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本
書
は

､

目
下
の

と
こ

ろ
､

世
界
で

最
も

注
目
さ

れ

て

い

る

ア

メ

リ

カ

の

言
語
学
者
チ

ョ

ム

ス

キ
ー

が
､

一

九
六

七

年
一

月
､

バ

ー

ク

レ

ー

の

カ

リ

フ

ォ

ル

ニ

ア

大
学
で

お
こ

な
っ

た
三

回
の

講
演
を

も

と

に

し
て

編
ま
れ

た

も

の

で
､

彼
の

ま

と

ま
っ

た

著
作
の

う

ち
で

､

お

そ

ら

く

最
も

新
し
い

も

の

で

あ

る
｡

彼
の

言
語
理

論
は

難
解
と

い

わ

れ

て

い

る

が
､

こ

れ
は

講

演
集
で

あ

る

だ

け
に

､

比

較
的
近
づ

き

や

す
い

形
で

､

彼
の

理

論
の

概
要

を

う
か

が
い

知
る

機
会
を

与
え

て

く
れ

る
｡

も

ち

ろ

ん
､

彼
の

言
語
理

論
を

本
格
的
に

紹

介
ま

た

は

批
判
す
る

た

め

に

は
､

専
門
の

言
語
学
者
を

ま

た

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

か

つ

て

フ

ロ

イ

ド

の

棉
神
分
析
理

論
が

そ

う
で

あ
っ

た

よ

う
に

､

チ

ロ

ム

ス

キ

ー

の

言
語
理

論
が

､

早
く

も
､

今
日
の

知
的
風
土
の

重

要
な

一

部
を

な
し

て

い

る

か

に

思
わ

れ

る

以
上

､

筆
者
の

よ

う
な

言
語
学
に

は

全

く
の

素
人
に

も
､

素
人
な

り
の

理

解
が

あ
っ

て

し

か

る
べ

き

で

は

な
い

の

か
､

と
い

う
半
ば

義
務
感
に

か

ら

れ
て

､

敢
え

て
､

書
評

､

い

や

粗
凝
な

解
説
の

筆
を

と
っ

た

次
第
で

あ

る
｡

解
説
に

す
ら

な

ら

な
い

で
､

筆
者
ひ

加
β

U

と

り
の

た

め
の

覚
え

苔
に

終
る

か

も

知
れ

な
い

こ

と
を

､

お
こ

と

わ

り

し

て

お
か

ね

ば

な

ら

な
い

｡

本
書
の

全
体
を

構
成

す
る

三

回
の

講
演
に

は
､

全
部

､

｢

精

神
の

研

究

に

対

す
る

言
語
学
の

寄
与
+

と
い

う
表
題
が

つ

け

ら
れ

て

い

る
｡

こ

れ

は

｢

言
語
の

研
究
が

､

わ

れ

わ

れ
の

人
間
性
の

理

解
に

い

か

な

る

寄
与
を

な

し

ぅ
る

か
+

と
い

う
問
い

に
､

問
題
の

焦
点

を

置
く
と

い

う

彼
の

意
欲
的

姿
勢
を

物
語
る

も
の

と
い

え

よ

う
｡

彼
の

言
語
理

論
が

､

従

来
の

狭
い

意

味
の

言

語
学
の

域
を
こ

え
て

､

少
な

く

と
も

､

心
理

学
お

よ

び

哲
学
の

領

域
に

及
ぶ

も
の

で

あ

る
こ

と
が

､

こ

れ

に

よ
っ

て

示

唆
さ

れ
て

い

る
｡

言

語
の

本
質
は

何
か

､

言
語
が

い

か

な

る

点
で

人

間
の

精
神
過
確
を

反
映
し

､

思
考
の

流
れ

と

性
格
を

形
成
す
る

か
､

と
い

う

古
典
的
な

問
題
を

考
察
す

る

場
合

､

在
来
の

言
語
学

､

哲
学

､

心

理

学
と
い

う
学
問
の

垣

根
は

､

か

な

り

不

自
然
な
も

の

に

な

ら

ざ

る

を

え

な
い

､

と

彼
自
身
述
べ

て

い

る
｡

第
一

草
に

お
い

て
､

チ

ョ

ム

ス

キ
ー

は
､

自
ら
の

言
語
理

論
を

近

代
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

思
想
の

中
に

位
置
づ

け

よ

う
と

試
み
て

い

る
｡

彼
の

言
語
理

論

ほ

画
期
的
な

も
の

だ
､

と
い

わ

れ
て

い

る
が

､

そ
の

原
理
は

突
然
変
異
で

は

な
い

｡

彼
は

そ

の

原
形
を

十
七

世
紀
の

合
理

主
義
哲
学
に

見
出
す

｡

今

日

の

知
的
風
土

が
､

十
七

世
紀
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

そ
れ

に
､

奥
深
い

点
で

､

よ

く

似
て

い

る
こ

と
に

､

彼
は

注
目

し
て

い

る
｡

と

く

に

重

要
な

の

は
､

十
七

世
紀
哲
学
が

､

今
日

と

同
様

､

オ

ー

ト
マ

ト
ン

(

自
動
機
械
)

の

可

能
性
に

つ

い

て

大
き

な

関
心

を

寄
せ

て

い

た

と
い

う
点
で

あ

る
｡

デ
カ

ル

ト

は

動
物
を

オ
ー

ト
マ

ト

ン

と

見
な

し

た
｡

人

間
も

ま

た
､

他
の

動
物
と

同
じ

く

自
動
機
械
に

す
ぎ

な
い

の

で

あ

ろ

う
か

｡

ロ

ボ

ッ

ト

を
い

か

に

満



巧
に

し
､

そ

れ
に

人
間
と

同
じ

程
度
に

完
全
な

発
声
器
官
を

与
え
て

み
て

も
､

人

間
の

よ

う
に

､

場
面
に

応
じ
て

理

性
的
言
語
を

使
用

す
る
こ

と

は

で

き

な
い

で

あ

ろ

う
｡

人
間
は

､

肉
体
に

お

い

て

は
､

他
の

動
物
と

同
様

､

一

つ

の

自
動

機
械
で

は

あ

る

が
､

理

性
的
な

言
語
使
用
能
力
だ

け

は
､

物

質
的
な

機
械
か

ら

引
き

出
す
こ

と

が
で

き

な
い

｡

そ

こ

で
､

人
間
に

ほ
､

非
物
質
的
な

理

性
な
い

し

精
神
の

存
在
を

認
め

な

け

れ
ば

な

ら
な

い
､

と

デ
カ

ル

ト

ほ

考
え

た
｡

『

方

法
序
説
』

の

こ

の

よ

う
な

議

論
は

､

現

代
の

心

理

学
や
サ

イ
バ

ネ

テ
ィ

ッ

ク

ス

に

つ

い

て

の

論
蔑
を

先
取
り
し

て

い

る

感
が

あ

る
｡

十
七

世
紀
の

知
的
風
土

が

今
日

の

そ

れ

と
､

重

要
な

点
で

似

て

い

る

と
い

う
の

ほ
､

チ

ョ

ム

ス

キ

ー

に

よ

れ

ば
､

こ

の

よ

う
な

意
味
合

い

に

お
い

て

で

あ

る
｡

近
代
に

お

け

る

言
語
理

論
の

発
展
の

経
過
を

跡
づ

け

る

に

あ

た
っ

て
､

チ

ョ

ム

ス

キ

ー

ほ
､

十
六

世
紀
末

､

人
間
の

知
能
の

本
質
に

つ

い

て
､

す

ぐ
れ
た

研
究
を

発
表
し

た
ス

ペ

イ
ン

の

医

師
フ

ァ

ン

･

ウ

ワ

ル

ト

の

説
を

紹
介
し
て

い

る
｡

ウ

ワ

ル

ト

は

知
能
の

三

つ

の

段
階
を

区

別
し
た

｡

最
も

低
い

段
階
は

､

五

感
に

よ
っ

て

伝
え

ら

れ

る

も
の

以

外
､

何
も

受
け
つ

け

な
い

｢

従
順
な

知
能
+

の

段
階
で

あ

る
｡

第
二

の

段
階
ほ

､

自
ら
の

内
部

的
カ
に

よ
っ

て
､

新
し
い

考
え

を

生
み

出
し

､

そ

れ

に

ふ

さ

わ

し
い

､

目

評

新
し
い

表
現
方
法
を

見
出
す
こ

と
の

で

き

る

普
通

の

知
能
の

段
階
で

あ
る

｡

( 1 2 3) 書

そ

し

て
､

経
験
論
の

限
界
内
に

と

ど

ま
る

第
一

の

知
能
と

､

完
全
な

生

成

能
力
を
そ

な

え

た

第
二

の

知
能
と
の

差
異
こ

そ
､

動
物
と

人

間
と

の

ち
が

い

な
の

だ
､

と
ウ

ワ

ル

ト

は

主

張
し

た
｡

ウ
ワ

ル

ト

の

い

う
知
能
の

第
三

段
階
と

ほ
､

そ

れ
に

よ
っ

て
､

か
つ

て

見
ら

れ

た
こ

と

も
､

聞
か

れ

た
こ

と

も
､

書
か

れ

た
こ

と

も
､

い

や

考
え

ら

れ

た
こ

と

す
ら

な
い

､

微
妙
で

驚
く
ぺ

き
､

し

か

し

真
実
な
こ

と
を

語

る
､

普
通
の

知
能
を

ほ
る

か

に

超
え

､

時
に

は

狂
気
の

趣
き

さ

え

あ
る

最

高
の

知
能
で

､

こ

れ

は

独
創
的
想
像
力
に

属
す
る

｡

ロ

マ

ン

テ
ィ

シ

ズ

ム

の

勃
興
と

と

も
に

､

関
心

は
､

こ

の

第
三

段
階
の

知
能
へ

移
っ

て

ゆ

く
｡

し

か

し
､

人

間
一

般
の

言
語
能
力
に

つ

い

て

考
え

る

際
に

､

関
連
が

あ

る

の

は
､

ウ

ワ

ル

ト

の

い

う
第
二

段
階
の

知
能

､

す
な

わ

ち
､

人
間
を

け

だ

も
の

か

ら

区

別
す
る

普
通
の

言
語
使
用
能
力
で

あ
る

｡

そ

し

て
､

こ

の

能

力
が

､

訓
練
や

経
験
を

超
え

て
､

新
し
い

考
え

､

新
し
い

表
現
を

見
出
し

て

ゆ

く

と
い

う
｢

創
造
的
な

面
+

を

も
っ

て

い

る

と
い

う
仮
定
で

あ
る

｡

こ

の

｢

言
語
使
用
の

創
造
的
面
+

に

つ

い

て

の

議
論
は

､

三

つ

の

重

要

な

観
察
に

か

か
っ

て

い

る
｡

第
一

は
､

普
通
の

言
語
使

用
が

革
新
的
(

イ

ノ

ダ
エ

イ

テ
ィ

ヴ
)

で

あ
る

､

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

革
新
的
と

ほ
､

場

面
や

必

要
に

応
じ

､

い

ま

ま
で

一

度
も

用
い

た
こ

と

が

な
い

発
話
を

作
り

だ

せ

る

と

同
時
に

､

い

ま

ま
で

一

度
も

耳
に

し

た
こ

と

の

な
い

発
話
で

も

理

解
で

き

る

と
い

う
意
味
で

あ
る

｡

こ

れ
ほ

当
り

前
の

こ

と

で

は

あ

る

が
､

人
間
の

言
語
知
識
を

刺
激
に

対

す
る

学
習
さ

れ

た

反
応
の

蓄
積
と

し

て

と

ら

え
る

行
動
主
義
的
言
語
理

論
に

よ
っ

て

見
落
さ

れ
､

し
ば

し

ば

否
定
さ

れ
て

き
た

点
で

あ

る
｡

第
二

は
､

普
通
の

言
語
使
用
が

､

外
的
に

せ

よ
､

内
的
に

せ

よ
､

刺
激
の

支
配
を

受
け

な
い

と
い

う
点
で

あ
る

｡

言
語
が

､

普
通
の

人

間
に

と
っ

て

も
､

自
己

表
現
の

道
具
と

し
て

役
立

ち
う
る

の

ほ
､

こ

の

よ

う
に

刺
激
の

支
配
か

ら

自
由
で

あ

る

か

ら

で

あ

る
｡

第
三

の

点
は

､

普
通
に

用
い

ら

れ

る

人

間
の

言
語
が

､

意
味
の

ま

と

ま

り

を

も

ち
､

場

面
･

情
況
に

ふ

さ

わ

し
い

､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

ま

と

ま

り
､

ふ

さ

わ

一
.

⊥

し

さ
､

と

ほ
､

ど

う
い

う
こ

と
か

を

明

確
に

い

う
こ

と

は

で

き

な
い

に

し

朗

｢
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て

も
､

こ

れ

ら
の

特
徴
が

意
義
あ

る

観
念
で

あ

る

こ

と

は

疑
え

な
い

｡

わ

れ

わ

れ

は
､

普
通
の

言
語
使
用
の

す
が

た

を
､

狂
人
の

た

わ
ご

と
､

ま
た

ほ
､

で

た

ら

め
に

プ
ロ

グ

ラ

ム

さ

れ

た
コ

ン

ピ

ュ

ー

タ
ー

の

ア

ウ

ト

プ
ッ

ト

か

ら

区

別
す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

以

上

あ

げ
た

､

人
間
の

言

語
の

三
つ

の

特
性
は

､

と
り

も

な
お

さ

ず
､

人
間
の

思
考
の

特
性
で

も

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

特
性
を

､

デ
カ

ル

ト

ほ

機

械
論
的
に

十
分
に

説
明
す
る
こ

と

が
で

き

な
か
っ

た
｡

そ

れ

は

と

も

か

く
､

こ

の

よ

う
な

合
理

主
義
的
言
語

観
が

､

十
七

世
紀
の

他
の

さ

ま
ざ

ま

な

面

で

の

発
展
と

合
併
さ

れ

て
､

哲
学
的
ま
た

ほ

普
遍
的
文
法
(

フ

ィ

ロ

ソ

フ

ィ

ヵ

ル
､

ま

た

は
ユ

ニ

プ
ア

ー

サ
ル

･

ダ

ラ
マ

⊥
と
し

て

知
ら

れ

る
､

言
語
構
造
に

つ

い

て

の
一

般
的
理

論
へ

と

発
展
し

た
､

と

チ

ョ

ム

ス

キ
ー

は
い

う
｡

不

幸
な
こ

と

に
､

こ

の

哲
学
的
文
法
が

ど
の

よ

う
な
も

の

で

あ
っ

た

か

に

つ

い

て

は
､

今
日

あ

ま

り

知
ら

れ
て

い

な
い

し
､

ま
た
こ

れ

に
.
つ

い

て

言
及
が

稀
に

な

さ

れ
て

も
､

そ
の

多
く
は

誤
解
に

基
い

て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

哲
学
的
文

法
は

､

ラ

テ
ン

語
を

範
と

す
る

も

の

だ

と

か
､

規

範
的
で

あ
る

と

か
､

音
声
に

興
味
を

示
さ

な
い

､

等
々

の

誤
っ

た

非
難
を

う
け
て

い

る
｡

と
こ

ろ

が
､

実
際
は

､

哲
学
的
文
法
の

代
表
的
書

物
で

あ

る
ポ

ー

ル
･

ロ

ワ

イ
ヤ

ル

文
法
(

一

六

六

〇
年
)

を

見
て

も

わ

か

る

よ

う
に

､

そ

れ

は

当

時
の

学
問
語
で

あ
る

ラ

テ
ン

語
を

自
国
語
を

も
っ

て

代
え
よ

う
と

い

う
運
動
に

沿
っ

て
､

フ

ラ

ン

ス

語
で

書
か

れ

た
｡

ラ

テ
ン

語
は

不

自
然

で
､

ゆ

が

め

ら

れ

た

言
語
で

､

デ
カ

ル

ト

学
徒
た

ち
が

重

ん

じ

た

明
噺
な

思
考
と

常
識
的
な

談
話
に

と
っ

て

有
害
な

言
語
と

考
え

ら

れ

た
か

ら
で

あ

っ

た
｡

哲
学
的
文
法
に

加
え

ら
れ

る

規
範
的
だ

と
い

う
非
難
も

､

当
た

ら

な
い

｡

慣
用
的
語
法
に

つ

い

て
､

と

や

か

く

言
う
こ

と

は
､

文
法
学
者
の

㍊

仕
事
で

ほ

な
い

､

と

い

う
こ

と

は

よ

く

理

解
さ

れ
て

い

た
｡

哲
学
的
文
法

β

家
た

ち
が

目
ざ

し

た

の

は
､

言
語
的
事
実
を

､

言
語
の

本
質

､

そ

し

て

最

終
的
に

は
､

人

間
の

思
考
の

本
質
に

関
す
る

仮
説
に

基
い

て

説
明

す
る
こ

と
で

あ
っ

た
､

と

チ

ョ

ム

ス

キ
ー

ほ
い

う
｡

哲
学
的
文
迭
家
た

ち
ほ

､

言

語
的
資
料
が

､

極
め

て
一

般
的
性
質
を

も
つ

精
神
の

奥
深
い

プ
ロ

セ

ス

北

開
係
の

あ

る

証
拠
と

し
て

用
い

る
こ

と
が

で

き

る

限
り

を

除
い

て

は
､

資

料
の

蒐
集
に

ほ

と

ん

ど

興
味
を

示
さ

な
か
っ

た
｡

哲
学
的
文
法
は

､

文
法

学
者
の

仕
事
を

､

具
体
的
な

言
語
資
料
を

記
録
し

系
統
だ

て

る
こ

と

だ

と

解
す
る

記
述
的
伝

統
に

意
識
的
に

反
撥
し

て

起
こ

っ

た

も
の

で

あ
っ

た
｡

チ

ョ

ム

ス

キ

ー

は
､

現
在
の

と
こ

ろ
､

ポ

ー

ル

･

ロ

ワ

イ
ヤ

ル

文
法
に

つ

い

て

決
定
的
な

評
価
を

下
す
段
階
に

な
い

と
こ

と

わ

り

な

が

ら

も
､

そ

こ

に

繰
り

返
し
て

現
わ
れ

て

い

る

二
､

三

の

主

題
を

紹

介
し
て

い

る
｡

チ

ョ

ム

ス

キ

ー

に

よ

れ

ば
､

ボ

ー

ル

･

ロ

ワ

イ
ヤ

ル

文
法
の

革
新
の
一

つ

は
､

そ

れ

以

前
の

文
法
が

､

主
と

し

て

語
類
(

品
詞
)

と

屈

折
に

つ

い

て

の

文

法
で

あ
っ

た

の

に

対
し

て
､

文
法
的

単
位
と

し
て

句
(

フ

レ

ー

ズ
)

の

概

念
が

重

要
で

あ
る

こ

と

を

認
め

た

点
に

あ

る

と
い

う
｡

一

つ

の

句
は

複
合

観
念
に

相
当
し

､

一

つ

の

文
は
い

く
つ

か
の

連
続
し
た

句
に

分
析
さ

れ
､

そ

し
て

､

そ

れ

ら

の

句
は

､

さ

ら
に

ま

た
､

い

く
つ

か

の

句
に

再
分
さ

れ
､

遂
に

単
語
の

レ

ベ

ル

に

達
す
る

｡

こ

う
し
て

問
題
の

文
の

｢

表
面
構
造
+

(

サ
ー

フ

ェ

ス

･

ス

ト

ラ

ク

チ

ャ

ー
)

と

呼
べ

る

も
の

が

得
ら

れ

る
｡

ボ

ー

ル
･

ロ

ワ

イ

ヤ

ル

文
政
家
た

ち

は

表
面
構
造
の

分
析
を

お
こ

な
っ

た

最

初
の

文
法
家
ら

し
い

の

で

あ

る

が
､

彼
ら

は
､

こ

う
し

た

分
析
だ

け

で

は

不

十
分
な
こ

と

に

気
が
つ

い

た
｡

表
面
構
造
の

分
析
に

よ
っ

て
. ､

文
の

音



声
的
解
釈
は

決
定
で

き

る

が
､

意
味
の

解

釈
を

き

め

る
に

は
､

表
面
構
造

の

背
後
に

あ
っ

て
､

こ

れ

を

統
率
し

､

ま

と

め

あ

げ
て

い

る

と

考
え

ら

れ

る

｢

深
層
構
造
+

(

デ
ィ

ー

プ
･

ス

ト

ラ

ク

チ

ャ

ー
)

と

い

う
､

文
の

表

面
に

は

現
わ

れ
て

い

な
い

､

よ

り

抽
象
的
な

構
造
を

仮
定
し

て

み

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

､

と

考
え

た

と

チ
ョ

ム

ス

キ

ー

は

説
明
し
て

い

る
｡

こ

の

深
層
構
造
は

､

あ

る

種
の

心

的
操
作

-
現
代
の

術
語
で

い

え

ば
､

文
法
的
変
形

-
に

よ
っ

て

表
面

構
造
と

関
係
づ

け

ら

れ
て

い

る
｡

ボ

ー

ル
･

ロ

ワ

イ

ヤ

ル

理

論
を

論
理

的
に

押
し

進
め

る

な

ら
､

あ

る

言
語
の

文

法
ほ

､

深
層
構
造
と

表
面
構
造
間
の

変
形
関
係
を

特

色
づ

け

る

規
則
の

体

系
を

含
ん
で

い

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

に

な

る
｡

話
し

手
の

文
法
は

､

適
切
に

関
係
づ

け

ら

れ
た

､

無
限
多
数
の

深
層

･

表
面
構
造
を

生

み

出
す

有
限
の

規
則
体
系
を

含
む

ほ

ず
で

あ
る

｡

ウ

ィ

リ

ア

ム

･

フ

ォ

ン

･

フ

ン

ボ
ル

ト

の

こ

と

ば

に

従
え

ば
､

話
し

手
は

有
限
の

手
段
を

無
限
に

使
用
す

る
｡

こ

う
し

た

考
え

方
が

､

今
日

､

発
展
さ

れ
､

満
額
化
さ

れ

つ

つ

あ

る

生
成
文
法
の

概
念
の

原
形
に

な
っ

て

い

る
｡

と
こ

ろ
が

､

こ

の

よ

う
な

概

念
は

､

フ

ン

ボ

ル

ト
の

ロ

マ

ン

テ
ィ

γ

ク

な

ヴ
ァ

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

を

最
後

と

し
て

､

十
九
世
紀
後
半
に

近

代
言
語
学
が

発
達
す
る
に

つ

れ
て

､

は

と

ん

ど

跡
か
た

も

な

く

消
え

失
せ

て

し

ま
っ

て

い

た
､

と

チ
ョ

ム

ス

キ

ー

は

評

述
べ

て

い

る
｡

( 12 5) 書

ポ

ー

ル

･

ロ

ワ

イ
ヤ

ル

文
法
理

論
と

､

現
代
の

構
造

･

記
述
言
語
学
と

の

関
係
は

ど

う
か

｡

構
造
言
語
学
は

､

そ

の

分
析
を

､

表
面
構
造
に

限
定

し

た
｡

現
代
の

構
造
言
語
学
の

土
台
を

礎
い

た

ソ

シ

ュ

ー

ル

は

言
語
学
的

分
析
の

正

し

い

方
法
は

､

分

割
と

分
類
だ

け
で

あ
る

と

主
張
し

､

現
代
の

構
造
言
語
学
ほ

､

こ

れ

を

言
語
分
析
に

必

要
､

か

つ

十
分
な

方
法
と

考
え

､

そ
の

限
定
を

忠
実
に

守
っ

て

き
た

｡

明
ら
か

に
､

こ

の

よ

う
な

分

類
学
的

分
析
で

ほ
､

哲
学
的
文
法
に

い

う
意
味
で

の

深
層
構
造
が

､

そ
の

考
察
圏

内
に

入

る

余
地

が

な

か
っ

た
｡

さ

ら
に

､

ソ

シ
ュ

ー

ル

は

文
形
成
の

プ
ロ

セ

ス

は

言
語
材
料
(

ラ
ン

グ
)

の

体
系
に

属
さ

な
い

以
上

､

本
来
の

意
味

で

の

言
語
学
の

領
域
外
に

置
か

れ

る
､

と
い

う
見
解
を
し

ば
し

ば

発
表
し

た
｡

こ

の

見
解
に

よ

れ

ば

統
語
論
ほ

､

言
語
学
に

と
っ

て

ど

う
で

も

よ

い

も
の

に

な
る

｡

そ

し

て
､

実
際

､

構
造

言
語
学
で

は

統
語
論
上
の

見
る

ぺ

き

仕
事
は

､

ほ

と
ん

ど
な

さ

れ

な
い

結
果
に

な
っ

た
の

で

あ

る
｡

十
九

世

紀
科
学
の

偉
大
な

業
績
の

一

つ

で

あ

る

比

較
印
欧
語
研

究
の

目

ざ

ま

し
い

成

功
と

と

も
に

､

哲
学
的
文
法
の

弔
鐘
が

鳴
ら

さ

れ

た
｡

ホ

イ

ッ

ト
ニ

ー
､

ソ

シ

ュ

ー

ル

な

ど
に

よ
っ

て

表
明
さ

れ

た

不
毛
で

全
く

不

十

分
な

言
語
観
ほ

､

言
語
研

究
の

当
時
の

段
階
で

は
､

ま
さ

し

く

ふ

さ

わ

し

い

も
の

で

あ

る
こ

と

が

わ

か
っ

た
｡

構
造
言
語
学
も

同
じ

知
的
わ

く
内
で

進
展
し

､

相
当
の

進
歩
を

と

げ
た

｡

構
造
言
語
学
は

､

利
用
で

き
る

知
識

の

範
囲
を

大
幅
に

広
げ

､

資
料
の

信
頼
性
を

測
り

知
れ

な
い

ほ

ど
に

高
め

た
｡

そ

れ

は

言
語
に

つ

い

て

の

論
述
の

正

確
さ

を
､

全
く

新
し

い

レ

ベ

ル

に

ま
で

高
め
た

｡

し

か

し
､

哲
学
的

文
法

-
一

般
文
法
理

論

-
1
の

伝

統
を

軽
視
し

た
こ

と
は

､

結
局

､

言
語
研
究
に

と
っ

て

マ

イ

ナ
ス

で

あ
っ

た
､

と
チ

ョ

ム

ス

キ

ー

は

い

う
｡

こ

の

よ

う
に

､

言
語
研
究
に

は

二

つ

の

伝
統
が

あ
っ

た
｡

一

つ

は
､

十

七

せ
紀
か

ら
ロ

マ

ン

テ
ィ

シ

ズ

ム

ま
で

栄
え

た
一

般
文
法
の

伝
統
で

あ

り
､

他
ほ

､

そ

れ

以

後
､

少
な
く

と
も

一

九
五

〇
年
代
の

初
期
ま

で
､

約
一

世

紀
に

わ

た
っ

て

言
語
研
究
を

支
配
し
て

き
た

記
述

･

構
造
言
語
学
の

伝

統

3

で

あ
る
ぺ

記
述

･

構
造
言
語
学
が

言
語
の

詳
細
な

事
実
に

熱
烈
な

興
味
を

朗

｢
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抱
い

て

い

た

の

に

対
し

､

一

般
文
汝
ほ

同

程
度
に

抽
象
的

一

般
化
に

没
頭

し
て

い

た
､

と

い

っ

て

よ
い

｡

今
こ

そ
､

こ

れ

ら
二

つ

の

伝
統
を

結
合
し

､

そ
の

各
々

の

業
績
か

ら

く

み

と

り
､

両

者
を

綜
合
し
た

研
究
を

発
展
さ

せ

る
ぺ

き

時
期
が

到
来
し

て

い

る
､

と
い

う
こ

と
ば

で
､

チ

ョ

ム

ス

キ

ー

は

第
一

回

の

講
義
を

結
ん

で

い

る
｡

以

上

の

よ

う
に

､

チ
ョ

ム

ス

キ
ー

は

構
造
言
語
学
に

つ

い

て

も

正

当

な

評
価
を

与
え

て

い

る

が
､

彼
の

共
感
が

示
し

て

い

る

の

が
､

十
七

世
紀
以

来
の

一

般
文
法
理

論
で

あ

る
こ

と
は

明

ら
か

で

あ

る
｡

彼
は

､

自
ら
の

言

語
理

論
が

十
七

世
紀
の

合
理

主
義
哲
学
者
た

ち
の

言
語
理

論
を

継
承
す

る

も

の

で

あ

る
､

と

見
て

い

る

の

で

あ
る

｡

第
二

回
の

講
義
で

ほ
､

チ

ョ

ム

ス

キ

ー

は

彼
の

文
法
理

論
の

最
近
の

発

展
状
況
を

報
告
し
て

い

る
｡

そ

の

前
置
き

と

し

て
､

言
語
現
象
は

､

わ

れ

わ

れ
に

と
っ

て
､

あ
ま

り

に

も

身
近

な

精
神
的
事
実
で

あ

る

た

め
に

､

そ

れ
か

ら

適
当
な

心

理

的
距
離
を

置
く
こ

と

が

難
し

く
､

皮
相
な

説
明
で

満

足
し
て

し

ま

う
危
険
が

多
分
に

あ

る

こ

と

を

強
調
し
て

い

る
｡

言
語
と

精

神
に

対

す
る

構
造
言
語
学
的

､

行
動
主
義
的
ア

プ
ロ

ー

チ

の

本
質
的
欠
陥

ほ
､

説
明
が

皮
相
で

即
物
的
で

よ
い

と

信
じ
た

点
に

あ
る

､

と
い

う
｡

そ

れ

ゆ
え

､

言
語
の

知
識
と
い

う
も
の

が
､

習
慣
構
造
で

あ
る

と

か
､

連
想

の

網
で

あ

る

と

か
い

う
ふ

う
に

単
純
に

信
じ

こ

ん

で

し

ま
っ

た

の

で

あ

る
｡

あ

る

言
語
を

習
得
し
た

人

は
､

音
声
と

意
味
と

を
､

あ

る

特
定
の

仕
方

で

関
係
づ

け

る

規
則
の

体
系
を

内
面
化
し

た
こ

と

に

な

る
｡

あ

る

言
語
の

文
法
を

作
る

言
語
学
者
の

仕
事
は

､

こ

の

内
面

化
さ

れ

た

体

系
に

関
す
る

仮
説
を

提
出
す
る
こ

と
で

あ
る

｡

し

か

し
､

特
定
言

語
の

文

法
が

侍
ら

れ

る

と

き
､

そ
の

あ

り

様
を

規
定
す
る

原
理

と
い

う
も
の

が

あ
る

は

ず
で

あ

朗
β

U

る
｡

英
語

､

フ

ラ
ン

ス

語
､

日

本
語
と
い

っ

た

具
体
的
特
定
言
語
の

も
つ

見
せ

か

け

の

多
様

性
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

お
よ

そ

人
間
の

自
然
言
語
で

あ

る

限
り

､

共
通
に

具
え

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

､

普
遍
的
型

､

ま
た

は

特
性
と
い

っ

た

も
の

が

あ

る
の

で

は

な
い

か
｡

こ

れ

を

規
定
し

ょ

う
と

す

る

の

が
一

般
文
法
の

仕
事
で

あ

る
｡

特
定
言
語
の

文
汝
は

､

一

方
で

は

そ

の

言
語
の

資
料
と
の

照
合
を

強
い

ら
れ

､

他
方
で

は
､

一

般
文
法
の

規
定

す
る

と
こ

ろ
に

即
す
る
こ

と

を

迫
ら
れ

る

運
命
に

あ
る

｡

以

上
の

よ

う
な

前
置
き

を

し
て

､

チ

ョ

ム

ス

キ

ー

ほ
､

生

成
文
法
の

問

題
点
を

解
説
し

て

い

る
｡

そ

れ

は

統
語
部
門
と

､

音
韻
部

門
と

､

意
味
部

門
に

分
類
で

き

る
が

､

音
韻
部
門
ほ

筆
者
の

理

解
に

余
る

の

で

省
き

､

主

と

し
て

､

統
語
部
門
か

ら
二

､

三

の

例
を

あ

げ
る

に

と

ど

め

る
｡

彼
が

扱
っ

て

い

る

問
題
の

中
で

､

言
語
学
の

素
人
に

と
っ

て

も

興
味
が

あ
る

の

は
､

文
の

あ
い

ま
い

さ

と
い

う

問
題
で

あ

る
｡

た

と

え

ば
､

(

且
H

巴
∽
払

匂
p

3
く
e

O
f

J

O

F
ロ

オ

告
-

β
打
-

β

甲

と
い

う
文
は

､

ジ

ョ

ン

が

飲
む
と
い

う
事
実
を

さ

し
て

い

る

の

か
､

そ

れ

と
も

飲
み
っ

ぷ

り

を

さ

し

て

い

る
の

か
､

あ
い

ま
い

で

あ
る

｡

ど

ち
ら

の

意
味
に

と

る
ぺ

き

か

ほ
､

表
面
構
造
に

は

示
さ

れ

て

い

な
い

｡

し

か

し
､

こ

の

文
を
つ

ぎ
の

よ

う
に

拡
張
す
る

と
､

あ
い

ま
い

さ

が

解
消
す
る

｡

(

ひ
)

H

已
払

p

p

匂

3
く
e

O

代

官
せ
n

-

∽

告
ど
打
i

ロ

g

O
巾

t

F
e

g
e

ロ

(

且

H

d
i

∽

P
勺

p
O

→
く
e

O
f

甘
ゲ
ロ

､

の

e

宍
e

邑
づ
e

賢
-

n

E
ロ

甲

こ

の

二

つ

の

文
は

､

そ

れ

ぞ
れ

一

つ

の

深
層
構
造
を

も
つ

の

で
､

あ
い

ま

い

さ

が

な
い

｡

と
こ

ろ
が

､

英
語
の

文
法
で

は
､

深
層

構
造
の

ち

が

う
二

つ

の

文
を

組
合
わ
せ

て
､



(

包

Ⅰ

巴
∽

P

p

勺

冒
く
e

O
巾

-

O

F
ロ

､

払

e

営
e
仏

已
d

d

d

ユ
ロ

E
声
粥

t

ォ

6

訂
e

ド

と
い

う
文
を

作
る
こ

と

は

許
さ

れ

な
い

｡

す
な

わ

ち
､

㈱
は

非
文
法
的
な

文
で

あ

る
｡

仰
が

､

な

ぜ

英
語
の

文
法
か

ら

逸
脱
し

て

い

る

か
に

つ

い

て

説
明
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

場
合

､

特
定
文
法
の

レ

ベ

ル

で

は
､

二

つ

の

深
層

構
造
に

つ

い

て
､

ど

ち
ら

か
一

方
を

選
ぶ

よ

う
指
定
し

､

各

々

の

易
合

､

何
か

㈱
の

ど

ち
ら

か

に

だ

け

拡
張
を

許
す
と
い

う
文
法
的
規

則
を

設
け

る
こ

と
に

よ
っ

て

説
明
が
つ

く

で

あ

ろ

う
｡

英
語
を

知
っ

て

い

る

人
が

､

こ

の

規
則
を

心

得
え

て

い

る

か

ら
こ

そ
､

仰
が

非
文
法
的
で

あ

り
､

㈲
が

あ
い

ま
い

な

文
だ

と

直
感
的
に

感
ず
る

の

だ
､

と

説
明
す
る
こ

と

が

で

き

よ

う
｡

さ

ら
に

､

わ

れ

わ

れ

は
､

も
っ

と

深
い

レ

ベ

ル

の

説
明

に

ま

で

進
ん

で

ゆ

く
こ

と
が

で

き

る
｡

す
な

わ

ち
､

こ

の

よ

う
な

規
則
を

自
分
の

も
の

に

し

た
の

は
､

精
神
の

ど
の

よ

う
な

構
造
に

よ

る
の

か
､

そ

の

構
造
は

ど
の

よ

う
な

一

般
性
を

も
っ

て

い

る

の

か
､

を

問
う
こ

と

も
で

き

る
｡

こ

れ

ほ
､

一

般
文
法
に

か

か

わ

る

問
題
で

あ

る
｡

(

序
で

な

が

ら

Ⅰ

聖
賢
匂
=

胃
○

≦
U

O
h

l

O

F
n

､

∽

e

宍
)

e
∽

∽
i

5
川

賢
ど
E
口

内

O
f

t

F
e

訂
e

→

ほ
､

文
法
的
に

正

し
い

文
で

あ
る

｡

)

も

う
一

つ

､

あ
い

ま
い

な

文
を

あ

げ
れ

ば
､

(

且

-

O

F
n

吋
e

官
t

が
e

O

P
→

i

n

t

ビ
e

g
P

岩
.g
e
.

評

と
い

う
文
は

､

車
庫
に

車
を
し

ま
っ

て

置
い

た
の

か
､

車
庫
に

あ

る

車
は

(

売
ら

な
い

で
)

と
っ

て

置
い

た

の

か
､

あ
い

ま
い

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

､

こ

の

文
か

ら

書

(

)ヽ

弓
訂
t

(

管
旨
g
e
)

d
-

m

こ
○
ビ
n

訂
e

匂

t

ど

呂
+

-

已

り

と
い

う
疑
問
文
を

作
れ

ば
､

こ

れ

の

文
は

､

車
庫
の

中
の

車
を

さ

す
こ

と

2q

は

不

可
能
に

な

り
､

あ
い

ま
い

で

は

な

く
な

る
｡

(

q
)

-

○

ビ
n

打
e

官
t

訂
○

賀
t

訂
r

t

名

臣
i

ロ

t

F
e

g
p

講
習

.

と
い

う
文
か

ら
は

､

S
の

よ

う
な

疑
問
文
は

作
れ

な
い

｡

(

ヱ

≦
1

F

監

守
→

品
e

d
-

か

甘
F
n

打
e

e

匂

t

ビ
O

C

P
り

一

旨
P
t

弓

監
i

ロ

～

と
い

う
疑
問
文
は

英
語
で

は

な
い

｡

一

般
に

t

訂
○

告
t

F
P
叶

司
P
抑

-

n

旨
2

g

覧

品
e

の

よ

う
な

複
合
名
詞
句
か

ら
､

文
法
的

変
形
に

よ
っ

て

名

詞
句
(
t

訂
0

寛
)

を

抜
き

出
し

て

き

て
､

疑
問
文
を

作
る
こ

と

は

許
さ

れ

な
い

｡

こ

れ

は

英
語
の

み

な

ら

ず
､

あ
ら

ゆ

る

言
語
に

通
ず
る

普
遍
的

特
質
(

リ

ン

グ

ウ
ィ

ス

テ
ッ

ク
･

ユ

ニ

ヴ
ア

ー

サ
ル
)

で

あ

る

よ

う
に

思

わ

れ

る
､

と

チ
ョ

ム

ス

キ

ー

は
い

う
｡

こ

こ

で
､

注
意
し

な

け

れ

ば
な

ら
な

い

の

は
､

チ

ョ

ム

ス

キ
ー

が

文
の

意
味
の

解

釈
を

す
る

際
に

､

場
面
と

か

文
脈
と

か

を
､

考
慮
に

入

れ
て

い

な
い

こ

と

で

あ
る

｡

仙
も

㈹
も

､

場
面
が

与

え

ら

れ

れ

ば
､

あ
い

ま
い

さ

は

消
え

る

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

チ

ョ

ム

ス

キ

ー

は
､

現
在
の

と
こ

ろ
､

あ

く

ま

で

文
の

構
造
に

即
し
て

意
味
を

考
え

て

い

る
｡

意
味
部

門
に

つ

い

て

は
､

｢

も
し

文
法
が

話
し

手
･

聞
き

手
の

十
分

な

言
語
能
力
を

扱
う
こ

と
に

な

れ
ば

､

そ

れ

は

意
味
解
釈
の

規
則
を

も

含
ま

ね

ば

な

ら

な
い

け

れ

ど

も
､

文
法
の

こ

の

面
に

つ

い

て

ほ
､

ま

だ
､

ほ

と

ん

ど

知
ら

れ

て

い

な
い

+

と
い

っ

て
､

ご

く

簡
単
に

扱
い

､

た

だ

表
面

構

造
の

あ

る

面
が

意
味
の

解
釈
に

も

関
連
が

あ

る
こ

と

を

示
唆
す
る

に

と

ど

め

て

い

る
｡

第
三

回
の

講
演
は

､

哲
学
者

､

心

理

学
者

､

言
語
に

つ

い

て
の

､

人
類

学
者

､

生

物
学
者
な

ど
の

最
近
の

学
説
を

批
判
し

な

が

ら
､

言
語
が

人
間

特
有
の

も
の

で

あ
る

こ

と

を

強
調
し

､

言
語
研
究
が

人

間
の

精
神
過
擬
の

γ

∂

解
明
に

通
ず
る

も
の

で

あ
る

こ

と

を
､

改
め

て

主
張
し

た

も
の

で

あ
る

｡

館
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と

く

に
､

彼
の

場
合

､

言
語
学
が

認
識
心

理

学
と

し

て

と

ら

え

ら

れ

て

い

る

と
こ

ろ

に

特
徴
が

あ

る
｡

た

だ
､

一

箇
所

､

気
に

か

か
っ

た

点
を

指
摘

す
れ

ば
､

一

方
で

は

｢

精
神
が

､

そ
の

本
有
的
特
性
と

し

て
､

わ

れ

わ

れ

が
一

般
文
法
と

呼
ん

で

き

た
一

般
的
言
語
理

論
を

も
っ

て

い

る

と

仮
定
す

る
+

(

傍
点
筆
者
)

と
い

い

な

が

ら
､

他
方
で

ほ
､

｢

あ

る

言
語
の

文
法
は

､

提
示

さ

れ

た

言
語
的
資
料
か

ら
､

子

ど

も

に

よ
っ

て

発
見
さ

れ
る
+

(

傍

が
(

0

点

筆
者
)

と
い

っ

て

い

る

点
で

あ

る
.

｡

こ

の

あ

た

り
の

矛
盾
を

ど

う

解
く

か

が
､

今

後
､

彼
に

と
っ

て
一

つ

の

課
題
に

な

る

よ

う

に

思
わ

れ
る

｡

(

一

橋
大

学

助

教

授
)




