス

ター27)に出ているリプシウスの『政治学』28)、あ

あいうのは、恐らくベストセラーの一つ。要する

に、ネオ・ストイシズムのリプシウスの代表作だ

から、あれが掘り出されれば（スミスも）買うだ

ろうと、そんなことは言えるけれども、もう少し

具体的にいかないと、何を買ったっていうのを

調べるのは無理かもしれない。それで、Mitchell 

Library にそういうことを調べようとしてるおば

さんがいたんだけども、残念ながら既に亡くな

った。「もっと、ちゃんとしたものをやりたい」

って言ってたけどね。 

だから、Mitchell Library っていうのは調べる

値打ちがあるかもしれない。グラスゴー市立図

書館かな？ 一番古い図書館。 

 

髙 今、予算を削られて、ひどいありさまに

なってますね。 

 

文学書の収集について 

有江 もう一つ野原さんから、「東大のスミス

文庫には、タッソ『エルサレム解放』や、アリオ

スト『狂えるオルランド』のような叙事詩が多い。

かつ、イタリア詩を大量に収集している。ヴェニ

スの歴史書もある。言うまでもなく、羊皮紙に書

かれたヴェニスの Statutes もある。通常の道徳哲

学者・経済学者スミスという、スミス像からは見

えてこない、これらスミス蔵書の傾向について

は、どのように思われるか。イタリアへの関心は、

ルネサンス人文主義へのスミスの関心を示すの

か？」という質問ですね。 

 

水田 そんなに多いかな？ 

 

小島 東大に残っているものについて言えば、

言語別に見ると、意外とイタリア語が多いとい

うことです。これは、東大にもたらされたものが

どういうものかということに関わるので。 

 

小野塚 これまでの研究では、アダム・スミスが、

そういうイタリアの詩や文芸、あと大陸の戯曲

ですとか、そういったものを自分の研究にどう

いうふうに役立てたのかっていう話は、あまり

出てきませんよね？ 

 

髙 でも、それは、言語論とかモラル・セン

チメントには、結構出てきます。彼は、要するに

センチメント、感情が基礎だってやるわけだか

ら、当然、文学と詩が入っている。水田先生は、

賛成だと思うんだけどね。 

僕は岡山の羽鳥（卓也）さんと親しかった。彼

は思想はやらないから、「いや、スミスはですね、

やっぱり思想だと思うんですよ」って話を、僕は
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よくしてたんです。そっちが人間の本当のとこ

ろで。 

 

小野塚 なるほど。思想の材料としてそういう

ものが入るのですね。 

 

髙 『資本論』とか『国富論』は功利主義で

も理解できる。要するに金持ちや商人が金もう

けしようとするのに対して、それは多少、制約し

なければならんという。僕は、そういう本だとい

うふうに考えてますね。 

だから、これ（文芸）は、非常に重要だと思い

ますよ。ただ、僕らが読めないし、その辺の問題

はあるんですけど。 

 

小野塚 僕はかつて、アダム･スミスみたいな知

的な人物ではないですけれども、この時代、18 世

紀の、技術者とか職人さんのことを、随分調べた

ことがあります。彼らは、やたらとイタリアやフ

ランスで出された技術書を買いまくってるんで

すね。だけど彼らは、多分、徒弟修業しか経てな

いので、ラテン語やイタリア語やフランス語が、

そうそう読めたとは思えない。どうも 18 世紀の

イギリス、イングランドでもスコットランドで

も、大陸の書物を買うこと、あるいは所蔵してい

ることが、何か一つの知的水準って言うのか、知

的ステータスを示すような、そんな役割を果た

していたのかなというふうなことも考えたこと

があるのですが、どうでしょう？ 

 

深貝 そういう本って挿絵がありますか？ 

文字だけでしょうか？ 

 

小野塚 挿絵のあるものもあるけれど、文字だ

けのもあります。 

 

深貝 挿絵があれば、読めないとしても、単に

飾りとして意味がある可能性はありますね。 

 

小野塚 自分の自伝に書くんです。自分はこう

やってフランスやイタリアの本を買って、技術

の勉強をしたとかっていうのを、誇らしげに書

いている。 

 

髙 それって、ひょっとすると、ユグノーと

か、イギリスに流れてきた人たちですか？ 

 

小野塚 いいえ。その人たちはイギリスやスコ

ットランドで生まれた、普通の職人さん。ユグノ

ーではありません。だから 18 世紀だと、まだ大

陸の文化、学問、科学に対する尊敬心が非常に強

いというような、そういうことはありません

か？ 

 

髙 18 世紀も 20 年代になると、イギリスも

相当発展していて、一番進んでいるところでし

ょう。だから、そのへんは難しい所ですね。スミ

スは 1720 年でガラッと変わったと書いている。 

 

深貝 それは技術的にどうかよりも、貴族の

グランドツアーの場合と同じように書籍を調度

品として収集した人たちもいたでしょう。だか

ら、並べて部屋に置いておくっていうのはあり

得ると思いますね。 

 

小野塚 スミスは、そういう飾りの本を買う財

力っていうのはあったのでしょうか。 

 

水田 それはあったと思う。 

 

髙 そういうふうに自分で書いてるじゃな

いですか。かなり金はあったはずで、相当買って
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いる。彼の手紙を読むと、大陸とロンドンを旅行

した後、本を 4 箱船で送ったとある。昔読んだ

本も、後で集めていった。 

 

水田 オペラに行ったのを、全部記録を取っ

てあるし。 

 

髙 ラモーの音楽論なんかもある。僕はラ

モーの音楽は知ってるけど、書いたものはよく

知らないんですが。そういうのがあるくらい、関

心の広い人で、かなり読んでるのは確かだろう

と思いますね。 

 

有江 なるほど。髙さんの言われるように、セ

ンチメントを重視するから... 

 

髙 絶対要るんです。芸術とか文学とか詩

はね。 

 

有江 と同時に、ファッションで並べるとい

うところ。極論すれば、二つあるような気がしま

す。どっちだろう。でも両方とも、あり得る話。 

 

水田 だから、これは、通常の「道徳哲学者・

経済学者・スミス」なんていう見方をやめてしま

えば、話は分かるわけだよね。 

 

深貝 文化人だから。 

 

製本について 

小島 本の購入については、いろいろ書かれ

ているようですが、製本については、どうです

か？ 今残ってるスミスの蔵書製本は、新しい

ものも含まれているように思えますが、いつ頃

のものでしょうか。誰もその辺りは言及してい

ない気がします。普通は革装ではないものを買

って、自分で製本しますよね。もちろん古本屋か

ら買えば、前の所有者が製本してたものという

ことになるでしょうけれども。蔵書家というの

は、結構、製本にこだわる人もいたりしますが、

スミスはどうですか？ 

 

水田 僕は、むしろ、そのことをスミスは言っ

てるんじゃないかと思ってる。「自分は蔵書につ

いてだけは beau だ」と言ったときに29)、製本に

ついても、こだわりがあったんじゃないかと思

ってる。 

 

髙 モラル・センチメント（『道徳感情論』）

を寄贈するときは、ある所に頼んで、きれいに革

でやってますからね。だから当然、（製本屋と）

付き合いがあったと思います。 

 

小島 本を所有するということは、製本まで

自分でおこなうという前提なんですか。 

 

髙 原則は、おっしゃるように、八折か何か

で出てくるわけだから。それは面白い比較かも

しれませんね。製本技術からたどっていくと、か

なり分かる可能性がある。今まで考えたことな

かったですね。 

 

小島 今、そのテーマで科研を申請していま

す。もし取れましたらご協力をお願いします。 

 

髙 それは面白いと思います。 

 

小野塚 物としての本に注目して、いろいろな

ことを調べる。 

 

髙 スミスのモラル・センチメントの 5 版

が手に入った。これ、古くて壊れそうだから、製

15



 
 
東京大学経済学部資料室年報 8 

 
 

本し直そうかとどうしようかと考えている。傷

んでるのを、直すべきか、直さざるべきか。難し

いですね。だけど、その製本の歴史をたどってい

くと、何かあるかもしれませんね。面白いな。こ

の辺は全然、学者がアプローチしてない。 

 

有江 コンテンツというよりは、物としての

本というところから見ると、なにか欠落を埋め

られるかもしれませんね。 

 

『矢内原カタログ』について 

有江 これも主に野原さんが言及してますが、

水田先生は、「1944 年に亡くなった河合栄治郎は

ともかくとして、61 年に亡くなった矢内原忠雄

とは、個人的面識はあったのか。」 

 

水田 それはありました。矢内原さんの秘書

が、田添夫人だったのかな。これは「個人的面識」

の中に入れていいかどうか知らないけど、息子

の矢内原勝
かつ

君と僕はブリカンの同期でした。

我々が出発するときに、東京駅に矢内原先生が

見送りに来て、僕に「あの勝は全くの子どもです

からよろしく」と言った。彼はもう 30 歳の慶應

の助教授ですよ。ひどいこと言うなと思ったけ

ど、しようがないから「承知しました」と言いま

した。 

ブリカンは、われわれ 2 人に半年ずつ延期を

認めてくれた。2 人とも 1 年ということになる

と、イギリスの財政も厳しいから、10 月から 6

月まで。夏休みなんかくれないわけですよ。 

それが終わるときに、矢内原は（専門が）植民

政策だから、アフリカに行くべきか迷ってる。そ

れで「俺は、おまえのおやじから監督の責任を受

けてる。アフリカに行け」って言ったの。そうし

たら、当時のアフリカは大変でね、よほど金を払

わないといいホテルはない。だから、勝は鉄道の

駅に寝たりなんかしたんだって。それで、矢内原

先生が勝君を迎えに行ったとき、「これがわが子

かと思うぐらい、痩せてた」という話でした。 

その後の勝君は、ちょっと悲劇だったんだけ

ど、せっかく仕上げた本を出版ができなかった

んじゃないかな。憤懣のうちに急病で死んじゃ

った（2003 年）。..... だから矢内原先生とは、そ

の程度の関係です。そして今は、先生が作った

「アダム・スミスの会」を、大河内（一男）、小

林（昇）の後で、僕が引き継いでる。 

 

有江 近、東大出版会から、南原、矢内原に

関する本が、何冊か出ているんですが、無教会派

の関係の視点でのまとめが結構あります。その

辺、水田先生としては何か感じたことはないで

しょうか？ カタログの話とずれてしまって、

申し訳ないんですけど。 

 

水田 僕はもともと無神論だから、つながら

ないんですよ。何か話をしたということもあり

ません。 

 

有江 それから、野原さんが、水田先生の文章

を引用しています。「矢内原目録が、その後半に、

1781 年目録を収録したとき、ボナー目録との対

照は一応行われたけれども、それは、スミス目録

の諸項目がボナーに収録されていることを示し

ただけで、その対応関係の指摘でさえも、やらな

いほうがよかったくらい不完全であった。例え

ば、『ジェリーまたは新エロイーズ』がボナー目

録のルソーの項に副題の『ふたりの恋人の手紙』

として収録されていることが無視され、『世故の

人』がボナーのマケンジーの項に収録されてい

ることが無視されているという調子である。そ

のうえ、じっさいにボナーにないものは、同定さ

れなかった」30 )という水田先生の文章ですが、
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「この点についてもう少しご説明願いたい」と

いうことです。 

 

水田 何なの？ 説明の必要はないじゃない。 

そのとき、全体は田添がやったんだけれども、そ

ういうことを発見した。あの田添っていうのは、

あの頃にしては珍しく、経済学者にしてバイオ

リンも弾くというような男だったから、教養に

ついては、多少期待してたんです。だけど、田添

がやってこの程度かと、がっかりしたことはあ

ります。 

 

有江 野原さんより「全般的に矢内原カタロ

グの不完全な点についてお気付きになった点を、

ご忌憚なくご教示願いたい」と。 

 

水田 その当時、指摘したとおりです。 

ここで Nouvelle Héloïse が見逃されたっていうの

は、その当時の日本の思想研究の水準を非常に

よく表していると、このときは思いました。これ

じゃ駄目だなと思った。もちろん自分も含んで

ですよ。 

 

小島 こちらにある資料の中に、『矢内原カタ

ログ』ができるまでの、何段階かのノートがあり

ます。どなたの字なのか分からないのですが、い

ま先生がおっしゃった田添先生の字なのでしょ

うか？ 

 

水田 田添君が一番考えられますね。久留島

陽三君は、もう岡山に行ってただろうから。2 人

が大河内門下でアダム･スミスのことをやって

た。 

 

小野塚 先生はそのノートをご覧になれば、ど

なたの字かは分かりますか？ 

水田 無理。 

 

小島 全部きれいな筆記体でしたね。 

 

髙 田添さんが亡くなってから、そんなに

ならないかな、ご遺族に見せれば同定できるの

では？ 奥さんは亡くなったけど、お子さんは

いらっしゃる。 

 

水田 僕は、息子に会ったことがある。「ああ

似てる似てる」なんて言って。 

 

小島 田添先生が亡くなったのは 3、4 年前で

すよね（2009 年）。矢内原先生の字なのかと思っ

ていました。 

 

水田 田添が書いてきた葉書は、どこ行った

かな？ 

 

深貝 矢内原のノートって、何か残ってない

んですか？ 

 

小島 琉球大に残っていて、デジタル公開さ

れてますので、それと対照してみます。 

 

有江 僕も田添さんに 1 回手紙もらったのが、

どこかにある。 

 

髙 田添さんとは電話で 1 時間ぐらい話し

たけど、字は知らない。 

 

蔵書から見えるスミス像 

有江 一般的な話に移っていくんですけども、

これも野原さんの質問で「新しくカタログを作

るとしたら、その意義は何か？ 注意すべき点

はあるか？」 それから、「スミス蔵書から見え
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てくるスミス像については、『水田カタログ』で、

その研究の重要性が指摘されている。ただ、現代

の欧米の研究者は、『水田カタログ』をたびたび

使うのにもかかわらず、スミス蔵書から見えて

くるスミス像、それ自体についての研究が進ん

でいるように思わない。」 

 

水田 「たびたび使ってる」の？ 僕、これは

疑問だと思う。 

 

髙 僕が見る限り、きっちり書誌データま

で当たる人は、水田を見ようって、やっぱり出て

きますよ。ただ、どう使うかは、使う人次第。 

 

有江 書誌データまで含めて、あるいは扉に

載ったタイトルを見るとか、そこまでやってる

とは思えない。 

 

深貝 スミスが何を読んでそういうことを言

ってるか、というときに、カタログをレファーす

るだけでは、本当にレファーしたことにはなら

ない。その先に、現物に当たって、本格的な解釈

ができないと。 

 

有江 だから、グラスゴー版（全集）ぐらいま

で見てれば大したものだというくらいです。『経

済学史研究』に書いたけれど31)、去年のソルボン

ヌの 18 世紀スコットランド学会・国際アダム・

スミス学会のアマーティア・セン（Amartya Sen）

とか、スミスに関わる報告を聞いた印象は、せい

ぜいグラスゴー版止まりで、しかも読んでるの

は、ほとんど『国富論』『道徳感情論』とそこに

付いた注くらい。そこから、もっと掘り下げよう

という感じではない。センなんかは、自分がこの

テキストをどう読んで、そこから何を引っ張り

出せるか、という関心だけですよ。 

髙 でも、それでいいんじゃないの？ セ

ンって、学史研究じゃないもん。 

 

有江 センに対しては、スミスはそんなこと

は言ってないとか、そういう解釈は無理だとか、

批判が出てくるわけだけれど、センとしては、本

当はスミスが何を考えているのか、そんなこと

は分かるわけないから、テキストとして読んで、

スミスの視点を自分なりに取り出して、新たな

グランド・セオリーを作る、みたいな答えをして

いたようです。そういう読み方だった。 

 

水田 イアン・ロスが『アダム・スミス伝』の

2 版を出したでしょう32)。あの中に、スミスがオ

ックスフォードでヒュームを読んで、処罰され

たっていう話がある33)。あれ、どこから出てきた

かというと、新しいビブリオグラフで分かった。

それは、スミスの甥（David Douglas）の家庭教師

をしていた数学者（John Leslie）の書いたものな

んだが、彼は晩年のスミスの側近だった。それで

「自分はあそこで処罰されたんだ」とスミスが

言ったのを聞いたと。スミスの追悼論文集の書

評で、そういうことを言ってる34)。これは、僕の

Adam Smith : Critical Responses にある35)。 

だから、ビブリオでそこまでたどっていくこ

とはできるわけだ。そのくらいの利用はできる

かと思う。ロスがスミス伝の 2 版をわざわざ作

ったのは、その事実を発見したこともあるのか

もしれない。やっぱり彼らは（『水田カタログ』

を）よく使ってると思います。 

 

有江 「東大のスミス蔵書から見えてくるス

ミス像の研究に、意義があると思われるか？」と

いう質問は.... 

 

髙 それは、意義があるか分からんが。本人
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の力量だよ。 

 

深貝 たまたま東大にあるのものだけを使う

のでは、あまり意味はない。スミスが思った全体

と突き合わせることだったら、意味が出てくる

と思う。 

 

スミスの関心領域 

髙 しかし勝手に読んでやるというのも、

この時代では必要だと思いますね。勝手に読む

ためには、この『水田カタログ』がありさえす

ればよいので、東大のコレクションからどう読

もうと自由だと思う。先生を前にして言っちゃ

まずいんだけど、カタログから中身が出るはず

がない。だけど、カタログは、中身を出してい

ったときの、直接的ではないけれど、証拠にな

っていくんですよね。だから、仮説を展開して

いくときには、かなり役に立ちます。それか

ら、無理筋を追わないようにするには、カタロ

グが絶対要りますよね。 

僕がよく使うのは、そこなんです。ある本がス

ミス・カタログに入ってない。そうしたら、それ

は、いったん横に置いておく。いっぽうで、スミ

スは、アディソン（Joseph Addison）なんて読ん

でいる。なんで読んだんだ？って、先生、思われ

ませんか？ 僕、全部洗ってるんですよ、いっぱ

い引用してるから。そうすると、趣味やら、いろ

いろなことが見えてくるから、やっぱり面白い。

一度、先生と話してて「いや、スミスは、やれば

やるほど。やらないと、これは分からないんじゃ

ないかな？」っておっしゃったのは、その意味は

僕はよく分かるし、そういう意味で役に立つと

いう気がする。 

 

有江 スミス本人の関心の程度が、蔵書の冊

数に反映してるかどうかは分からないんだけど

も。その点で行くと、僕が面白いと思ったのは、

イエズス会文献がやたら多いこと。12 点あって、

ケイムズ卿（Henry Home, Lord Kames）よりも多

い。 

 

水田 多いね。 

 

髙 イエズス会とか、アメリカ人はどうだ

とか、結局、human nature なのね。人間の生をど

うとらえるか。これはスミスはすごいなって、僕

は、いつ読んでも思う。キリストとか何とかじゃ

なくて、人間とは本当は何なのかっていうこと

を、彼ほど、この時代に突き詰めた者はいないよ

うな気がする。宗教もなにもかも抜いていって、

それで動物と比べていくわけでしょう？ これ

は相当なもんですよ。 

 

有江 同時代の自然科学、生物学への関心は、

信じ難いくらいありますよね。フックの『顕微鏡

図譜』36)まで読んでるし。 

 

髙 心理学もね。 

 

深貝 逆に、これが入ってないっていうよう

な特徴はありますか？ 

 

有江 一つは神学。例えば、サミュエル・クラ

ーク（Samuel Clarke）が入ってない。 

 

水田 そう。 

 

有江 ヒュームの蔵書だと、キリスト教の教

会史なんかが、幾つか入ってる。スミスの場合は、

信仰復興運動とか、社会の中でキリスト教なり

教会が、どういうことをやったのかというよう

な、そういう関心になります。だから、神学的な
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ものはほとんどない。 

 

深貝 そうすると、自然神学は？ 

 

髙 自然神学じゃないでしょう？ 

 

水田 田中正司のあれ（『アダム・スミスの自

然神学』）は、めちゃくちゃなんだ。 

 

有江 田中正司さんは、啓示神学だとまで言

い切るけど、そんな極端な話はない。 

 

水田 自分で作っちゃうんだ。 

 

髙 モラル・センチメントを読んだら、その

ような主張はないものねえ。 

 

深貝 少なくとも状況証拠として、支えがた

いっていうことは言える。 

 

小野塚 それとは逆に、スミスが自分の著作の

中で、典拠を示さずに書いているところを、カタ

ログを使うことによって、その典拠はこれだと

推測できる可能性は、どれぐらいありますか？ 

 

深貝 それはカタログだけじゃ無理だけど、

近の電子テキストを使えば、例えばあるパラ

グラフで念頭に置いてるのは誰か、を推測する

手法は考えられる。つまり、そこで使われてるキ

ーワードを何通りかチェックした上で、持って

いた蔵書と対照する。相当手間のかかる作業だ

けれども、誰が書いたとか、ある程度の割り出し

は可能かもしれない。 

 

小野塚 なるほどね。やっぱりテキストまで降

りないと駄目ですね。 

深貝 その場合、単語だけじゃなくて、フレー

ズまで入れたほうがいい。 

 

有江 アメリカでテキストマイニングが発達

したのは、盗用への対策。学位論文の盗用を点検

する。業者がアウトソーシングでやってる。 

 

小野塚 もちろん英語の本をスミスが読んで、

自分で英語で書いてるんだったらいいんだけれ

ど、フランス語やイタリア語や、場合によったら、

ラテン語、ドイツ語のものを読んで、それを英語

に翻訳して、自分の文章の中に埋め込んでる場

合は？ 

 

深貝 そこは難しいでしょうね。今のテキス

ト解読のベースでは、できないと思う。 

 

髙 スミスって、典拠の指摘が実にいい加

減だからね。それはここに書いてあるって、嘘ば

っかりってところが、たくさんあるから、注意す

る必要がありますね。 

 

水田 そうだね。 

 

深貝 引用しながら作り変えるっていうのが、

18 世紀の人だから。 

 

有江 それはそう思う。あの時代のエディン

バラで説教をする人たちなんか、 初のお説教

がパンフレットで出て、それを後で本の中に入

れ込むとき、本当に同じものかと思うくらいに

変えてしまうのが普通です。 

 

小野塚 スミスは、引用するとき、必ずしも厳格

でなかったり、あるいは、逆に、大切なことほど

転記したことを明記しないような、そういう傾
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向はありますか？ 

 

髙 それはないと思います。『国富論』で

思い出した。僕、Lectures37)は本人が書いたもの

じゃないから、全く信頼しないから、知りませ

んけど。その二つに関する限り、ないですよ。 

法律について、だいぶ調べたけど、かなりいい

加減です。ただ、いい加減なんだけど、専門家に

聞くと、「法律なんてのは、典拠はいくつもある

から、1 つ引用元を探すことの意味はないんだ」

ってことらしい。 

 

水田博士のスミス研究全般について 

有江 カタログから見た、水田先生のスミス

研究全般について。随分、漠然とした問いかけで

すが。「『水田カタログ』の意義を、ご自身は、で

は、どう思われるか。残された課題はあるか。」 

 

水田 知らない。そんなこと言われたって。く

たびれましたっていうことだね。 

 

有江 「したくても、できなかったことはあ

るか。」 

 

水田 カタログじゃないけど、さっきも言っ

たように、マケンジーなんかが、新聞や何か出し

てるでしょう。スミスの周辺をもう少し調べら

れなかったかなっていう感じはします。 

 

有江 僕からの質問は「『水田カタログ』の作

成と、水田先生のスミス研究（例えば、階級闘争

視点の持ち込み）は、どのように連関していたの

か、あるいはしていなかったのか。」 

 

水田 近、発見したのは、フィリップスンの

『スミス伝』のビブリオに、ミークがちゃんと出

てる。Scottish Contribution to Marxist Sociology38)。

ところが、グラスゴー版『国富論』ではミークが

強調したいマルクス主義のところだけを抜いて、

ビブリオグラフに入れてる。だから、それは、や

っぱりフィリップスンたちにとってはショック

だったんじゃないかなと思います。僕のあれ39 )

は日本人が読むと分かるのかもしれないけど、

誠に拙劣でね。だから、そういう観点をイギリス

人には伝えられなかったかもしれない。だけど、

オランダとドイツとイタリアからは、ちゃんと

評価が来たから。受け取るところでは受け取っ

て、そして広まったんではないか。 

 

有江 1990 年の（スミス没後）200 年のとき

の名古屋でのシンポジウム40 )の印象も、そんな

感じですね。経済的な視点は、イギリス人やフラ

ンス人の報告からは、あまり出てこなかった。ド

イツから東の方の人たちの報告やら書くものに

は、われわれが聞いても読んでも納得できるよ

うな共通の視点というのはあったように思うん

ですが。 

フィリップスンは、僕がエディンバラに行っ

た際に彼も都合がつけば、研究室でとか飯食い

ながら話したときに、彼が『ヒューム』の中に確

か、「civilizing powers of commerce」という言葉を

使ってて41)、僕が「これ、マルクスの the great civ-

ilizing influence of capital のもじりじゃないか」

って言いました。それで「索引にマルクスが出て

こないのは、どうしてだ？」って聞いた覚えがあ

ります。「自分が作ったんじゃないから」という

のが返事でしたが、やっぱりフィリップスンの

場合、ヒュームとスミスに関しては、シャー

（Richard B. Sher）なんかの非常に人文的な評価

ではなくて、何らかの形で、経済的、あるいは

commerce の視点といったものを意識をしたんじ

ゃないかと思うんです。 
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水田 そうですね。 

 

有江 そこに水田さんがずっとやられたこと

が、ある程度、影響を与えたんじゃないかと推測

してるんですが。 

 

水田 いつか忘れたけど、フィリップスンの

書いたものについて、「これは Civilic Humanism

の破産だ」って言った覚えがある。そのことを坂

本（達哉）君がフィリップソンに伝えた。そうし

たら、「それは当たってるかもしれないな」って

言ったとは聞きましたけれども。 

それで、ワツェック（Norbert Waszek）は、日

本に来て、目が覚めたんですね。彼とは経済学史

の会議で会って「あなたの専攻はなんですか？」

と聞いたら、「ザインでございます」って言われ

て、面食らったことがあります。彼が、そういう

経済的な視点を持ち込むことに、 初に気が付

いたのかもしれない。彼はポーランド人で、第二

次大戦の 中から後、そういう東の国から来た

人が、いろんな仕事をしてますが、そのうちの 1

人です。今、パリ大学にいて、日本人をいろいろ

と世話してくれるようで、みんな喜んでる。 

 

有江 ワツェックはミークのゼミじゃなかっ

た？ 坂本さんが彼を呼んだときに直接話した

ことがあって、「おまえは典型的なマルクス主義

者に見える」っていうふうに言ったら、「そうか、

実はミークのゼミだったんだ」みたいな答えで、

否定はしてなかった。だから、今の話と符号する

なと思いました。 

 

ギリシア・ローマの古典について 

有江 話題が、カタログから離れてしまいま

したので戻ります。次は、高橋さんの質問。

「『1781 年カタログ』に収録されている、ギリシ

ア・ローマの古典籍の多くが、グラスゴーで出版

されていることに気付きました。そこでお聞き

したいのは、18 世紀のグラスゴーでの西洋古典

学の教育、研究および出版事情の実体は、どのよ

うなものであったのかということです。グラス

ゴーで、ギリシア・ローマの古典が多数刊行され

た背景には、どのような事情が存在していたの

でしょうか。」 

 

水田 この「多数」っていうのは、どういう意

味？ 

 

小島 正確な数は忘れましたが、（『水田カタ

ログ』を）言語で並べると、ギリシア語、イタリ

ア語が、こんなにあるんだ、という印象を持ちま

した。 

 

有江 あの頃、ネオ・ストイシズム、キケロ

への関心は、猛烈に強かったですね。 

 

水田 それはそうですね。さっき言った（13 頁）

アカデミーを作ったあの兄弟（Foulis brothers）

ね。あれは出版もしてたはずだから、当然だとは

思います。 

 

有江 それから、いまの質問と関わりますが、

「スミスのラテン語学習歴。具体的には何歳く

らいまで、どのような教育機関でラテン語を学

んでいたのか。」 

 

水田 それは、子供の頃から証拠がある。これ

はよく知られてる話で、グラマースクールで学

んでいる。確か、彼はグラスゴー大学に入るとき

に、ラテン語ができていることで、1 学年免除さ

れるようになったのかな。14 歳か 13 歳？  
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有江 「水田先生の目録にある Cicero の項目

を拝見すると、スミスはさまざまな論評をキケ

ロに関して述べています。一体、スミスは、キケ

ロに代表される、西洋古典に対する関心は、どの

程度のものだったのでしょうか。」 

 

髙 キケロを読むために、みんなラテン語

を勉強してたんじゃない？ いいか悪いかは別

にして。キケロがどんどん広がったのは、別の話

でしょうけど。 

 

有江 自然に読まざるを得ない。 

 

水田 「どの程度のもの」って、キケロしかな

いんだよ。その次のネオ・ストイシズムは、さっ

き言ったように、リプシウス。僕が一度、スコッ

トランドの大学図書館のリプシウスを見たら、

やっぱり全部ちゃんとそろえてる。どこの図書

館もね。 

 

有江 教会の側からすると、そんな異教的な、

しかも、イエスより前の時代で、そこに何か文明

的なものがあったっていうのは、あんまり言い

たくなかったはずなんですけどね。 

 

髙 でも、セクトじゃないから。やっぱり全

部ないと、具合悪かったんじゃないの？ そう

いう意味で、聖書だって、もともとギリシア語で、

Jesus の言葉からずっとあるわけだから。 

 

有江 そうですね。 

『1781 年カタログ』に戻ります。「ところどころ

複数の書物にまたがるような形で、大きく×印

が見えます。」 

 

水田 これが全然分かんない。 

 

『1781 年カタログ』（冒頭） 

 

『矢内原カタログ』（74 頁） 
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有江 「該当部分の書籍を『矢内原カタログ』

で確認すると、書名の冒頭に十字架マーク（✝）
が付けられ、脚注に out とあります。この十字架

マークは、書誌学では物故者に示す表示記号と

いうことですが、著者が亡くなっても書物は残

るわけですので、×印を付けて、蔵書リストから

除去する必要はないと思います。なにゆえ『1781

年カタログ』では、そのような措置が行われたの

でしょうか、そのあたりの背景なり事情なりに

ついて、知りたく存じます。」という質問です。 

 

水田 これ、インクで時代は分からないかし

ら？ 

 

有江 後の人が書いた可能性もある。 

 

小島 正確に言うと、ただの×と、三角が 2 つ

くっついたような形のものがあります。2 種類あ

るのです。 

 

深貝 こういう派手な×か。 

 

小野塚 確かに、そういう×の付け方もありま

すよね。 

 

深貝 本の並べ替えをしようとしたか、そう

いう他愛ない話かもしれない。持ってどこかに

行くとか。 

 

水田 どこかに移したっていうことが、一つ

あると思うけれど。 

 

福田 棚を変えた。 

 

小島 順番を入れ替えたとか。もしかすると

三角がそうかもしれません。 

深貝 つまり、人物評価といった深刻な意味

は持つとは限らない。 

 

小島 ×のインクは、目録本文のインクとは

違ったと思います。 

 

深貝 ×のものは、どこかにあるんですか？ 

それともスミスが持ってた？ あるいは、今の

ところ見当たらない？ 

 

小島 『矢内原カタログ』では、out と記され

ている。全部は対照してませんけれども、今では

ないものが多いと思います。 

 

深貝 日本にもって来たあと、×付けるはず

はないから、それより昔に取り外したのか。 

 

小島 ただ、現在全てないかというと、そうで

もない。あるものもある。まだ、全部は洗ってな

いので、少しお待ちください。 

 

有江 そういうことで、『1781 年カタログ』は

面白いかもしれないですね。東大にしかないん

だから。 

 

髙 そもそも何のために作ったのかが、全

く見当つかないから、僕は全然食指が動かなか

ったな。ただ、ここにしかないのは事実だから、

それを、どう生かすか。 

 

深貝 その筆記体の字は誰のですか？ 

 

小島 これはプロの書写でしょうね。 

 

水田 そうでしょうね。 
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髙 スミスの原稿は、みんなそうですから

ね。 

 

深貝 スミスが愛用していた筆記工は何人い

たかとか。そこまでいくと、何か分かるかもしれ

ない。 

 

髙 この時点だと、大学とは無関係だから、

意外と難しいかもよ。なんで 1781 年なのだろう。 

 

『水田文庫』について 

小島 この前、水田文庫の展示を見させてい

ただきました42)。そこで思ったのですが、あれだ

けの蔵書を構築する中で、スミスの旧蔵書は買

われなかったのですか？ 

 

水田 その頃は、あんまりマーケットに出て

こなかったんですよね。 

 

小島 そうか。出て来るのはもっと後なんで

すね。 

 

水田 どうもそうらしいね。グラスゴー留学

のときに、ファーガスン（Adam Ferguson）のも

のは買ってるんです。だからスミスが出てきた

ら、当然、買ってると思いますけどね。 

それから、もう一つは、そういう流通過程にタ

ッチしなかったっていうこともあるんですよ。

もう少し本気になれば、そういうカタログを集

めてやることはできたんです。ファーガスンが

グラスゴーの町に出てたら、これがあったよっ

ていう、そういう話ですからね。そうしたら、ポ

ンドの半分だったっけな、普通はそんな値段で

売られていた。だから、探せばあったんでしょう

ね。 

 

有江 1990 年代だと、街の古本屋でも、結構

古い革装の本があった。僕自身エディンバラを

回ったときに、一番古いものでは 1696 年のもの

なんかが、店舗の中ではなくて、雨がかかるよう

な外の棚にあったので、安いこともあってとも

かく買いました。 

 

水田 だって、『ブリタニカ』の初版なんか、

おまえ、どうして、こんなもん買うんだ？ってい

うことになりますから。 

 

小島 そうでしょうね。普通に使う人だった

ら、百科事典の初版がなぜ要るんだ？となりま

すよ。 

 

有江 今となっては、そういう街の古本屋さ

んにはもう何もなくなってしまいました。 

 

小島 どうやってお金を工面をして、あれだ

けの蔵書を構築されたのですか？ 

 

水田 みんなそう言うけど、女房が「これは家

計に関わりなかった」と言ってるから。 

 

髙 ご自分の所得だけですよ。あとは奥さ

んの収入で、食べてたはずだから。 

 

有江 自分の収入は、全部自分が好きに使え

たっていうことですか？ 

 

水田 そうです。それで、住んでいた公務員宿

舎って、要するに、家賃が安いわけですよね。そ

のおかげだということも言われた。 

 

小島 東大の脇村（義太郎）先生は、本が必要

になると、山の木を売って、本をそろえたって言
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ってますが。先生は、木を売ったりとか、そうい

うわけではなかったわけですね。 

 

水田 そう。だから、やっぱり稼いだんでしょ

うね（笑）。 

 

カタログ作成の意図について 

福田 カタログについて、想定した使い方は

ありますか？ 図書館学的に言うと、解説があ

るところなど、すごくユニークだと思います。 

近出たもので、『福田徳三書誌』という、巨

大な本があります。金沢幾子という、一橋大学の

図書館員が編纂したもので、すごい書誌なんで

すけれども、彼女は「読める書誌を目指しました」

というのです。つまり、弟子筋のことを調べたり

とか、すごく緻密なことをやっている。先生のカ

タログも、すごく特色があると思うんですけれ

ども、ある特定の使い方を念頭に置いた、という

ことはありますか？ 

 

水田 全然ない。全然ないっていうのは、つま

り、福田徳三は、本を買うとき、自分のイメージ

で買ってたと思う。でも、僕はスミスをやってて、

そんなの何もないから、ただスミス関係を集め

たら、像が出来上がるだろうというくらいであ

って、これを唯物史観の資料にしようとは思っ

てなかった。むしろ、使い方を想定するようなこ

とは、ないほうがいいと思ってた。 

 

福田 ツールとしてでよい、ということです

か。 

 

水田 そう。これからやってくださいよって

いうつもりで作った。 

 

福田 先生の文章、解説も少し入っています

が。 

 

水田 なるべく避けるということで。 

 

有江 そう言われると困ります。後で研究者

が使えるように、しかも思想というものが、やは

り越境する形で変化しながら、広がっていくっ

ていうようなことが分かるように、このカタロ

グは作られている、なんて書いてしまったの

で 43)。 

 

水田 「分かるように」は困る。分かるやつが

読まなきゃ駄目だ。 

 

有江 作る時に何も考えてないと言われると、

大変困っちゃうんですよ。 

 

髙 結局、考えてないほうが、かえって広が

るね。 

 

有江 ノートンが作ったヒュームのカタロ

グ 44 )なんか、単に図書館のカードを並べてある

だけだから。 

 

水田 あれは、ものすごく禁欲してるよね。 

 

有江 『水田カタログ』は、それと大きく違っ

て、福田さんも言われたように、非常に積極的な

ものだから、その特色を出そうと、自覚的にやっ

たに違いないと考えて、僕は書いたんです。 

 

髙 でも、スミスはここでこう書いてるっ

て、メンションを入れているのは、やっぱり、ス

ミス研究者にとって、すごく役に立つ。 

 

水田 ノートンが序文で言ってるのは、ヒュ
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ームが A Treatise of Human Nature を書いていた

とき、ホッブズの同じタイトルの本があったの

ではないかって。それでエディンバラの図書館

のカタログを見ると、ヒュームがそれを書いて

いる時点で、図書館に、ホッブズが 1640 年に出

した 初の本（The Elements of Law）は、エディ

ンバラにあったことがわかった。ヒュームが見

たという証拠はないんだけれど、見ることはで

きたはずだというところまでは追跡できる。 

それ（カタログ）を見て、館長だか貴重書室長

のヒルヤード（7 頁）だかにコピー取ってくれっ

て言ったら、「これは開けない」って言われた。

「これが分かったからいいじゃないか」って言

うから、「分かったんじゃない。こういうふうに

開けないっていうところまで分からなきゃ困る」

って。結局、それは写真に撮ってくれて、開けな

いっていうのを証明して、British Library のもの

のコピーを撮ってくれた。 

だから、そのところではノートンが期待して

たように、ヒュームがホッブズをちゃんと見て

書いたんだろうっていうことが分かった。 

 

有江 なるほど。 

他にはいかがでしょうか？ ちょうど予定の

時間になりましたので、聞き取りは、これで終了

させていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

(了) 
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