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言
語
研
究
に
お
い
て
「
中
動
」
態
へ
の
目
配
り
は
古
く
か
ら
存
在
す
る
。
イ
ン
ド
の
文
法
家
パ
ー
ニ
ニ
（
紀
元
前

四
世
紀
）
を
脇
に
お
く
と
し
て
も
、
ト
ラ
キ
ア
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
シ
オ
ス
著
『
テ
ク
ネ
ー
・
グ
ラ
ン
マ
テ
ィ
ケ
ー
』

（
紀
元
前
二
世
紀
）
や
ア
ポ
ロ
ー
ニ
オ
ス
・
デ
ュ
ス
コ
ロ
ス
著
『
統
辞
論
』（
紀
元
前
二
―
一
世
紀
）
等
、
西
洋
の
文

法
記
述
の
最
初
で
あ
り
後
生
の
規
範
と
さ
れ
る
古
典
文
法
書
の
な
か
で
、
中
動
は
「
能
動
」「
受
動
」
と
並
ん
で
定

義
を
受
け
て
き
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
中
動
態
の
最
初
期
の
記
述
の
な
か
に
、
す
で
に
曖
昧
さ
が
紛
れ
込
ん
で
き
て

い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る）

1
（

。
ヤ
ー
コ
プ
・
ヴ
ッ
カ
ー
ナ
ー
ゲ
ル
は
『
統
辞
論
講
義
』（
一
九
二
六
）
の
な
か
で
、
中

動
態
に
つ
い
て
、「
こ
の
〔
能
動
／
受
動
の
〕
図
式
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
、〝
中
動
〞（
惰
性
か
ら
作

ら
れ
た
用
語
で
あ
る
）
と
し
て
脇
に
お
か
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が）

2
（

、
あ
る
意
味
そ
れ
は
正
し
い
だ
ろ
う
。
こ
の
扱

い
に
く
さ
ゆ
え
に
、
中
動
態
は
注
目
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
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中
動
態
の
研
究
史
が
重
要
な
変
化
を
遂
げ
る
の
は
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
比
較
言
語
学
の
大
家
ア

ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
メ
イ
エ
の
下
で
教
え
を
受
け
た
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
や
イ
ェ
ジ
・
ク
リ
ウ
ォ
ヴ
ィ
チ
ら
が
、

ヒ
ッ
タ
イ
ト
語
等
の
新
し
い
言
語
資
料
や
、「
対
立
」
構
造
に
よ
る
説
明
図
式
と
い
う
ソ
シ
ュ
ー
ル
的
手
段
を
用
い

て
、
中
動
へ
の
視
点
を
塗
り
替
え
る
。
こ
の
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
一
九
五
〇
年
の
中
動
態
の
定
義
（
そ
れ
は
「
能
動
vs

中
動
」
と
い
う
対
立
と
な
っ
て
現
れ
る
）
は
、「
現
在
で
も
最
も
実
用
的
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
」
と
ゴ
シ
ッ
ク
語

の
専
門
家
ア
ン
ド
レ
・
ル
ソ
ー
は
確
言
し
て
い
る）

3
（

。

た
だ
し
こ
の
「
実
用
的
」
な
中
動
態
の
記
述
は
、「
汎
用
的
」
に
も
な
り
え
る
。
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
定
義
以
降
、

後
に
彼
が
発
展
さ
せ
る
問
題
圏
と
合
わ
せ
て
、
中
動
態
は
「
人
称
」
や
「
語
り
」、
あ
る
い
は
「
主
体
性
」
の
問
題

と
と
も
に
哲
学
・
思
想
の
領
域
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
「
中
動
態
」
の
概
念
は
、
主
体
と
周

囲
の
固
定
し
た
関
係
性
を
揺
り
動
か
す
新
し
い
視
座
と
さ
れ
る
。
中
動
態
が
と
り
わ
け
い
ま
、
哲
学
・
思
想
の
場
で

注
目
を
浴
び
る
の
は
、
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
他
の
関
係
性
が
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
、
相
手
と
の
距
離

の
取
り
方
が
分
か
ら
な
い
、
あ
る
い
は
相
手
そ
の
も
の
も
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
現
在
、
日
本
で
も
、
い
や
世
界

の
ど
こ
に
お
い
て
も
、「
あ
い
だ
」
の
思
考
の
捉
え
直
し
や
、
自
分
を
動
か
す
も
の
を
見
つ
め
直
す
と
い
う
反
省
が

起
こ
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
界
に
お
い
て
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
、
バ
ル
ト
や
デ
リ
ダ
を
始
め
と
す
る
、
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
の
思
想
家
た
ち
が
こ
の
概
念
に
注
目
し
議
論
の
対
象
と
し
て
き
た
が
、
近
年
で
は
ア
ガ
ン
ベ
ン
や
ラ
ト
ゥ
ー
ル

が
鍵
概
念
と
し
て
「
中
動
態
」
を
用
い
て
い
る
。
一
方
、
日
本
に
お
い
て
中
動
態
へ
の
注
目
は
二
〇
一
〇
年
代
か
ら
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徐
々
に
始
ま
っ
て
い
た
が
（
木
村
敏
「
中
動
態
的
自
己
の
病
理
」〔
二
〇
一
〇
〕、『
あ
い
だ
と
生
命
』〔
二
〇
一
四
〕

所
収
、
森
田
亜
紀
『
芸
術
の
中
動
態
』〔
二
〇
一
三
〕）、
二
〇
一
七
年
の
國
分
功
一
郎
『
中
動
態
の
世
界
』
の
出
版

で
一
気
に
認
知
度
が
高
ま
り
、
ま
た
議
論
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
る）

4
（

。
一
時
は
様
々
な
思
考
や
現
象
に
「
中
動
態
」
と

い
う
概
念
を
適
用
し
て
み
る
こ
と
が
硬
派
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
書
き
手
の
趨
向
と
な
っ
た
感
も
あ
っ
た
。
現
在
、

「
中
動
態
」
と
い
う
概
念
は
、
日
本
の
思
想
言
論
界
に
あ
る
程
度
の
市
民
権
を
得
た
用
語
と
な
っ
て
い
る
。

＊

右
に
記
し
た
よ
う
な
著
作
に
刺
激
を
受
け
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
こ
の
論
文
集
の
執
筆
者
た
ち
は
「
中

動
態
」
概
念
に
興
味
を
持
っ
て
お
り
、
あ
る
と
き
そ
れ
が
共
通
の
話
題
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
研

究
者
で
あ
る
小
野
の
呼
び
か
け
に
よ
り
「
中
動
態
研
究
会
」
が
立
ち
上
が
っ
た
。
本
書
の
目
次
を
一
瞥
す
る
と
分
か

る
よ
う
に
、
執
筆
者
の
研
究
領
域
は
、
言
語
思
想
史
、
言
語
学
、
哲
学
、
心
理
学
、
文
学
と
多
岐
に
わ
た
り
、
一
見
、

分
析
対
象
や
研
究
の
方
向
性
に
も
重
な
る
と
こ
ろ
は
殆
ど
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
同
じ
時
期
に
、
あ
る
程
度
顔
な
じ

み
の
者
が
集
ま
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
動
態
の
捉
え
方
も
違
っ
て
い
た
。「
私
の
話
し
て
い
る
中
動
態
は
、

あ
な
た
の
思
っ
て
い
る
中
動
態
と
別
物
だ
」
と
感
じ
る
と
き
は
多
々
あ
っ
た
と
告
白
し
よ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
共
同
研
究
を
続
け
ら
れ
た
の
に
は
、
複
数
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
最
も
大
き
な
理
由
は
、
中
動
態
と

い
う
「
躓
き
の
石
」
が
も
つ
不
思
議
な
求
心
力
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
一
人
ひ
と
り
が
「
中
動
態
」
と
い
う
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概
念
を
、
良
い
意
味
で
看
過
で
き
な
い
と
感
じ
、
こ
れ
に
向
き
合
う
必
要
性
を
認
め
た
の
だ
と
も
い
え
る
。
自
ら
の

中
動
態
の
思
考
を
も
っ
と
深
く
、
も
っ
と
遠
く
へ
と
押
し
や
る
た
め
に
、
異
質
な
研
究
分
野
に
も
足
を
踏
み
入
れ
て

み
る
こ
と
が
、
こ
の
研
究
会
を
通
じ
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

最
初
は
別
々
の
星
の
う
え
で
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
研
究
で
あ
る
が
、そ
の
星
々
は
、い
く
つ
か
の
シ
グ

ナ
ル
を
外
に
向
け
て
送
っ
て
い
た
。
そ
の
シ
グ
ナ
ル
に
気
付
き
、
い
く
つ
か
の
点
が
線
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
数

回
の
勉
強
会
で
発
表
し
あ
い
、
お
互
い
の
研
究
の
距
離
感
が
つ
か
み
か
け
た
頃
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
頃
、（
こ
の

論
文
集
に
も
参
加
し
て
く
れ
て
い
る
）
郷
原
佳
以
氏
が
『
み
す
ず
』
誌
上
に
つ
づ
け
て
連
載
し
て
い
た
、「「
私
は
書

く
」
の
現
前
性
か
ら
「
私
は
死
ん
で
い
る
」
の
可
能
性
へ
―
―
バ
ル
ト
、
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
、
デ
リ
ダ）

5
（

」
を
回
し
読

み
、
そ
の
な
か
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
隠
喩
と
し
て
の
中
動
態
」
と
い
う
考
え
方
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
自
分

た
ち
の
研
究
会
を
、
厳
密
に
言
語
学
的
概
念
と
し
て
の
「
中
動
態
」
を
中
心
核
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、「
比
喩

と
し
て
の
中
動
態
」
と
い
う
曖
昧
で
外
延
の
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
と
し
て
お
く
こ
と
で
、
し
か
も
そ
れ
を
肯
定
的

に
捉
え
る
こ
と
で
、
バ
ラ
バ
ラ
に
見
え
て
い
た
各
研
究
は
、
少
し
ず
つ
「
家
族
的
類
似
性
」
を
見
せ
始
め
た
と
い
え
る
。

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
言
語
学
に
お
け
る
中
動
態
概
念
は
、
ま
ず
は
古
典
ギ
リ
シ
ャ
語
研
究
の
な
か
で
、
そ
の

後
に
ラ
テ
ン
語
（
デ
ポ
ー
ネ
ン
ト
）、
さ
ら
に
は
イ
ン
ド
゠
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
言
語
と
言
わ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言

語
研
究
（
再
帰
代
名
動
詞
や
中
動
相
、
中
間
構
文
）
の
な
か
で
培
わ
れ
て
き
た
。
す
で
に
古
典
ギ
リ
シ
ャ
語
に
お
い

て
も
受
動
態
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
「
虐
げ
ら
れ
た
態
」
の
感
が
強
い
「
中
動
」
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
「
能
動
／
中
動
」
の
対
立
に
お
い
て
捉
え
直
そ
う
と
し
た
の
が
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
で
あ
る
（
小
野
）。
こ
の
中
動
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態
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
言
語
に
痕
跡
を
残
し
て
い
る
が
、
顕
れ
方
は
一
様
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
個
別
言
語
研
究
を

通
し
て
窺
え
る
（
北
條
）。
勉
強
会
の
な
か
で
は
、
こ
の
「
中
動
態
的
な
言
語
事
象
」
は
、
日
本
語
の
な
か
に
も
見

い
だ
せ
る
と
私
た
ち
は
考
え
た
。
本
居
春
庭
の
『
詞
通
路
』（
一
八
二
八
）
で
は
動
詞
の
自
他
を
論
じ
つ
つ
、
自
他

を
二
項
対
立
で
は
な
く
複
層
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
日
本
語
に
お
け
る

「
自
ず
か
ら
」「
然
す
る
」
と
い
う
中
動
態
の
思
考
の
行
方
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
集
で
は
専
門
家
の
研
究
発
表
が
得

ら
れ
な
か
っ
た
が
、
東
洋
と
西
洋
の
「
思
考
」
と
「
瞑
想
」
の
在
り
方
を
考
察
す
る
際
の
一
つ
の
切
り
口
と
な
り
そ

う
で
あ
る
（
熊
倉
）。
西
洋
哲
学
に
お
い
て
は
、〈
行
為
者
が
自
ら
の
行
為
を
支
配
し
切
れ
な
い
〉（
荒
金
）
と
い
う

中
動
態
的
な
世
界
認
識
は
、「
主
体
・
客
体
」
と
い
う
二
項
対
立
の
捉
え
直
し
を
可
能
に
し
、
近
代
的
自
我
と
し
て

の
「
私
」
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
る
。
一
方
、
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
諸
論
文
に
通
底
す
る
〈
こ
と
ば
に
お
け
る
主
体
性

の
問
題
〉（
小
野
、
郷
原
）
は
、
言
語
行
為
の
な
か
で
生
起
し
て
は
変
容
す
る
「
私
」
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
「
私
」

の
あ
り
方
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
言
語
」
と
「
私
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
省
察
は
、
当
事
者
性
の
問
題
へ
と

繋
が
り
、
自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
な
ど
未
分
化
の
世
界
で
生
き
る
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
主
体
生
成
と
そ
れ
に
対
す
る
心

理
療
法
の
あ
り
方
や
（
藤
巻
）、
想
起
文
学
に
お
い
て
回
想
し
て
語
る
「
私
」
と
は
誰
か
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
あ
が

る
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
一
体
誰
の
も
の
な
の
か
（
粂
田
）
と
い
っ
た
問
題
、
さ
ら
に
は
文
学
テ
キ
ス
ト
の
語
り
に

お
け
る
非
人
称
の
意
味
（
郷
原
）
を
考
え
る
際
に
示
唆
に
富
む
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
西
洋
近
代
が
生
み
出
し
た

「
私
」
の
幻
想
を
の
り
越
え
ん
と
す
る
思
考
の
行
き
着
く
先
は
、
究
極
、〈
私
は
考
え
な
い
、
ゆ
え
に
私
は
存
在
し
な

い
〉（
熊
倉
）
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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し
か
し
こ
こ
に
述
べ
た
繋
が
り
は
、
あ
く
ま
で
中
動
態
の
拡
が
り
の
可
能
性
の
一
部
分
で
あ
っ
て
、
読
者
に
は
そ

れ
ぞ
れ
の
読
み
方
、
繋
げ
方
、
あ
る
い
は
切
り
離
し
方
が
あ
る
と
思
う
。
私
た
ち
の
論
考
が
一
つ
の
星
座
と
し
て
形

を
為
す
か
ど
う
か
は
、
読
者
の
判
断
に
ま
か
せ
た
い
。

【
註
】

（
1
） 

『
テ
ク
ネ
ー
・
グ
ラ
ン
マ
テ
ィ
ケ
ー
』
で
は
、
能
動
態
完
了
形
と
中
動
態
ア
オ
リ
ス
ト
形
が
並
ん
で
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
も

う
少
し
時
代
が
下
る
と
、「
態
」を
統
辞
論
的
・
意
味
論
的
に
表
す “diathesis”

と
い
う
用
語
と
、
形
態
論
的
に
表
す“voice”

と
い
う
用

語
の
二
種
が
混
在
す
る
よ
う
に
な
り
、こ
れ
も
態
の
問
題
を
複
雑
に
し
て
き
た
。
こ
の
混
同
を
指
摘
し
、ま
た
ア
オ
リ
ス
ト
と
完
了
形
の

も
つ
れ
を
ア
ポ
ロ
ー
ニ
オ
ス
・
デ
ュ
ス
コ
ロ
ス
に
ま
で
辿
り
直
す
試
み
に
関
し
て
は
、
下
記
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。cf. M

arina 
B

enedetti, « Pourquoi l’appelle-t-on m
oyen ? A

pollonius D
yscole et les « figures m

oyennes »», Langages , 194, 2014, p. 9-20. 

（
2
） 

Jacob W
ackernagel, Vorlesungen über Syntax , vol.1, B

asel, E. B
irkhäuser &

 C
ie, 1926 (1950

2), p. 121.

（
3
） 

A
ndré R

ousseau, « Propositions pour une description ordonnée des « voix » et des « diathèses » : problém
atique, statut 

et conceptualisation du « m
oyen »», Langages , 194, 2014, p. 21-34. 

（
4
） 

國
分
は
二
〇
二
〇
年
十
二
月
に
も
熊
谷
晋
一
郎
と
共
著
で
『〈
責
任
〉
の
生
成
―
―
中
動
態
と
当
事
者
研
究
』（
新
曜
社
）
を
出

し
て
い
る
。

（
5
） 

連
載
の
書
誌
情
報
は
次
の
通
り
。『
み
す
ず
』
二
〇
一
八
年
十
二
月
号
（
三
〇
―
三
九
頁
）、
二
〇
一
九
年
四
月
号
（
一
四
―
二

五
頁
）、
二
〇
一
九
年
六
月
号
（
二
六
―
三
七
頁
）、
二
〇
一
九
年
八
月
号
（
一
二
―
二
二
頁
）。


