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ヴ
ア

イ

ス

ゲ
ル

バ

ー

の

言
語
理

論

●

戦
後
ド

イ

ツ

文

法

学
は

新
し
い

成

果
を

収
め
つ

つ

著
し
い

発

展

を

と

げ
て

い

る

が
､

そ

の

背

景
に

あ
っ

て

い

わ

ば

そ

の

理

論
的
支

柱
と

し
て

の

役
割
を

は

た

し
て

い

る

と

思
わ

れ

る

の

が

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

の

言

語
理

論
で

あ
る

｡

他
の

諸

学
説

よ

り

の

影

響
と

い

う
こ

と

を
と

く
に

考
慮
に

入
れ

な
が

ら
､

こ

の

理

論
を

一

つ

の

体

系
と

し
て

と

ら

え

よ

う
と
い

う
の

が
､

こ

の

小

論
の

目

的

で

あ

る
｡

他
の

西

欧
諸

国
の

言

語

学
が

多
か

れ

少
な
か

れ

構
造
言

語

学

の

流
れ

を

く
ん

で

い

る

の

に

対

し
て

､

ド

イ

ツ

に

あ
っ

て

は
､

こ

の

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

を

中
心

に

し

た

学

派
は

独

自
の

這
を

歩
も

う
と
し

て

い

る
｡

そ

の

よ

う
な

意
味
で

の

特

異

性
を

も

明

ら
か

に

し
て

い

き

た

い
｡

十
八

世
紀

後
半
か

ら

十

九

世

紀
前
半
に

か

け
て

､

ド

イ

ツ

で

は

二

人
の

す
ぐ

れ

た

思

想

家
､

ヘ

ル

ダ

ー

と

W

･

Ⅴ

･

フ

ン

ボ

ル

ト

三

城

満

痛

が

独

自
の

発
想
を

も
っ

た

言

語
思

想
を

発
表
し
た

｡

と

く

に

フ

ン

ボ

ル

ト

の

思
想

は
､

後
に

な
っ

て

撞

頭
し
て

く
る

新
し
い

言

語
理

論
･

言

語

観
の

基
本

的

な

考
え

方
を

い

く
つ

か
､

非
体
系
的

･

新

芽
的
な

形
で

含
ん

で

い

る
｡

ソ

シ

ュ

ー

ル

と

そ

の

後
の

言
語
学
と

の

間
に

も

同

様
の

こ

と
が

み

と

め

ら

れ

る

が
､

そ

う

い

う

意

味

で
､

こ

の

二

人

は
､

言

語
学
説
史
上

､

き

わ
め

て

偉
大
な

予

言
者

的
な

､

そ

し
て

現

代
の

言
語
観

･

言
語
理

論
に

と
っ

て
､

非
常
に

淵
源

的
な

存
在
で

あ

る
｡

と
い

っ

て

フ

ン

ボ

ル

ト

の

場
合

､

そ

の

後
の

現

代
に

い

た

る

ま

で

の

発

展
が

､

連
続
的
乃
至

は

直
線
的
で

あ
っ

た

と
い

う
の

で

は

な

く
､

十

九

世

紀
の

言
語
研

究
は

周

知
の

通
り

実
証

主

義
の

全

盛

時
代
を

迎
え

る

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

た

め
ヘ

ル

ダ

ー
､

フ

ン

ボ

ル

ト

と

続
く
い

わ

ゆ

る
ロ

ー

マ

ン

派

的

言

語
思
想

は
､

む

し
ろ

そ

の

影
に

か

く
れ

て

し

ま
い

､

傍
系
と

な
っ
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y

て

し

ま

う
ど

こ

ろ

か

断
絶

し

た

と

さ

え
い

え

る

の

で

あ

る
｡

音

韻

の

規
則
的

変
化
を

主
た

る

対

象
と

す
る

印

欧

語
比

較
文

法
･

歴
史

文

法
が

､

そ

れ

に

と
っ

て

代
っ

て
､

十

九

世

紀
に

お

い

て
､

そ

の

魔

大
な

成
果

を

収

め
て

い

く
｡

こ

れ

ら

実

証

主

義

的

言

語

学

者

は
､

い

わ

ば

印

欧

諸

語
族
と

い

う
祖
先
が

残

し
て

く
れ

た

莫
大

な

言

語
通
産
の

管
理

人
の

よ

う

な
も
の

で
､

そ

の

遺
産
を

整
理

･

記

録
し
た

遺
産
目

録

1
そ

れ

が

と

り

も

な
お

さ

ず
､

彼
ら

の

成
果

で

あ
っ

た
｡

構
造

的
･

世

界
観
的
に

全

く

未
知
な

言
語
を

研

究
対

象
に

す
る

の

で

な

く

そ

の

構
造

的

相

似
性
が

予

想

さ

れ

る

よ

う
な

言

語
に

お

い

て
､

そ

の

予

想
の

正

し
か
っ

た

こ

と

を

実

証

す
る

こ

と

が

彼
ら
の

仕
事
で

あ
っ

た

が
､

十

九

世

紀
か

ら

仝

世

紀
初
頭
に

か

け
て

こ

の

実
証

主

義
的
言

語
研

究

も

い

わ

ば
一

種
の

飽
和
状
態

に

達
し

て

き
て

､

彼
ら
の

残

し
て

く

れ

た

通
産
目

録
が

い

ま
で

も

貴
重

な

財
産
た

る

こ

と

を

失
わ

な
い

こ

と

は

い

う

ま

で

も

な

い

が
､

他
面

､

新
し
い

方

法

論
的
自

覚
の

も

と

に
､

言
語
研
究
の

い

ろ
い

ろ
な

新
機
運

が

生

ま
れ

て

き

た

こ

と

も

事
実
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

状
勢
の

中
に

あ
っ

て
､

ソ

シ

ュ

ー

ル

の

理

論
を

出

発
点

と
し

て
､

あ

る

言

語
を
一

時
代
で

切
っ

て
､

そ

の

横
断

面
を

音
声
形

態
の

現

象
面

か

ら
一

つ

の

完
結
し
た

記
号

体

系
と

し
て

と

ら

え

よ

う
と

い

う

構
造

言

語

学
が

次

第
に

発
展
し
て

い

く
｡

そ

れ

と

並
ん

で
､

こ

の

よ

う

な

新
し

い

言

語
理

論
の

影

響
を

受
け

､

そ

の

分
析
方

法
･

成

果
を

い

ろ
い

ろ

内

部
に

吸

収
し

な

が

ら
､

実
証

主

義
的

研

究
に

よ

っ

て

影
に

追
い

や

ら
れ

て

い

た

フ

ン

ボ

ル

ト

の

言
語
思

想
を

新
た

な
近

代

的
な

装
い

の

も

と

に

体

系
的
に

整
備
さ

れ

た

も

の

と

し
て

復
活
さ

せ

よ

う
と

す
る

試
み

が

生

ま

れ

た
｡

こ

の

大
が

か

り

な

試
み

が
､

す
な

わ

ち

グ
ア

イ

ス

ゲ
ル

バ

ー

の

言

語

理

論
の

意
義

･

本
質
で

あ

る

と

い

っ

て

い

い
｡

し
た

が
っ

て
､

今

後
そ

の

理

論
的
内

容
を

吟
味
し
て

い

く
と

明

ら
か

に

な
る

が
､

こ

の

プ
ア

イ

ス

ゲ
ル

バ

ー

の

理

論
の

中
で

ほ

ん

と

う

に

新

し

い

も

の
､

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

の

発
見
と

い

え

る

も

の

は

決
し
て

多
く

は

な

く
､

そ

の

理

論
は

い

ろ
い

ろ

な

学

説
の

複

合

体
､

一

つ

の

す
ぐ
れ

た

複
合

体

と
い

う
ふ

う
に

評
価
で

き

る

よ

う

に

思

わ

れ

る
｡

あ

る

も
の

の

本

質
を

つ

か

ま

え

定
義
す
る

に

あ

た

っ

て
､

そ

の

用

途
を

い

ろ
い

ろ

列
挙
し
て

定

義
す
る

や

り

方
は

必

ず
し

も

間
違

い

で

は

な
い

に

し
て

も

そ

の

本
質
を

十

分
に

と

ら

え

る

も
の

で

は

な
い

と
い

う
考
え

方
か

ら
､

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は
､

言

語
も

､

伝

達
･

意
志

疎
通

･

表
現

な

ど
の

手

段
と

し

て

把

握

す
る

こ

と

は

十

全

な

る

方

法
で

は

な
い

と

す
る

｡

(

も
っ

と

も
､

彼
自

身

も

言

語
を

7

結
局

は
一

つ

の

｢

働
き

･

機

能
+

と

し
て

つ

か

ま

え

よ

う

と

し
て

い

る

の

7 3



一 橋論 叢 第五 十 四巻 第 四 号 ( 13 6)

で

は

あ

る

が
)

構
造

言

語

学
に

属
す

る

学
派
で

は

こ

ま
か

い

と
こ

ろ

で

は

多
少
の

適
い

は

あ

る

に

し

て

も
､

言

語
を

大

体

次
の

よ

う
に

定

義
し
て

い

る
｡

｢

人

間
が

相
互

に

思

想
を

伝

達
す
る

の

に

用
い

る

慈

意
的

な

音

(

1
)

声
記

号
の

体

系
+

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は
､

こ

の

よ

う

な

用

途
･

手

段
か

ら

す
る

定

義
に

あ

き

た

ら

ず
､

こ

れ

に

対

し
て

言

語
を

一

っ

の

精
神

的
な

力
(

g
e
-

邑
管

内

邑
t

)
､

｢

言

語

力
+

(

S

p

旨

各
村
H

已
t

)

と

し
て

と

ら

え

る
｡

こ

れ

も
さ

か

の

ぼ
っ

て

い

け

ば
､

フ

ン

ボ

ル

ト

に

つ

き

あ

た

る

の

で

あ
っ

て
､

フ

ン

ボ

ル

ト

は

し

ば

し
ば

｢

精

(

2
)

神
力
+

(

G
e

賢
e

旨
言
辞
)

と

い

う
表

現

を

用
い

て

い

る
｡

外

的

世
界
と

い

う
の

は
､

人

間
に

と
っ

て

は

単
に

外
か

ら

与

え

ら

れ

た

も

の

に

と

ど

ま
る

わ

け

に

は
い

か

ず
に

､

人

間
自

身
が

そ

の

そ

な

わ
っ

て

い

る

諸

力
を

総

動

員
し
て

人

間
に

適
し

た

も

の

に

変
形

さ

れ
､

獲
得
さ

れ

て

い

く

何
物
か

で

あ
る

｡

そ

の

と

き
に

動

員
さ

れ

る

力
に

は
､

肉
体

的
な

も
の

卜

し
て

は

労
働
力

､

感

覚
的

な

も
の

と

し
て

は

五

感
が

あ

る

が
､

精
神

的

な

も

の

と

し

て

は

(

感

覚
的
な

要

素
も

も

ち

ろ

ん

含

ま
れ

て

は
い

る

が
)

芸

術
･

宗

教
な

ど

を

生
み

出
す

力
と

並

ん

で

そ

の

も
っ

と

も

根
本
的

な

も
の

と

し

て
､

言

語
が

あ

る
｡

ち
ょ

う

ど

労
働
力
に

対

応

す
る

よ

う

な
､

外

界
を

支

配
し

､

生

乃

至

は

人

間
が

生

活
を

し
て

い

く

世

界

を

形
成

す
る

力
の

も
っ

と

も

基

本

的
な

も
の

が

言

語
で

あ
る

｡

(

こ

の

点

に

お】7

っ

い

て

は
､

後
の

機

能
論

的

段

階
の

と
こ

ろ
で

ま

た
ふ

れ
る

機
会
が

あ

る

が
､

プ
ア

イ
ス

ゲ
ル

バ

ー

･
皇
一
重
柑

を

結

局
は

一

つ

の

機
能
び

い

て

は

手

段

と
し

て

と

ら

え

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら
､

彼
の

定

義
法

も

他
の

そ

れ

と

本

質
的
に

ち

が

う

と
い

う
こ

と

は
い

え

な
い

｡

)

こ

の

よ

う
に

言
語
を
一

つ

の

カ

と

し
て

把
握

す
る

考
え

方
も

､

フ

シ

ガ

ル

ト

の

言
語
観
と

襟
接
な
つ

な
が

り
を

も
っ

て

い

る
｡

す

な

わ

ち

あ
の

あ

ま

り
に

も

有
名

に

な
っ

て

し

ま
っ

た

｢

言

語
は

死
ん

だ

所
産
(

E

記
e

ロ
的
t

e

且

で

は

な

く
､

む

し
ろ

何
か

を

生

み

だ

す
カ
(

野
+

記
亡

虎
口

n

g
)

と

み

な

(

3
)

さ

な

け

れ

ば
な

ら
な
い
+

､

｢

言

語
そ

の

も
の

は
､

作
ら

れ

た

も
の

(

弓
e

詩
(

守
g
O

ロ
)

)

で

は

な

く
､

働
き
(

→
F

賢
g

訂
-

t

(

中
ロ
e

ぷ
2

訂

エ
)

(

4
)

で

あ
る
+

と
い

う
思

想
に

基
い

て

い

る

の

で

あ

る
｡

し
か

し
こ

こ

で

注

意
す
べ

き
こ

と

は
､

言

語
を
エ

ネ

ル

ゲ

イ

ア

｢

力
･

働
き
+

と

し
て

と

ら
え

る

と

い

う
こ

と
は

､

必

ず
し

も

言

語
の

本

質
を

､

ソ

シ

ュ

ー

ル

の

い
ゝ

㌢

意
味
で

の

バ

ロ

ー

ル

(

p

P

邑
e

)

に

お

く
も

の

と
は

限
ら

な
い

と

い

う
こ

と
で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

エ

ル

ゴ

ン

ー
エ

ネ

ル

ゲ

イ

ア

と
い

う
対
立

は
､

ラ

ン

グ
(
-

呂
g

仁
e

)

-
バ

ロ

ー

ル

の

対
立

に

す
ぐ
に

対

応
す
る

も
の

で

は

な
い

の

で

あ

る
｡

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

の

対

象
と

し
て

い

る

の

は
､

む

し

ろ

個
々

人
の

具
体

的

な

言

語
活

動
(

バ

ロ

ー

ル

)

を

可

能
な

ら

し

め
る

潜
在
的
な

社
会
的
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細

紆

恥

準
拠
体
系
で

あ

る

と

こ

ろ
の

ラ

ン

グ

で

あ

る
ひ

た

だ

そ

の

ラ

ン

グ

を

問

題
と

す
る

と
き

に

あ

ま

り

に

も

静

止

し
た

体

系
､

一

定
の

規

則
の

集
合

体
で

あ

る

形

成
物
と

い

う

点
に

ば
か

り

と

ら

わ

れ

す

ぎ

な
い

で
､

そ

の

背
後
に

あ

る

言

語
の

力

動

的
な

機
能

･

働
き
に

重

点
を

お

か

な

け

れ

ば

い

け

な
い

と

い

う
こ

と

が
､

ヴ
ワ

イ

ス

ゲ
ル

バ

ー

の

第
一

の

要
請
で

あ

る
｡

(

な
お

つ

い

で

に

い

え

ば
､

ソ

シ

ュ

ー

ル

に

発
し

､

そ
の

後
の

言

語

学
の

共

有

財
産
と

な
っ

た
こ

の

ラ

ン

グ

と
バ

ロ

ー

ル

と
い

う

区

別
は

､

実
は

､

す
で

に

フ

ン

ボ

ル

ト

に

お

い

て

-
き

わ

め

て

萌
芽

的

な

形
で

1
み

ら

れ

る
｡

｢

そ

の

と

き
ど

き

に

話

さ

れ

た

も

の

と
､

そ
の

話
を

さ

れ

た

も
の

が

生

み

出

し
た

も
の

の

集
ま

り
で

あ
る

言
語

と

は

別
の

も
の

で

あ

る
+

｢

言

語

は
､

す
で

に

形

成
さ

れ

た

要

素

と

な

ら

ん
で

､

精

神
の

作

業

-
そ
の

作

業
の

進

む
べ

さ

這
と

形

式

は
､

言

語
が

指

示

し
て

く

れ

る

の

だ

が

-
を

続

け
て

い

く
た

め

の

方

法

を

も
と

(

5
)

く
に

含
ん

で

い

る
｡

+

こ

こ

で

言
語

と
い

っ

て

い

る

の

が
､

す

な

わ

ち

ラ

ン

グ

で

あ

る
｡

)

言

語
を

こ

の

よ

う

な
も
の

と

し
て

み

な
が

ら
､

プ
ア

イ

ス

ゲ
ル

バ

ー

は
､

人

間
の

生

活
が

必

然
的
に

言

語
に

支

配
さ

れ
､

条
件
づ

け

ら

れ

て

い

る

と
い

う
明

白
な

事
実

を
一

つ

の

公
理

と

し
て

､

理

論
の

最
初
に

す

え

お

い

て
､

そ

れ

を

｢

言

語
の

人

類
性
の

法

則
+

(

6
)

(

已
e

n

筈
F
F
e
-

t

g
e
∽

e

t

N

d
e

→

∽

p

旨
○

訂
)

と

よ

ん

で

い

る
｡

そ

し
て

こ

れ

は
一

つ

の

｢

歴
史
的
な

白
紙
法

則
+

だ

と

い

っ

て

い

る
｡

さ

ら

に

こ

の

法

則
は

次
の

よ

う
な
三

つ

の

法

則
か

ら

成

り

立
っ

て

い

る
｡

第
一

に

は
､

人

間
が

人

間
で

あ
る

か

ぎ

り
､

す
な

わ

ち

人

類

と

し
て

の

存
在
に

お

い

て
､

そ

の

存
在
そ

の

も
の

､

そ

の

存
在
の

全

領
域
に

わ

た

っ

て
､

言
語
に

よ
っ

て

条
件
づ

け

ら

れ

て

い

る

と

い

う
意
味
で

の

｢

言

語
に

よ
っ

て

条
件
づ

け

ら

れ

た

存

在
の

法

.

則
+

(

ロ

監

G
e
∽

e
t

N

計
¢

名
詩
｡

F

訂
巴
白

雪
e

ロ

0
監
e
-

日

豊

〔

こ

の

間

題
を

対

象
と

す
る

の

が

言

語
哲
学
で

あ
る
〕

と
､

第
二

に

は
､

各

人
は

､

生

ま
れ

て

す
ぐ
か

ら
一

定
の

国

語
を

習

得
せ

ざ

る

を

え

ず
､

そ

の

後
一

生
を

通
じ

て

そ

の

母

国

語
の

支

配
を

受
け
て

い

る

と

い

う
意
味
で

の

｢

母

国

語
の

法

則
+

(

ロ
琵

G
e

持
t

N

d
e

→

呂

已
t

e

ワ

払

p

岩
○

ど
)

〔

こ

の

間
題
を

研

究

対

象
と

す

る

の

が

言

語
心
理

学
で

あ

る
〕

と
､

第
三

に

は
､

言
語
と

い

う

も
の

が
､

全

世

界
共

通
の

世

界
語
と

い

っ

た

よ

う
な

も
の

で

な

く
､

必

然
的
に

い

く
つ

か

の

国
語
に

､

し
た

が

っ

て

い

く
つ

か

の

言

語
共

同

体
に

分

割
し
っ

く

さ

れ

て

し

ま

う
と

い

う

意
味
で

の

｢

言
語
共

同

体
の

法
則
+

(

ロ
監

G
2

仏
e

t

N

計
→

m

す

宗
O

F
g
e

m
e

訂
筈
F

巳
t

)

〔

こ

れ

に

よ

り
､

人

間
は

皆
･

一

つ

の

母

国

語
を

も

ち
､

ど

れ

か
一

つ

の

言
語
共
同

体
に

属
せ

し

め

ら

れ

る
〕

の

三

つ

で

あ

る
｡

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

の

言
語
理

論

9

に

お

い

て
､

も
っ

と

も

重

要
な

位
置
を

し
め

て

い

る

の

は
､

こ

の

7 3
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第
三

の

法

則
で

､

こ

れ

を

彼
は

言

語
社

会
学
の

領
域
に

入

る

も
の

と

し
て

い

る
｡

し

た

が

っ

て
､

言
語

一

般
で

は
な

く
､

母

国

語
↑
◆

言
語

共

同
体

と
い

う
相

関

関

係
の

も

と
に

と

ら
え

ら
れ

た
､

あ

る

特
定
の

言

語
の

動
的

な

構
造
の

把
握

と
い

う
こ

と

が
､

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

に

と
っ

て

の

言

語

研
究
の

真
の

目

的
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

意
味
で

の

言
語
は

､

一

つ

の

社

会
的
な

客
観
的
形
成

物
と

し

て
､

法
･

■
宗
教
な

ど
と

並

ぶ

わ

け

だ

が
､

他

面

前
述
し

た

よ

う
に

｢

力
･

働
き
+

と

い

う
面
が

と

く
に

重

要
な

要
素
を

な

し
て

い

る

の

で
､

そ

の

存
在
様
態
に

つ

い

て

い

え

ば
､

言
語
や

法
等
は

､

物

的
な

実
在
で

も

な

く
､

ま

た

単
に

頭
の

な
か

で

の

み

存
在
す
る

抽

象
的

･

観
念
的
な

も
の

で

も

な

く
､

第
三

の

｢

有
効
性
+

(

W
首
打
･

∽

P

ヨ

訂
王

と
い

う

形
で

現

実
の

存
在
と

な
る

｡

あ
る

特

定
の

言

語
共

同

体
に

に

な
わ

れ

た

母

国

語
の

研

究
が

完

全

な

形
で

行
な

わ

れ

る

た

め
に

は
､

グ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は
､

次

の

四

つ

の

段
階
を

ふ

ま

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

と

考
え

か
｡

一

､

形
態
論
的

考
察
(

g
e

賢
已
t

訂
N

O

g
e

n
e

出
e
t

り

P
O

E
日

日

巴

二
､

内
容
論
的

考
察
(
-

ロ

ビ
P
-

t
一

品
N

O

鷲
ロ
e

B
e
t

蒜
O

F
t

戸
口

g
)

三
､

機
能
論
的

考
察
(
-

e
-

笑
声
ロ

g

訂
N

O

鷲
ロ
e

官
首
P
O

巳
2
蒜

)

(

7
)

四
､

影
響
論
的
考
察
(

弓
-

旨
仁

口

嘗
e

琶
粥
e

n
巾

g
t

宗
旨
t

仁
口

粥
)

こ

の

内

第
一

と

第
二

の

方

法
は

静
態

的
(

∽
t

邑
邑
F

)

な

考
察
法

糊

で
､

.
こ

の

二

つ

が

あ

わ

さ
っ

て

｢

文

法
+

が

成

り
立
つ

｡

第
三

と

第
四

の

方
法
は

､

動
態
的
(

e

ロ
e

l

鷲
こ
仏

旨
)

と

よ

ば

れ
､

前
の

二

つ

の

段
階
と

い

っ

し
ょ

に

な
っ

て
､

真
の

意
味
で

の

｢

言
語
学
+

を

構
成

す
る

｡

こ

の

四

つ

の

段
階
は

､

｢

力
+

と

し

て

の

言

語
に

含
ま

れ

る

次

元
の

異
な

る

四

つ

の

基
本

的

層
に

そ

れ

ぞ

れ

対

応
す

る

も
の

で

あ
る

｡

し
た

が
っ

て

こ

の

ど
れ

か
一

つ

の

段
階

を

欠
い

て

も
､

言
語
研

究
は

完
全

な

も

の

と

は
い

え

ず
､

そ

う
い

う
意
味

で

ど

れ

も

等
し

く
重

要
で

は

あ

る

の

だ

が
､

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

の

言

語
観

､

論
述
の

運

び
･

調

子

な

ど
か

ら
い

っ

て
､

や

は

り

な

ん

と
い

っ

て

も

第
三

の

機
能
論
的

考
察
が

も
っ

と

も

重

要
視
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

(

し

か

し

内

容

的
に

も
っ

と

も

充

実
し

て

い

る

の

は
､

後
で

み

る

よ

う
に

む
し

ろ

第
二

の

内

容

論

的

考
察
で

あ

る
｡

)

こ

の

四
つ

の

段
階
は

次

元
の

異
な
る

も

の

と

し
て

か

な
り

う
る

さ

く

区

別
さ

れ

て

い

て
､

実
質
的
に

は

同
じ

事
柄
に

関
係
し

て

い

る

と

き
で

も
､

用

語
は

そ

れ

ぞ

れ

の

段
階
に

応
じ
て

い

ろ
い

ろ
別
の

も

の

が

用
い

ら

れ

て

い

る
｡

言

語
の

研

究
は

し

た

が

っ

て
､

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

に

お

い

て

は
､

第
一

の

形
態

論

的

考
察
を

土

台

に

し
て

次
々

と

段
階

を

ふ

ん

で
､

第
三

の

機

能
的

段
階
論
で

い

わ

ば

一

種
の

頂
点
に

達
し
て

､

第
四

の

段
階
で

は
､

言

語
外
の

領
域
に

ヰ
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紳

幹

針

視

野
を

び

ろ

げ
て

仕
上

げ

を

す
る

と

い

う

形

を

と

る

こ

と

に

な

る
｡

あ

る

低
い

段
階
で

え

ら

れ

る

研
究

対

象
の

像
は

､

決
し

て

ま

ち
が
っ

た

も
の

で

は
な
い

が
､

よ

り

高
い

段
階
に

比
べ

る

と

文

字

通

り

次

元
が

一

つ

足
り

な
い

の

だ

か

ら
､

そ

れ

は
一

つ

の

｢

投
影
+

(

勺

旦
e

村

昏
ロ
)

に

す
ぎ

な
い

｡

第
三

の

段
階
で

立

体
で

あ

る

も

の

も
､

第
二

で

は

平
面
に

､

第
一

で

は

直

線
や

点

と

な
っ

て

し

ま

う
｡

ま
た

本

質
的
に

あ

る

段
階
に

属
す
る

事
柄
を

､

別
の

た
い

て

い

は

よ

り

低
い

次

元
か

ら

ー
た

と
え

ば
､

意
味
内

容
を

内

容
の

次

元
か

ら
で

な

く

形
態
の

次

元
か

ら
と

い

う
､

ふ

う
に

-
み

る

ニ

ーほ
ち
ノ

し

と

を
､

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は

A

宏
E
-

｡

打

｢

望
覗
+

と

よ

ん

で
､

そ

の

必

要
性
は

認

め
な

が

ら

も
､

方

法

と

し
て

は

対

象
の

本

質
に

対

し
て

十
全
で

は

な
い

と

し

て

い

る
｡

体

系
と

し
て

み

る

と
､

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は
､

従

来
の

｢

文

法
+

(

G
り

2
日

m

邑
打
)

を

そ

の
一

部
と

し
て

内

部
に

包

含
し

て

し

ま

う
よ

う
な

よ

り

包

的

括
な

｢

言
語

学
+

(

S

胃
P
O

F

弓
-

s

∽

e

ロ

岩

訂
許
)

の

建
設

を

め

ざ

し

て

い

る
｡

ヴ
ア

イ
ス

ゲ
ル

バ

ー

の

重

要
な

著
作
は

､

そ

れ

ぞ

れ

ほ

ぼ

こ

の

四

つ

の

段
階
に

対

応
し

て

い

る
｡

｢

ド

イ

ツ

語
の

カ

に

つ

い

て
+

つ
ざ
β

紆
日

田
H

賢
e

n

d
e

→

計
ま
∽

○

訂
口

晋
→

P
C

訂
)

と
い

う
標
題

で

ま

と

め

ら

れ

て

い

る

四
つ

の

著
備
の

う
ち

第
一

巻
｢

内

容
論
朗

へ

8
)

文

法
概

要
+

は

第
二

の

段
階
に

､

第
二

巻
の

｢

世

界
の

言

語
的

形

へ

9
)

成
+

は

第
三

の

段
階
に

､

そ

し
て

第
三

巻
｢

わ

れ

わ

れ

の

文

化
を

(

1 0
)

(

1 1
)

形
成

す
る

母

国
語
+

と

第
四

巻
｢

ド

イ

ツ

語
の

歴
史
的

力
+

は

第

四
の

段
階
に

相
当

し

て

い

る
｡

さ

ら
に

こ

の

四

段
階
を

通

論
し

た

(

u
〕

｢

言

語
研
究
の

四

段
階

に

つ

い

て
+

と
､

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

言

語
理

論
を

体

系
的
に

ま

と

め

た

も

の

と

し

て
一

番

新
し

く

出
た

(

6
)

｢

言
語
の

人

類
性
の

法

則
+

が

あ

る
｡

そ

の

他
に

も
､

論
文
が

か

な

り

た

く
さ

ん

あ

る

が
､

そ

れ

ら

は
､

全

部
積
み

重

な
っ

て
､

集

約
さ

れ

た

形
で

こ

れ

ら
の

著
作
の

中
に

ま
と

め

ら
れ

て

い

る
｡

他

面
､

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

の

書
い

た

も

の

が

こ

の

よ

う
に

重

層
的

に

で

き

あ
が

っ

て

い

っ

た

せ

い

か
､

内

容
上
の

重

複
･

反

復
が

か

な

り

う
る

さ

く

目
に

つ

く
｡

(

上

記
の

著

作
の

う

ち

(

8
)

と

(

9
)

と

(

1 2
)

は

特
に

は

な

は
だ

し
い

｡

)

第
四

の

影
響
論
的

考

察
は

､

む

し

ろ

応

用

論
的

な

領
域
に

入
っ

て

来
て

､

本
来
の

言
語

理

論
か

ら
い

う
と

多
少

わ

き

道
に

そ

れ

る

感
じ
が

す
る

し
､

ま

た
､

理

論
的
に

は

十

分
に

展
開
さ

れ

て

い

な

い

よ

う
に

思
わ

れ

る

の

で
､

こ

の

小

論
で

は

扱
わ

な
い

で
､

他
の

三

つ

の

段
階
が

ど

の

よ

う
な

理

論
的

内

容
を

も
っ

て

い

る

か

み

て

い

き

た

い
｡
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形

態

論
的

考
察

｡

第
一

の

段
階

を

な

す
こ

の

形

愚
論
的
考

察
に

っ

い

て

い

え
ば

､

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は
､

従
来
の

文

法

学
者

､

言

語

学

者
の

あ

げ

た

成
果

を
一

つ

の

資
料

･

財
産
と

し
て

受
け
入

れ

る

と

い

う

態
度
に

終
始
し
て

､

自

分
で

は

あ

ま

り

積
極
的
な

寄

与
は

し

て

い

な
い

｡

言
語
の
一

番

表
面

に

出
る

現

象
が

音
声
･

形

態
で

あ

る

か

ぎ

り

こ

の

段
階
が

必

要
不

可

避
で

あ

る

こ

と

を

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

も

認
め

て

い

る

が
､

そ

れ

だ

け
で

は

言
語
の

本

質

を

と

ら

え

る

の

に

不

十

分
で

あ

る

と

考
え
る

｡

構
造

言

語
学

派
は

い

わ

ば
こ

の

段
階
に

と

ど

ま
っ

て
､

共

時
論

的

記

述
言
語

学

を
い

よ

い

よ

精
密
な
も

の

と

し

て

い

こ

う

と
い

う
の

で

あ

る

か

ら
､

こ

の

点
で

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は

構
造

派
と

決
定

的
に

た

も

と
を

わ

か

つ

こ

と

に

な

る
｡

形

態
論

的

段
階

に

お

い

て

語
の

｢

意
味
+

(

汐
計
ま
仁

n

g
)

と

称

さ

れ

て

い

る

も
の

は
､

実
ほ

形
態
と
い

う
次

元

か

ら

み

た

語
の

｢

内

容
+

(

H

｡

訂
-

t
)

で

あ

り
､

さ

き

ほ

ど

紹

介
し
た

術
語
を

用
い

れ

ば
､

｢

内

容
+

の

形

態
論
的

望
覗
が

｢

意
味
+

と

い

う
こ

と

に

な

る
｡

こ

の

よ

う

な

｢

意
味
+

や

そ

れ

に

も

と

づ

く
い

わ

ゆ

る

｢

意

味
論
+

が

語
の

内

容
の

把

握
と

い

う
点
で

な
ぜ

十
全

で

な
い

か

と

い

う
と

､

そ

れ

は
､

ブ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

に

い

わ

せ

る

と
､

こ

の

次
の

段
階
で

で

て

く
る

､

意
味
内

容

決

定

の

方

式

で

あ

る

｢

語

場
亡

の

観
点
に

た
た

ず
､

ま

た

｢

言

語
の

中
間
世

界
+

と
い

う
こ

鎗▲7

と

を

知
ら

な
い

た

め
､

言
語
の

次

元

と

事
物
の

次
元

と

を

き
わ

め

て

素
朴
に

混
同
し

て

し

ま

う
か

ら

で

あ

る
｡

(

従

来
の

辞

書
に

対

す

る

プ
ア

イ
ス

ゲ

ル

バ

ー

の

批
判

も
､

結
局
は

同

じ

よ

う

な

考

え

方
に

も

と

つ

い

て

い

る
｡

こ

の

批

判

は

し
か

し

実

際
性

を

無

視

し

て

い

る

点
､

そ

れ

か

ら
か

な
り

に

ド

グ

マ

ー

テ

ィ

シ

ュ

な

に

お

い

が

す
る

と
い

う

点
で

必

ず

し

も

説

得
力

が

あ

る

と

は

思

え

な
い

｡

)

文
法
は

前
途
し

た

よ

う
に

､

こ

の

形

態
論
的
考
察
と

次
の

内

容

論
的
考
察
の

二

つ

か

ら

成
り
立

っ

て

い

る

の

だ

が
､

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は
､

結
局

文

法
を

､

一

母

言

語
の

現

状

調

査
､

た

な

お

ろ

し

(

出

邑
P

已
払

｡

已
n

旨
m
e

)
､

さ

ま

ざ

ま

の

言
語
的
な

事
実
の

意
識
化

で

あ

る

と

し
て

い

る
｡

し

た
が

っ

て

形
態
論
的

段
階
で

は
､

一

母

国

語
の

な
か

で

有
効
で

あ

る

よ

う

な

音
声
記
号
の

意

識
化

と

い

う

こ

と
が

第
一

の

課
題
と

な

る
｡

内

容
論
的
考
察

｡

ヴ
ア

イ
ス

ゲ

ル

バ

ー

の

理

論
体

系
の

な

か

で

は

も
っ

と

も

充

実

し
て

い

る

部
分
で

あ

る

が
､

そ

の

出
発
点
と

な

っ

て

い

る

の

が

記
号

論
で

あ

る
｡

そ

の

さ

い
､

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は
､

ヘ

ル

ダ

ー

が
一

七

七

〇

年
に

あ

ら

わ

し

た

｢

言

語

起
源

論
+

で

の

ぺ

て

い

る

思

想
か

ら

出
発
し
て

､

さ

ら

に

カ

シ

ー

ラ
ー

･

噸

嘲

鳴
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軸

が

わ

の

代

表

作
｢

象
徴
形
式
の

哲
学
+

を

援
用
し

な
が

ら

も
､

結
局

､

ソ

シ

ュ

ー

ル

の

言

語
記

号

論
を

そ

の

ま

ま

踏

襲

し
て

い

る

と
い

っ

て

い

い
｡

つ

ま

り

言
葉
と

い

う

記

号
は

､

感

覚
的

に

と

ら
え

ら

れ

る

音
声
形
態
と

そ

れ

に

に

な
わ

れ
､

そ

れ

と

不

可

分
に

結
び

つ

い

て

い

る

意
味
内

容
1
す
な

わ

ち
ソ

シ

ュ

ー

ル

の

い

う

君
n
-

許
已

と

江
粥

口

旨
か

か

ら

な

り

た
っ

て

い

る
｡

さ

ら

に

人

間
が

記

号
を

も

つ

必

然
性
に

つ

い

て

は
､

ヘ

ル

ダ
ー

の

次
の

よ

う

な

考
え

方
に

よ

っ

て

い

る
｡

ヘ

ル

ダ

ー

は

人

間
を

動
物
か

ら

区

別

す
る

も
っ

と
も

著
し
い

特

徴
の
一

つ

と

し
て

出
ゐ

岩
ロ

ロ
e

ロ

F
e

芹

｢

自
覚
+

と
い

う
こ

と

を

あ

げ
て

い

る

が
､

こ

れ

に

よ
っ

て
､

人

間

は

無

限

に

連

続

し
､

絶
え

ず
生

起
す
る

膨
大
な

事
象
の

流
れ

の

中
に

埋

没
し

た

状

態
か

ら

抜
け

出
し
て

､

客
観
世

界
を

一

定
の

距
離
を

お

い

て

見
渡

す
こ

と

が

で

き
る

｡

無
意
識

･

盲
目

的
な

動
物
は

反

射
と

い

う
系

列
に

属
す
る

行
動
を

す
る

が
､

自
覚
的

存
在
で

あ

る

人

間
は

こ

の

反
射
系
列
に

代
る

も
の

を

必

要
と

す
る

｡

そ

れ

が

す

な
わ

ち

記
号

的

乃

至
は

象
徴
的
認

識
で

あ

る
｡

そ

し

て

こ

の

よ

う

な

認

識
で

は
､

人

間
が

精
神
的

な

内

容
を

つ

か

み

固
定

す
る

の

に

ど

う
し

て

も
一

定
の

感
覚
的
な

徴
表

を

必

要
と

す
る

の

で

あ
っ

て

そ

の

精

神

的
な

も
の

と

感
覚
的
な

も
の

と

の

必

然
的
な

結
合
と

い

う
こ

と
に

記
号
の

本

質
が

あ
る

｡

ど

ち

ら
の

要
素
が

か

け

て

も

記

号
は

成
立

し

え

な
い

｡

た

だ

記
号

に

は

二

つ

の

種

類
が

区

別

さ

れ
､

一

つ

は

自
然

的

記

号
､

他
は

人

為
的

記

号

と

よ

ば

れ

る
｡

こ

の

区

別
は

カ

〔

1 3
)

シ

ー

ラ

ー

に

よ
っ

て

い

る

と

思
わ

れ

る

が
､

前
者

は
､

自
己
の

体

験
の

な
か

の

任

意
の

一

部
を

と

り

出
し
て

i
た

い

て

い

は

そ

れ

は

対

象
に

自
然
に

そ

な

わ

る
一

つ

の

感
覚
的

特

徴
で

あ
る

f
そ

れ

に

記

号

と

し
て

の

役
割
を

お

わ

せ

た

も

の

で

あ

る

の

に

対

し

て
､

(

ヘ

ル

ダ
ー

の

あ

げ
て

い

る

例
で

は
､

小

羊
の

鳴
き

声
が

そ

の

小

芋

(

1 4
)

に

対

す

る

自

然

的

記

号
に

な
っ

て

い

る
)

後
者
は

､

体

験
の

中
に

人

為

的
に

そ

れ

だ

け
の

目

的
の

た

め
に

も

ち
こ

ま

れ

た

感
覚
的

な

要
素

の

こ

と

を

い

う
｡

人

為
的

記

号
は

し
た

が

っ

て

対

象
と
の

間
に

自

然
の

す
な

わ

ち

必

然
の

結
び

つ

き

は

な

く
､

こ

の

こ

と

が

後
の

言

語
記
号
と

そ

の

意
味
内

容
と

の

結
び

つ

き

と
い

う
こ

と

で

問
題
に

な
っ

て

く

る
｡

自

然
的

記

号
は

､

特
定
の

対

象
･

体

験
に

し

ば

ら

れ

て
､

普
遍
性
と

､

認

識
の

対

象
を

構

成

す
る

と
い

う

意
味
で

の

創
造

性
を

欠
く
の

で
､

象
徴
的

認

識
の

手

段
と

し
て

は

不

十

分
で

あ
る

｡

ど

う
し

て

も

あ

る

段
階
に

な

る

と

人

為
的

記

号
が

登

場
せ

ざ

る

を

碍
な
い

の

で

あ

る
｡

言
語
は

こ

の

よ

う
な

人

為
的

記

号
の

中
で

､

人

間
に

と
っ

て

も
っ

と

基
本

的
･

代
表

的

な

も

の

で

あ

る
｡

し

か

し
な

が

ら
､

人

間
に

お

い

て

は
､

記
号
が

存
在

す
る

か

ハ

J

ち
､

そ

れ

に

ふ

さ

わ

し

い

認

識
方

法
､

精
神

活

動
が

成
立

す
る

と

7 4



一

橋 論叢 第五 十 四 巻 第 四 号 ( 1 4 2)

い

う
の

で

は

な

く
て

､

む
し

ろ

逆
に

意

識
的

な

精
神

活

動
を

す
る

か

ら
こ

そ
､

そ

の

必

要
に

せ

ま

ら

れ

て

記

号
が

生

ま

れ

る

の

で

あ

る
｡

記
号

は

い

わ

ば
こ

の

よ

う
な

目
に

み

え

な
い

人

間

特
有
の

精

神
の

働
き
の

具
体

的
な

痕
跡

､

具
体

的

な

形
に

晶
出
し

た

も

の

で

あ

る
｡

言
語
が

こ

の

よ

う
な

意
味
で

､

音
声
と
い

う
感

覚
的
に

把

握
で

き

る

面

と
､

そ

れ

に

に

な

わ

れ

て

そ

れ

と

不

可

分

に

存
在

す
る

意

味
内

容
の

世

界
か

ら

な

る

人

為
的
記

号
で

あ

る

と

す

れ

ば
､

グ
ア

イ

ス

ゲ
ル

バ

ー

に

と
っ

て

言
語

研

究
の

最
大
の

目

標
は

､

こ

の

意

味
内

容
の

せ

界

-
こ

れ

は

ま
た

当

然
前
述
の

｢

言

語

共
同

体
の

法
則
+

の

通

り

に
､

そ

れ

ぞ

れ

の

国

語
に

よ
っ

て

特
異

性
を

も

つ

の

だ

が

ー
の

内

的

構
造
の

動
態

的
な

､

-
し

た

が
っ

て

次
の

機
能
論
的

段
階
で

完
全
に

お

こ

な

わ

れ

る

ー
解
明
と

い

う
こ

と

に

あ
る

｡

さ

き
に

も

ち
ょ

っ

と

ふ

れ

た

よ

う
に

現

代
の

構
造

言

語

学
派
と

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

の

言

語
理

論
と

の

い

ち
ば

ん

大
き

な

ち
が

い

は

こ

こ

に

あ
る

｡

構
造

言

語
学

派

は
､

共

時
論
的
な

立

場

に

た
っ

て
､

一

つ

の

完
結
し

た

記

号
体

系
と

し
て

の

言

語
に

も
っ

ぱ

ら

そ

の

現

象
面
か

ら

迫
っ

て

い

っ

て
､

｢

意
味
+

の

世

界
は

こ

れ

を
粕
ひ

定

は

し

な
が

ら

も
､

そ

れ

を

｢

彼
方
+

に

あ

る

科
学

的
に

把

握
し

が

た

い

も

の

と

し
て

考
察
の

対

象
か

ら

排

除

し

て

し

ま

う
ひ

グ
ア

イ

ス

ゲ
ル

バ

ー

は

そ

の

か

え

り
み

ら

れ

な
い

韻
域
を

む

舶
〝

′

し

ろ
､

中

心
に

お

こ

う
と

す

る

の

で

あ

る
｡

他
の

学
派
が

音
声

･

音

韻
･

形

態

と

い

う
現

象
面

か

ら

迫
っ

て
､

あ

わ

よ

く

ば

意
味
の

世

界
を

透
か

し

見
よ

う
と

い

う
の

に

と

ど

ま
っ

て

い

る

の

に

対

し

て
､

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は
､

視
点
を
一

八

〇

度
転

回

し
て

､

意

味
の

世

界
の

た

だ

中
に

お

り

て

い

き
､

い

わ

ば

背
後
か

ら

現

象
界

の

ほ

う
を

も

の

ぞ

こ

う

と

い

う
の

で

あ

る
｡

構

造

派

に

お

い

て

も
､

意
味
の

面
が

全

く

無

視
さ

れ

た

り
､

分

析

が

不

必

要
だ

と

考

え

ら
れ

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

と

い

う
こ

と

は

い

う

ま
で

も

な
い

こ

と

で

あ
っ

て

!
そ

れ

は
､

e

出

七
→

e

邑
○

ロ

に

対
し

て

8
ロ
t

e

ロ
t

ま

た

は

巨
e

呂
訂
g

な

ど

と

よ

ば

れ

て

い

る

!
む

し
ろ

､

敬
遠

さ

れ

て

き

た

の

で

あ

る
｡

そ

う
な
っ

た

理

由

は

い

ろ
い

ろ

考
え

ら

れ

る

が
､

言
語
の

音

声
･

意
味
と

い

う
二

重

構

造
が

認

識
さ

れ

た

の

が

比

較
的
最
近
で

､

そ

れ

ま
で

は

は
っ

き

り

と
つ

か

ま

え

ら

れ

る

音

声
･

形

態
の

面
に

研

究
が

集
中
し
て

い

た

こ

と
､

感
覚
的
に

つ

か

み

え

な
い

意
味
の

領
域
を

分

析
す
る

方

法
論
が

確
立

さ

れ

な

か
っ

た

こ

と
､

ア

メ

リ

カ

な

ど

で

は
､

構
造

言

語
学
が

､

印

欧

語

と

発

想
を

全

く

異
に

す
る

イ

ン

デ
ィ

ア

ン

の

言
語
を

対

象
と

し

た

こ

と

な

ど

が

主

な

理

由
と

し

て

あ

げ

ら

れ

る
｡

こ

の

内
容
論
的

段
階
で

静

態
的
に

と

ら

え
ら

れ

た

各
国

語
に

お

噛

一

頼

d
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血
町

さ

い

て

蹴
有
な

構
造
を

も
つ

言
語
の

意
味

内

容
の

世

界
を

､

グ
ァ

イ

(

1 5
)

ス

ゲ

ル

バ

ー

は
､

N
d

ユ
∽
○

訂
口

弓
e
-

t

｢

母

国
語

的

中

間
世

界
+

と

名

づ

け

て

い

る
｡

(

こ

れ

は
､

そ

の

源
に

ま
で

さ

か

の

ぼ
っ

て

い

け

(

1 6
)

ば
､

フ

ン

ボ

ル

ト

の

い

う

W
e
-

t

P

ロ
∽

ど

E

計
→

晋
旨
｡

廿

b

｢

言

葉
の

世

界
像
+

に

つ

き

あ

た

る
｡

)

こ

こ

で

い

う

中

間

世

界
の

｢

中

間
+

と

い

う
の

は

ど

う
い

う

意
味
で

あ
ろ

う
か

｡

一

つ

に

は
､

人

間
の

精
神

､

ヘ

ル

ダ

ー

の

い

う

ど
∽

○

β

n
e

ロ

訂
-

t

と

客

観
的

な

外

的

世

界
と

が

対

決
し
て

こ

の

二

つ

の

間
に

成
立

す
る

と

い

う

意

味
で

｢

中

間
+

で

あ
る

｡

こ

の

世

界
は

､

外

界
か

ら

も
､

人

間
の

側
か

ら

も

完
全
に

導
き

出
さ

れ

え

な
い

!
逆
に

い

え

ば
､

ど

ち

ら
に

も

還

元
さ

れ

え

な
い

-
｢

中

間
+

の

世

界
で

あ

る
｡

そ

し

て

そ

の

成

立
に

参
与

す
る

人

間
は

､

個
人

と

し
て

の

人

間
､

一

般
人

類

の
一

員
と

し

て

の

人

間
で

な

く
､

特
定
の

言
語

共

同

体
の

成

員
と

し
て

の

人

間
で

あ

る

と
い

う

意
味
で

､

こ

の

世

界
は

社

会
的
な

客

観
的

形
成

物
で

あ

る
｡

ま

た

も

う
一

つ

に

は
､

音

声
･

形

態

か

ら
､

直
接
外
の

事
物
の

世

界
に

通

じ
る

道
は

な

く
､

こ

の

両

者
の

中

間
に

あ

る

意
味
内

容
の

世

界
を

経
な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と

い

う

意
味
で

こ

の

世

界
は

｢

中

間
+

な
の

で

あ

る
｡

こ

の

中
間
世

界
の

存
在
に

よ
っ

て
､

事
物
の

世

界
と

言
語
の

世

界
と

は

切

り

離
さ

れ

る
｡

い

わ

ば

無
限

連
続
体
で

あ

る

外

的

世

界
か

ら
や
っ

て

き

た

光

は
､

中
間

に

あ

る

プ

リ

ズ

ム

に

よ
っ

て
､

濾
過

･

屈

折
･

分

割
さ

れ

て
､

音

声
記

号

と

い

う

単
位
に

ま

と

め

ら
れ

る

の

だ

が
､

こ

の

プ

リ

ズ

ム

こ

そ

こ

こ

で

い

う

｢

母

国
語

的
中

問
世

界
+

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

中
間
世

界
の

内

部
構
造
を

み

れ

ば
､

あ

る

国
語
が

現

実

を

ど
の

よ

う
に

把

握
･

解
釈
し

変
形
し

て

い

る

か

が

わ

か

る
｡

言

語

記

号
は

､

そ

の

意
味

面
に

注
目

し
て

い

え

ば
､

精
神
に

と
っ

て

の

対

象
を

構
成

す
る

と

い

う

機
能
を

も
っ

て

い

る

が
､

そ

う
い

う

対

象
を

構
成

す
る

｢

場
+

が

こ

の

中

間
世

界
で

あ

る

と

も
い

え

る
｡

(

し

た

が
っ

て

器

質

的
な
こ

と

を

度

外

視
し

て

い

う

と
､

失

語

症
と

い

う
の

は
､

こ

の

中

間
世

界
を

形

成

す
る

こ

と

が

で

き

な

く

な
っ

た

病

気

の

こ

と

を
い

う
の

で

あ
ろ

う
｡

)

音

声
記

号

は

そ

の

母

国

語
的

中

問
世

界
に

媒

介
さ

れ

て

は

じ
め

て

｢

言
語
+

と

な

り

う
る

し
､

逆
に

こ

の

精
神

的

せ

界
は

､

あ

る

特
定
の

言

語
の

記

号
の

世

界
の

中
に

根

を

お

ろ
し

て
､

確
固
と

し
た

持
続
性
の

あ
る

感
覚
的

な

形
姿
を

と

る

こ

と
に

よ
っ

て

は

じ

め
て

存
在
し

う
る

｡

こ

の

中
間
世

界
と
い

う

考
え

方
で

と

く

に

注

意

す
べ

き

こ

と

は
､

さ

き
ほ

ど

も
ち
ょ

っ

と
ふ

れ

た

よ

う
に

､

そ

の

形

成
に

あ

た

っ

て

参
与

し
て

い

る

の

が
､

特
定
の

共
同

体
の

一

員
と

し
て

の

人

間
で

あ

る

こ

と

1
つ

ま

り
､

こ

の

世

界
が

す
ぐ

れ

て

社

会
的
な

だ

J

も
の

で

あ

る

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

言
語
は

し

た

が
っ

て

そ

れ

自

7 卓
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体

は
､

没

個

性
的

な

社

会
形

成
物

､

社

会
内
を

一

般
的
に

流
通

す

る

共

有
財
産
で

あ
っ

て
､

そ

の

中

問
世

界
は

き

わ

め
て

日

常
的
な

意
味
で

､

人

間
と

人

間
と

が

出
会
い

､

交
流
す
る

場
で

も

あ

る
｡

い

や

そ

の

条
件
で

す
ら

あ

る

と
い

え
る

｡

こ

こ

で

い

う

人

間

間
の

出
会
い

や

交
流
は

､

も

ち

ろ

ん

そ

の

当
の

人

間
の

き

わ

め
て

表
面

的

な
･

公

約
的
な

一

部
に

の

み

か

か

わ

る

よ

う
な

種
類
の

も

の

で

あ
っ

て
､

そ

こ

か

ら

は

み

出
し
た

部
分
は

と

い

う
こ

と
に

な

る

と

そ

れ

は

も

う
ふ

つ

う
の

意
味
で

の

言
語
の

機

能
の

次

元

を

は

な

れ

て
､

た

と

え

ば

文

学
の

問
題
と

な
っ

て

く
る

｡

次
に

そ

の

中

間

世

界
､

意
味
内

容
の

世

界
は

ど
ん

な

内
的

構
造

を

も
っ

て

い

る

の

だ

ろ

う
か

｡

こ

の

世

界
が

記

号
の

一

部
を

な

し

て

い

る

と

い

う
こ

と

は

す
で

に

の

ぺ

た

が
､

そ

の

ほ

か

に

も

う
一

っ
､

こ

の

世

界
を

支

え
､

支

配
し

て

い

る

重

要
な

法
則
が

あ

る
｡

(

1 7
)

そ

れ

は

｢

場
の

法
則
+

(

G
e

邑
N

計
∽

句
e
-

d
e

払
)

と

よ

ば

れ

て

い

る
｡

あ

る

意
味

内

容
に

は
､

ど
れ

か

わ

か

ら

な
い

が
､

と

も

か

く
一

つ

の

音
声
記

号
が

対

応

す
る

と
い

う
意
味
で

語
の

意
味
内

容
は

｢

一

般
に
+

必

然

的
に

音

声
記
号

に

結
び

つ

け

ら
れ

､

そ

の

記

号

を

は

な

れ

て

は

存
在
し

え

な
い

ー
こ

の

こ

と

を
､

ヴ
ァ

イ

ズ

ゲ
ル

バ

ー

は

｢

記

号
の

法

則
+

(

G
e

邑
N

計
払

N
e

ど
F
e

臼

且

と

よ

ん

で

い

る

ー
が

､

し

か

し

そ

れ

は

あ

く
ま

で

も

結
び

つ

け

ら

れ

て

い

る

だ

け
で

あ
っ

て
､

そ

れ

に

決
定
さ

れ

は

し

な
い

｡

し

た

が
っ

て

特
定

舶
ヤ

′

の

音

声
記
号

を

と
っ

た

場
合

､

両

者
の

間
の

関

係
に

は
､

い

か

な

る

意
味
で

の

必

然

性
も

み

と

め

ら

れ

な
い

｡

(

ソ

シ

ュ

ー

ル

の

い

う

言

語

記

号
の

a

さ

吉
巴
諒

と
い

う
こ

と

も
こ

う
い

う

意
味
の

｢

任
(

悉
)

意
性
+

で

あ
っ

て
､

｢

あ
い

ま
い

+

と
い

う
こ

と

で

は

な
い

だ

ろ

う
｡

)

つ

ま

り

音

声
形

態

面
に

は
､

意
味
内

容
を

決
定

す
る

権

限

は

本

来
な

い
｡

し
て

み

る

と
､

な
に

か

別
の

仕
組
み

で

意
味
内

容
が

決
定
さ

れ

て

い

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

間

題
は

､

別
の

観
点
か

ら

み

れ

ば

次
の

よ

う
な

一

つ

の

問
い

の

形
に

書
き
か

え
る

こ

と

が

で

き

る
｡

母

国
語
を

使
用

す
る

言
語

共

同

体
の

メ

ン

バ

ー

で

あ

る

個
々

人
に

意
識
さ

れ

な
い

よ

う

な

仕
方
で

､

語
は

ど
の

よ

う
に

し
て

そ

の

確
定

し
た

意
味
内

容
を

獲
得
す
る

の

か
｡

そ

の

意
味
内

容
決
定

の

機
構
は

ど

う
な
っ

て

い

る

の

か
｡

ヴ
ア

イ

ス

ゲ
ル

バ

ー

は
､

こ

の

間
題
を

｢

内

容
決
定
の

諸

方

式
+

(

句
○
→

日
e

ロ

i

n

F

巴
t
-

小

c

訂
1

出
2
･

巴
-

m
ヨ
t

F
e
i

t
)

と
い

う

観
点
か

ら
一

括

し
て

論
じ

て

い

る
｡

意

味

内
容

決
定
の

方

式
と

し
て

は

種
々

の

も

の

が

あ
る

が

そ

の

中
で

言

語
に

と
っ

て

も
っ

と

も

本

質
的
な

も

の

が
､

さ

き
に

も
ち
ょ

っ

と

ふ

れ

た

｢

言
語

場
(

も

う

少
し

せ

ま

く
い

え

ば

語

場
)

に

よ

る

決
定
+

で

あ

る
｡

言

語
場
と
い

う
の

は
､

同
一

範
疇
に

属
す
る

ほ

ぼ

類
似

し

た

意
味
を

も
つ

い

く
つ

か

の

言

語
記

号
に

よ

っ

て

有

機
的
に

､

咽
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紬

絆

事■

す
き

ま

な

く

構
成
さ

れ

て
一

つ

の

全

体

を

な

す
言

語

的
中

間

世

界

の
一

断
面

を

い

う
｡

こ

の

場
の

中
で

は
､

各

記

号
は

一

つ

の

部
分

と

し

て
､

お

互
い

に

す
き

ま

な

く
一

つ

の

領
域
を

分

割
し

あ

う
こ

と

に

よ
っ

て

そ

の

領
域
を

構
成
し
て

い

る

わ

け
だ

か

ら
､

そ

の

全

体
の

中
に

し

め
る

相

対

的
な

位
置
に

応
じ
て

､

そ

れ

ぞ

れ

の

記
号

の

意

味
内

容
は

｢

相

互

的

な

画

定
+

(

的
e

g
e

宏
e

≡
g
e

A
一

品
3
n
･

N

亡

5
g
)

に

よ
っ

て

決
定
さ

れ

る
｡

こ

れ

が
｢

内
容

決
定
の

諸

方

式
+

の

中
で

も
っ

と

も

重

安
と

さ

れ

る

｢

言
語
場
に

よ

る

決
定
+

で

あ

る
｡

｢

記
号
の

法
則
+

が

言

語
記

号
の

い

わ

ば

縦
の

つ

な

が

り

で

あ

る

と

す

れ

ば
､

言

語
場
内
の

相
互

画

定

と

い

う
こ

と

は

横
の

つ

な

が

り

を

な

す
も
の

で

あ

る
｡

あ

る

意
味
内

容
は

､

必

ず
あ

る
一

定
の

音

声
形

態
を

割
り

当
て

て

も

ら

う
が

､

ど

れ

を

割
り

当
て

て

も

ら

う
か

は

言

語

場
内
で

相
互

的
に

決
定
さ

れ

る

と
い

う
こ

と
に

な

る
｡

言
語
記
号
の

任
意
性
の

根
漁
は
こ

こ

に

あ
る

と
い

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

し
て

､

｢

語
感
+

と

い

う
こ

と
も

言

語
学

的
に

掘
り

下

げ
て

い

く

と
､

や

は

り
こ

の

語

場
内
の

相
互

画
定

と

い

う

こ

と

に

ぶ

つ

か

っ

て

く
る

｡

こ

の

よ

う
な

観
点
か

ら
､

言
語
の

意
味
内

容
の

世

界
の

構

造

を

具
体

的
に

解
明

し

た

研
究
と

し

て

は
､

ド

イ

ツ

で

は
､

｢

理

解
+

と

(

1 8
)

い

う
意
味

範
噂
に

属
す
る

語
彙
に

つ

い

て

の

J

･

ゴ
昏
の

先

駆
的

業
績
が

あ

る

が
､

(

ヴ
ア

イ

ス

ゲ
ル

バ

ー

も

し

ば
し

ば

引

用
し

て

い

る
)

｢

相
互

画

定
+

と

い

う

思

想

自
体
は

､

す
で

に

ソ

シ

ュ

ー

ル

が

次

の

よ

う
に

き

わ

め
て

明

確
な

形
で

打
ち

出

し

て

い

る
｡

｢

同
一

言

語
内
で

は
､

類

似
し

た

観
念
を

表
わ

す
語

は

相

互

に

画

定

し

合

(

1 9
)

ぅ
+

ま

た
ナ

〕

の

よ

う
な

考
え

方
は

､

言

語
学
に

お

い

て

は
､

周

知

の

通
り

音

韻
の

領
域
に

は

い

ち
は

や

く

適
用
さ

れ

て
､

ゴ
ー

旨
e
t

甲

打
○

叫

ら
の

音
素
論
と

な
っ

て

実
を

結
ん

だ
｡

｢

相
互

画
定
+

以

外
の

｢

内

容
決
定
の

方

式
+

と

し
て

､

プ
ア

イ
ス

ゲ

ル

バ

ー

は

次
の

よ

う
な

方

式
を

あ

げ
て

い

る
｡

一

､

外

界
の

事
物
に

よ

る

決
定

｡

(

き

わ

め
て

ま

れ
に

し

か

み

ら

れ

ず
､

そ

の

極

限

は

固

有

名

詞
で

あ
る

｡

)

二
､

音
声
記

号
に

よ

る

決
定

｡

(

こ

れ

も

非

常
に

ま

れ
で

､

た

と

え

ば

冒
さ
ー

ー

e

n

と
い

う
よ

う
な

擬

声
語

が
､

ラ

イ
オ

ン

に

も

ま

た

牛
に

も

用
い

ら

れ

る

と
い

う
ふ

う
に

､

他
か

ら

の

限

定

な

し
に

､

同
一

の

音

声
記

号
が

い

く
つ

か

の

対

象
に

つ

い

て

用
い

ら

れ

る

場
合

｡

)

三
､

誘
導
さ

れ

た

言

葉
｡

(

外

国
の

言

葉
を

手

本
に

し
て

そ

れ

に

な

ら
っ

た

借
用

語

や
､

人

為

的
に

規

制
さ

れ

た

り
､

定

義
さ

れ
た

り

し
て

意

味
内

容
を

決
め

ら

れ

る

専

門

用

語

な
ど

｡

)

四
､

特
種
例

｡

(

熟

語
･

成

句
の

類
､

新

語

や

死

滅
し
っ

つ

あ

る

語
､

い

く
つ

か

の

同

音

異

議

語
に

分

解
さ

れ

る

2
琶
F

や
ロ

と
か

F

巴
t

e

ロ

な

ど

7 卓7
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の

巨

語

(

巴
e

諸
口

弓
○
り

t
)

､

造

語
や

既

成
の

語
に

特

穫

な

意

味

を
も

た

せ

た

り

す
る

よ

う
な

｢

慈

恵
語
+

(

e

打
e

ロ

弓
亡
-

首
e

W
守
t

e

→
)

な

ど
｡

)

五
､

最
後
に

｢

語
場
に

よ

る

決
定
+

と
な

ら

ん

で

重

要

な

｢

語

階
級
(

W
O

ユ
四

訂
日

e

に

よ

る

決
定
+

が

あ

げ
ら

れ

る
｡

-
S

訂
ロ

d

(

2 0
)

と
い

う
の

は
､

｢

身
分

･

階
叔
+

と
い

う
意
味
の

S
t

牢
ロ

ト

か

ら
き

て

い

る

の

だ

が
､

W
O

ユ
∽

訂
n

打

と
い

う

語
は

､

こ

こ

で

は

形

態

論

的

次

元
で

使
わ

れ

る

A

E
e

芹
亡

口

篭
t

呵

勺

｢

派

生

型
+

(

た

と

え

ば
】

F
e
-

t

で

導
か

れ

る

名

詞

と
い

う
よ

う
に

同
一

の

前
後
綴
に

よ
っ

て

つ

く

ら
れ

る

派
生

語
の

全

体
)

と

い

う

術
語
に

､

内

容
論
的

次
元

で

ち
ょ

う
ど

対

応

す
る

用

語
で

あ

る
｡

同
一

派

生

型
に

属
す
る

も

の

は
､

も
ち

ろ

ん

い

つ

で

も

同
じ

一

つ

の

意
味
範
噂
の

も
と

に

統

一

す
る

こ

と

は
で

き

な
い

が
､

派
生

型
の

内

部
で

は
､

語
は

い

く

つ

か

の

同
じ

意
味
を

も
っ

た

グ

ル

ー

プ

に

ま

と

め
る

こ

と
が

で

き

か

ん

る
｡

そ

の

グ

ル

ー

プ

を

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は

｢

語

寵
+

(

W
O

羊

(

2 1
)

2 .

器

訂
)

と

よ

ん

で

い

る
｡

そ

し
て

､

ほ

ぼ

似
た

よ

う
な

意
味

を

も

っ

た

い

く
つ

か

の

｢

語
寵
+

の

集
ま

り
が

ほ

か

な
ら

ぬ

｢

語
階

叔
+

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て

形
態
の

同
一

性
と

い

う

観
点
か

ら
一

括
さ

れ

た

も
の

が

派
生

型
で

あ
る

と

す

れ

ば
､

意
味
の

類
似
と

い

う
点

か

ら
一

つ

に

ま

と

め

ら
れ

た

派
生

語
が

語
階

級
で

あ

る
｡

語

階
級

の

中
に

は

形
態
的
に

は

い

ろ
い

ろ
な

も
の

が

含
ま

れ

て

い

る
｡

語

階
級
と

語
尭
と

の

間
の

関

係
は

､

語
場
と

語
と

の

問
の

関

係
と

同

欄

じ
で

､

語

階

級
の

内
部

で

は

や

は

り

場
の

法

則
が

支

配

し

て

い

る
｡

(

こ

こ

の

と
こ

ろ

で

は

プ
ア

イ
ス

ゲ
ル

バ

ー

は
､

た

と

え

ば

○
コ
}

甲

t

才
P

｢

備

与

動

詞
+

と
い

う

語
階

殻

を

例

と

し
て

あ

げ
て

い

る
｡

そ

の

中

に

は

1
e

ロ

に

よ

る

も
の

､

訂
圭

･

ふ
ロ

に

よ

る

も

の
､

♂
0

!

⊥
g
e

n

に

ょ

る

も
の

､

-
訂
】

d
ロ

に

よ

る

も
の

と
い

う
ふ

う
に

実
に

さ

ま

ざ

ま
の

語

姦
が

含
ま

れ
て

い

る
｡

)

｢

語
場
に

よ

る

決
定
+

と

｢

語
階
級
に

よ

る

決
定
+

は
､

あ

る

段
階
で

競
合

す
る

場
合
も

あ

る

が
､

そ

の

さ

い

前
者
の

方
が

勝
つ

の

が

ふ

つ

う
で

あ

る
｡

従

来
､

も
っ

ぱ

ら

形
態

的
な

観

点
か

ら

1

-
し

た

が

っ

て
}

諸

原

的
に

ー
】

同
一

の

幹
語
か

ら

派
生

し

た

と

み

な
さ

れ

た

語
の

総
体

は

弓
○

ユ

訂
m
-

-

岩
.

｢

語
家
族
+

と

よ

ば

れ

て

い

た

が
､

こ

の

用

語
も

､

前
記
の

よ

う
な

競
合
現

象
が

あ
る

た

め

不

備

な

も
の

と

な
っ

て

し

ま
っ

た

の

で
､

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は

(

2 2
)

そ

れ

に

代
っ

て

あ
る

幹
語
の

句
軒
O

F
e

岩
ロ

g

｢

扇
開
+

と

い

う

術
語

を

提
唱
し

て

い

る
｡

扇
開
と

い

う
の

は
､

純
粋
に

内

容
論
的
見
地

に

た

つ

も
の

で
､

あ
る

幹
語
の

派
生

語
の

う

ち

そ

の

幹
語
か

ら

派

生
し

た

と

意

識
さ

れ

る

も
の

､

意
味
内

容
か

ら
い

っ

て

そ

の

幹
語

か

ら

派
生

し

た

と

意
識
さ

れ

る

も

の

の

総
体
が

一

つ

の

｢

扇
開
+

を

形
成

す
る

｡

た

と

え

ば
､

F

監
-

訂
F

は

形
態
論

的

な

観

点

か

ら

胡

噸
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+
町

は

F

琵
琶
ロ

と

と

も
に

同
一

諸
家
族
の

中
に

入

る

が
､

内

容
論
的

な

立

場
か

ら

は

も

は

や

訂
∽
∽

e

n

の

扇

開
に

は

入

ら

ず
､

別
の

｢

醜
い
+

と

い

う

形
容
詞
の

語
場
の

一

員
と

な

る
｡

機
能

論
的

考

察
｡

こ

の

段

階
で

は
､

前
段
階

と

比

較
し

て

内

容
上

と

く
に

著
し

い

飛

躍
が

み

ら

れ

る

と
い

う
わ

け
で

は

な

く
､

む

し

ろ
､

内

容

論
的

段
階
に

お

い

て

用
い

ら

れ

た

種
々

の

用

語
を

こ

の

機
能
論
の

段
階

に

ふ

さ

わ

し
い

も
の

に

変
換
す
る

こ

と

-
別
の

い

い

方

を

す
れ

ば
､

内

容

論
的
な

用

語
の

対

応
形
を

見

出
す
こ

と

に

も
っ

ぱ

ら

力

が

そ

そ

が

れ

て

い

る

観
が

あ

る
｡

た

だ
一

つ

の

例
外
を

な

す
の

が
､

言

語
の

最
終
的

な

定

義
で

､

こ

れ

が

こ

の

段

階
に

お

け
る

考

察
の

唯
一

の

成

果
だ

上
い

っ

て

い

い
｡

言
語
は

､

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

に

と
っ

て

は
､

そ

の

機
酪
の

面
か

ら

把

握
さ

れ

て

結
局

｢

世

界
の

母

国

語

的

語

化

の

過

程
+

巧

言
詣
抗

告
仏

日

ま
t

e

り

名
→

琶
E
-

O

F
e

ロ

W
O

ユ
e

ロ
m

計
→

W
e
-

t
)

と

定

義

さ

れ

る
｡

｢

過

程
+

と

し
て

と

ら

え

ら

れ

て

い

る

点

に
､

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

が

た

え

ず
唱

え

て

や

ま
な
い

言

語
の

動

態
的

把

握
と

い

う
こ

と
が

実

現

さ

れ

て

い

る
｡

こ

こ

で

用
い

ら

れ

て

い

る

弓
○

ユ
e

ロ

と

い

う
の

ほ

結
局
ほ

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

の

一

種
の

造

語
で

､

朽
ロ
e

O

F
t

(

奴

隷
)

1
吋

琵
C

F
t

e

ロ

(

奴

隷
に

す

る
)

と

相

似
に

W
O

ユ

か

ら
つ

く
ら

れ

た

作

為
動

詞
で

あ

る
｡

そ

の

さ

い

∽

p

旨
｡

F
e

に

対

す
る

葛
→

琶
F
e

n

と

か

孟
宗

実
篤
E
訂
F
e

n

な

ど

と
い

う
の

も

考
え

ら

れ

る

が
､

結
局

弓
○

ユ
e

ロ

に

お

ち
つ

い

た

の

は

少

し

意

味
は

ち
が

う
に

し

て

も

中
世

に

す
で

に

弓
O
r

t

e

ロ

と

い

う

語
が

存

在
し
て

い

た

か

ら

で

あ

る
｡

中

世
の

神
秘
主

義
者
た

ち

は
､

大

体

現

在
の

払

勺

詔
O

F
e

n

の

意
味
で

こ

の

語
を

用
い

て

い

た

よ

う
で

あ

る
｡

す
で

に

本
小

論
の

最
初
の

と
こ

ろ

で

の

べ

た

よ

う

に

人

間

は
､

自
分
に

そ

な
わ

る

肉
体

的
･

感
覚
的

･

精

神

的
な

力

を

総
動

員
し

て

外

的

世

界
を

人

間
化
し

て
､

そ

こ

か

ら

｢

人

間
の

生

汚
し

て

い

る

世

界
+

(

m
e

ロ

岩
E
ど
F
e

J
e

訂
ロ
∽

宅
e
-

t

)

を

形
成

す
る

｡

こ

の

よ

う
な

世

界
の

中
で

生

酒
し

て

い

る

人

間
の

方
か

ら

み

て

い

え

ば
､

人

間
は

そ

の

中
で

､

感
覚
的

･

精

神

的

な

力
に

よ
っ

て

｢

定

位
+

(

○
ユ
e

ロ
t
-

e

2
β
叫
)

を

す
る

の

で

あ

る
｡

人

間
の

活
動
の

中
で

い

わ

ば

も
っ

と

も

基
本

的
で

あ

る

と

い

え
る

こ

の

よ

う
な

世

界
形

成
の

活
動
の

さ

い

に

お

け

る
､

言
語
の

寄
与
を

｢

せ

界
の

語
化
+

■

と

よ

ん

で

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

一

方
で

は
､

人

間
化
さ

れ

た

世

界
が

あ

る

の

と

同

時
に

､

他

方
の

極
に

は

永
遠
に

人

間
化

さ

れ

ず
､

人

間
の

近
づ

き

∂

得
な
い

､

と

ら

え

る

こ

と

の

で

き

な
い

世

界
が

あ
る

｡

前
者
を

プ

ア4
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ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は

｢

世

界
+

(

弓
e
-

t

)

と

よ

び

後

者
を

W
叶

旨
･

-
-

O

F
打

巴
什

｢

現

実
+

と

よ

ん

で

い

る
｡

こ

の

二

つ

の

世

界
は

､

概

念

と
し

て

は

も

ち

ろ

ん

さ

い

然
と

区

別
さ

れ

る

が
､

現

実
に

は

語
化

や

そ

の

他
の

人

間
化
の

活
動
が

進
行
し

て

い

る

わ

け

だ

か

ら
､

そ

の

境
界
は

た

え

ず
動
い

て

い

る

と
い

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

人

開
化
さ

れ

た

｢

世

界
+

を

経
験
界
と

み

な

し
､

言
語
を

時
空
の

直

観
形
式
や

カ

テ

ゴ

リ

ー

に

相

当

す
る

も
の

と

考
え
れ

ば

本
小

論
で

紹

介
し

た

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

の

言

語
観
が

い

か

に

カ

ン

ト

の

先

験
論
的

哲
学
に

類
似
し
た

構
造

を

も
っ

て

い

る

か

が

わ

か

る
｡

そ

し
て

人

間
の

近
づ

き

え

な
い

｢

現

実
+

と
い

う
の

は
､

人

間
の

感
覚
を

触
発
は

す
る

が

認
識
さ

れ

え

な
い

あ

の

物
自

体
に

ま
さ

し

く

対

応
し
て

い

る
｡

あ

る

特

定
の

言
語
に

お

け
る

｢

語
化
+

の

個
々

の

具
体

的
な

活

(

2 4
)

動
･

作
用
の

こ

と

を
､

ヴ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

は

N
亡

両
ユ
鞄

｢

捕
捉
+

と
よ

ん

で

い

る
｡

プ
ア

イ

ス

ゲ
ル

バ

ー

の

他
の

､

た

と

え
ば

扇
閲

な
ど

と
い

う
術

語
と

同
じ

く
な

に

か

非
常
に

生
々

し
い

具
象
性
を

も
っ

て

い

て
､

ど

う
い

う

発
想
に

も

と

づ

い

て

い

る

の

か

な

か

な

か

つ

か

み

に

く
い

が
､

こ

の

N
亡

両
ユ
持

の

場
合
は

お

そ

ら

く

静
態

的
な

B
e

g

ユ
托

｢

概

念
+

に

対

応
す

る

動
態

的

な

概

念
と

し

て

生

ま
れ

た

の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ

る
｡

出
面

的

ユ
持

と

並
べ

て

み

れ

ば

そ

れ

ほ

ど
わ

か

り

に

く
い

言

葉
で

も

な
い

｡

文

字
通

り

に

言
語

御

が

そ

の

機
能
を

発
揮
し

て

外
の

｢

現

実
+

界

な

ど

か

ら

N

亡

両
→

e

T

f
e

臼

｢

つ

か

み

と
っ

て

く
る
+

の

で

あ
る

｡

そ

の

｢

捕
捉
+

と
い

う

言
葉
は

機
能
論
的

段
階
に

お

い

て
､

内

容

論

的

段

階

に

お

け

る

H

ロ

F

巴
t

｢

内

容
+

と
､

形
態

論
的

段
階
に

お

け

る

申
e

計
巳
年
口

粥

｢

意

味
+

に

ち
ょ

う
ど

相

当

す
る

も
の

で

あ

っ

て
､

さ

ら
に

影
響
論
的

段
階
に

進
む
と

､

G
e
-

t

亡

n

的

｢

妥

当

性
+

と

よ

ば

れ

る

よ

う
に

な

る
｡

す
で

に

前
の

内

容
論
的

段
階
に

お

い

て

み

て

き

た

よ

う
に

､

語
の

｢

内

容
+

が

決
定
さ

れ

る

に

は

種
々

の

方

式
が

あ
っ

た

が
､

そ

の

内

容
の

｢

決
定
+

(

田
e

監
-

m
ヨ
t

F
e
-

〇

に
､

機
能
論

的

段
階
で

(

飴
)

ち
ょ

う
ど

対

応
す
る

の

が

G
e

→

ど
F
t

e
t

F
e
-

t

｢

方
向
+

で

あ

る
｡

機

能
論
的
段
階
で

は

言

語
的

｢

捕
捉
+

の

｢

方

向
+

を

吟

味
す
る

こ

と

-
こ

れ

は

す
な

わ

ち

内
容
論
的

な

次

元

に

翻

訳

し

て

い

え

ば
､

言

語
の

｢

内

容
+

の

｢

決
定
+

方

式
の

吟
味
と
い

う
こ

と
に

な
る

ー
が

一

つ

の

大
切

な

仕
事
に

な
る

｡

も

う
一

つ

重

要
な

仕

事
が

あ
る

が
､

そ

れ

は

｢

語

化
の

舞
台
+

(

S
O

F
P
亡

匂
-

賢
N

e

計
∽

弓
○

?

什

e

ロ

且

が

ど

れ

で

あ

る

か

を

吟

味

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

世

界
の

語
化
に

は

四

つ

の

舞
台
が

あ

る

と

ヴ
ア

イ
ス

ゲ

ル

バ

ー

は

考
え

る
｡

す
な
わ

ち
､

H

人

間
の

言
葉
の

カ
が

前
述
し

た

｢

現

実
+

界

に

じ

か

に

ぶ

っ

つ

か

る

場

合
｡

(

プ
ア

イ
ス

ゲ

ル

バ

ー

は

実

例

を

あ

げ

噛

■■
-

1
¶

哨
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の 言語 理 論

紬

姐
T

紬

に

く
い

と
い

っ

て

い

る

が
､

そ

れ

ほ

そ

の

は

ず
で

､

｢

現

実
+

の

定

義
か

ら

い

っ

て

こ

の

よ

う

な

場
合
は

は

と

ん

ど

不

可

能
で

あ

る

と
い

っ

て

い

い

｡

)

H
言

語
以

外
の

他
の

感
覚
的
･

精
神
的
カ

に

よ
っ

て

す
で

に

人

間

化
さ

れ

た

現

実

を
さ

ら
に

語

化

す
る

場
合

｡

(

｢

赤
い

･

苦
い

+

と
い

う
よ

う

な

感

覚
的

性

質
､

｢

聞

く
･

見
る
+

と
い

う

よ

う

な

感

覚

的

行

為

な

ど

が

こ

こ

に

入
る
一

方
､

宗

教
や

芸

術
に

よ
っ

て

す
で

に

人

間

化
さ

れ

た

も
の

も
こ

の

舞
台
で

語

化
さ

れ

る
｡

)

付
り
言

語
以

外

の

他

の

感

覚

的
･

精
神

的

カ
が

外

界
の

現

実
を

人

間
化

し

た

も
の

で

な

く
､

そ

れ

ら

が

い

わ

ば

自

発
的
に

生

み

出
し

た

も
の

が

さ

ら
に

語

化
さ

れ

る

場
合

｡

(

美

醜
･

喜
怒

哀

楽
に

関

す
る

語

彙

は

こ

の

舞

台

で

生

ま

れ

る
｡

さ

ら

に

文

法

的

な

現

象
と

し

て

は

品

詞
や
｢

文

設

計

図
+

(

S

巴
N

J
p

苧

｢

2 6
)

旦

呂
)

や

動
詞
の

｢

態

様
+

(

A

葛
e

打
t

)

な

ど
が

こ

こ

に

入

る
｡

)

㈲

言

語
自
体
が

な

ん

ら

他
の

素
材
な

し

に

創
造

し

て

い

く

場

合
｡

(

こ

こ

で

も
っ

と

も

重

要

な
の

は
､

派
生

語
を

造

り

出

す

と
い

う

言

語
の

カ

で

あ
る

｡

)

語
化
に

み

ら

れ

る

こ

の

四

つ

の

場
合
の

う
ち

､

無
か

ら

有

を

造
り

出
す
と
い

う

色

彩
の

こ

い

H
と

㈲
の

ケ

ー

ス

を

e

言
○

ワ

{

e

ロ

｢

語
成
+

､

す
で

に

造
り

出
さ

れ

た

も
の

を

語
化

す
る

と
い

う

持
と

肖
の

場
合
を

諾
⊇

1

0

ユ
e

ロ

｢

語

転
化
+

と

よ

ん

で

い

る
｡

こ

の

機
能
論
的

段
階
で

は
､

結
局

､

一

つ

一

つ

の

言

語

現

象
に

(

2 7
)

つ

い

て
､

そ

の

｢

捕
捉
+

の

｢

方

向
+

(

つ

ま

り

意

味

内

容
が

ど

の

方

式

で

決

定

さ

れ

て

い

る

か

と
い

う
こ

と
)

お

よ

び
､

語
化
の

舞
台
が

上

記
の

四

つ

の

場
合
の

ど

れ

で

あ

る

か

と
い

う
こ

と

を

吟
味
す
る

こ

と
が

重

要
な

仕
事
に

な
っ

て

く
る

｡

こ

の

二

つ

が

わ

か

れ

ば
､

そ

れ

は

ち
ょ

う
ど

座
標

内
0

0

邑
-

ロ

賢
e

ロ

の

よ

う
に

そ

の

言

語
現

象
を

決
定

す
る

｡

ヘ

ル

ダ

ー
､

フ

ン

ボ

ル

ト
､

カ

ン

ト
､

カ

シ

ー

ラ

ー
､

ソ

シ

ュ

ー

ル

な

ど
さ

ま

ざ

ま
の

流
れ

が

合
流
し
て

独

特
の

複
合

体

を

形
成

し
て

い

る

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

の

言
語
理

論
の

骨

組
み

は

以

上
の

よ

う
な

も
の

で

あ

る

が
､

そ

れ

は

全

体

と

し

て
､

非
常
に

要
請

的
･

綱

領
的

色

彩
が

強
く

､

実
質
的

な

裏
づ

け

は

今

後
の

具

体

的

な

個
別

研

究
に

ま

た

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

い

う
面
が

い

ろ
い

ろ

あ

る
｡

と

く
に

最
後
に

の

べ

た
､

捕
捉
の

方

向
と

､

語

化
の

舞
台

の

吟
味

な

ど
と
い

う
こ

と

は
､

非
常
に

図

式

的
･

ス

コ

ラ

的

な
に

お

い

が

強
く

､

は

た

し

て

言
語

研

究
の

上
で

ど

れ

ほ

ど
の

意
味
が

あ

る

の

か

う
た

が

わ

し
い

｡

新
し
い

分

析
用

具
を
い

ろ
い

ろ

あ
み

出
し

た

功
績
と
い

う
こ

と

は

あ

る

が
､

そ

れ

が
､

ま

だ

十

分
に

働

い

て

い

な
い

と

い

う

感
じ
で

､

結
局

､

言

語
を

カ

と

し

て

と

ら

え
､

意
味

内

容
の

面
を

重

視
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と

い

う

要

請

一†

⊥

ば
か

り

強
く
ひ

び

い

て

く
る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

グ
ア

イ
ス

ゲ

ル

7 5
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バ

ー

の

言
語

観
に

は
一

面

文

化
人

顆
学
的
な

考
え

方
が

濃
厚
に

み

ら

れ

る

の

だ

が
､

今
後
は

そ

の

言

語
理

論
は

お

そ

ら

く
こ

の

方

向

に

発
展
し
て

い

く
の

で

は

な
い

か

と

予

想
さ

れ

る
｡

と

く
に

､

記

号

論
な

ど

は
､

プ
ア

イ

ス

ゲ

ル

バ

ー

に

お

い

て

は
､

も
っ

ぱ

ら
カ

シ

ー

ラ

ー

や

ソ

シ

ュ

ー

ル

に

依
拠
し

て

い

る

が
､

こ

の

言
語
記

号

論
も

､

今
後
は

､

人

間
の

行

動
を

代

替
す
る

社

会
的

･

抽
象
的

体

系

-
こ

れ

は
､

社
会
的

･

抽
象
的

な

富
の

代
替
形
態
で

あ
る

貨

弊
と

よ

く

似
て

い

る

が

-
-
-

と
い

う

側
面

か

ら

も
っ

と

掘
り

下

げ

て

い

く

必

要
が

あ

る
｡

(

1
)

ナ

七
･

H
β
叫

F
e

払

‥

→
F
e

哲
-

e

ロ
O

e

O
代

F

巴
-

g

仁
b

-g
e

(

A
ロ

H

苧

t

冒
P

∈
U

t

-

O

n

t

O

H

L

ロ

g

已
m

已
c

∽

シ

声
P

n

d
0

2

H
O
ロ
S

e
-

=
芦

吋

+

讃
N

､

P

(

2
)

孝
く

▲
H
仁

ヨ

ぎ
ー

き
‥

亡
b
e

→

d

岩
.

く
e

諾
O

E
e

計
n

F
e
-

t

計
∽

日
e

ロ
∽

○

巳
ど
F
e

ロ

S

p
l

P
O

F
♂

P

亡
e

払

さ
n

中

臣
→

e

ロ

E
i

ロ

持

口
玩

p

星
川

巴
e

鷲
-
m

己
叫
e

H
ロ
t

弓
-

○

打
-

仁

口
内

m

訂
∽

巳
e

日
払

O

F
e

ロ

粥
e
∽

C

F
-

e

O

F
t

∽
)

日
中

2
･

ヨ
】

e

→
､

せ
○

ロ

ビ

ー

∞

い

ゃ

如
く
I
i

持

(

3
)

已
t
t

O

J

く
.

(

4
)

d

芹
-

O

｢

く
H

I

.

(

5
)

巴
t

t

O

J

神
村
く
1

-
J

舛
如
く
H

H
.

(

6
)

J
.

ノ

宕
訂
g
e

サ

b
e

→
‥

D

琵

琶
2

n

岩
F

F
e
-

t

g
e

旨
t

N

n

b
→

∽

p

言
O

F
e

-

¢
仁
e
-

-

e

紆

呂
e

Ⅵ

ゎ
→

､

H
e
-

d
e
-

訂
→

g

-

漂
♪

-

加

持

(

7
)

…
ど
ゐ
N

O

笥
n

と
い

う

語

を

和
田

賀
一

郎

氏

は

｢

即
･
‥

的
+

と

訳

し
て

お

ら

れ
､

大

変
び
っ

た

り

と
し

た

い

い

訳

で
､
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