
國學院大學学術情報リポジトリ

〔書評〕中村幸弘著・碁石雅利編『文構造の観察と
読解』

言語: Japanese

出版者: 國學院大學

公開日: 2023-04-15

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 小柳,智一, Koyanagi,Tomokazu

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/0002000151URL



國學院雑誌　第 124 巻第４号（2023年） ─ 22 ─
　

本
書
は
、
國
學
院
大
學
名
誉
教
授
・
中
村
幸
弘
先
生
の
『
補
助
用
言
に

関
す
る
研
究
』（
一
九
九
五
）、『
和
歌
構
文
論
考
』（
二
〇
一
四
）
に
続
く

第
三
論
文
集
で
あ
る
。膨
大
な
数
の
既
発
表
論
文
か
ら
二
五
編
が
選
ば
れ
、

次
の
よ
う
に
編
ま
れ
て
い
る
。

　

Ⅰ
中
古
和
文
と
『
徒
然
草
』

　
［
１
］
連
語
「
さ
る
も
の
に
て
」

　
［
２
］
題
述
文
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
」
と
、
そ
の
漸
移
・
変
移

　
［
３
］『
徒
然
草
』
コ
ソ
係
結
文
の
構
造

　

Ⅱ
訓
読
文
の
句
法
と
句
読

　
［
１
］
訓
読
文
の
連
語
「
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」

　
［
２
］
日
本
国
憲
法
の
「
は
」
と
、
そ
の
構
文

　
［
３
］『
徒
然
草
』
の
句
読

　

Ⅲ
不
定
語
・
疑
問
文
・
否
定
詞
（
？
）
に
関
連
す
る
表
現

　
［
１
］
不
定
語
に
続
く
命
令
形
─
ど
こ
へ
行
け
と
い
う
の
か
─

　
［
２
］
否
定
疑
問
文
と
、
そ
の
応
答
詞

　
［
３
］ 

鷗
外
独
創
の
文
構
造
─
『
舞
姫
』『
即
興
詩
人
』
に
見
る
「
…
、

あ
ら
ず
、
…
。」
─

　

Ⅳ
学
校
文
法
と
文
の
成
分

　
［
１
］
検
定
教
科
書
の
文
の
成
分

　
［
２
］
否
定
さ
れ
つ
づ
け
る
学
校
文
法

　
［
３
］
去
来
す
る
連
体
修
飾
語

　

Ⅴ
動
詞
「
す
」「
す
る
」
と
、
そ
の
文
構
造

　
［
１
］『
源
氏
物
語
』
に
見
る
ヲ
格
＋
ニ
格
に
付
く
動
詞
「
す
」

　
［
２
］
他
動
詞
「
す
」
の
和
語
の
賓
語

　
［
３
］『
古
事
記
』
訓
読
文
の
指
定
表
現
「
…
と
為
（
て
）」

　
［
４
］ 『
古
事
記
』
訓
読
文
に
見
る
他
動
詞
「
す
」
の
ヲ
格
賓
語
の
ヲ
格

表
出
・
非
表
出

　
［
５
］ 

連
体
修
飾
語
を
必
須
と
す
る
「
さ
ま
」「
心
地
」
な
ど
と
、
そ
の

述
語
自
動
詞
「
す
」

　
［
６
］『
古
今
和
歌
集
』
歌
に
見
る
「
…
と
す
」
な
ど
の
陳
述
の
機
能

　
［
７
］ 

サ
変
複
合
動
詞
「
～
す
る
」
の
時
代
─
連
体
修
飾
語
と
し
て
の

「
欲
望
す
る
」「
塑
す
る
」「
キ
ャ
ラ
化
す
る
」
─

〔
書
評
〕

中
村
幸
弘
著
・
碁
石
雅
利
編

『
文
構
造
の
観
察
と
読
解
』

小
柳
智
一
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Ⅵ
動
作
主
体
の
人
称
と
「
む
と
す
」

　
［
１
］
動
作
主
体
の
人
称
と
「
む
と
す
」
の
意
志
の
有
無

　
［
２
］ 

第
三
人
称
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
読
解
─
そ
の
「
む
」

の
多
く
を
意
志
と
認
識
す
る
の
は
共
同
幻
想
か
─

　
［
３
］『
古
事
記
』
訓
読
文
の
「
む
と
す
」
と
補
読
の
「
た
ま
ふ
」
と
か
ら

　
［
４
］
無
意
志
主
体
「（
よ
）
う
と
す
る
」
の
用
例
と
読
解

　

Ⅶ
現
代
人
が
そ
う
読
ん
で
し
ま
う
の
か

　
［
１
］ 

該
当
す
る
単
語
が
特
定
で
き
な
い
の
に
、
可
能
の
意
が
読
み
と

れ
て
し
ま
う
表
現

　
［
２
］
主
体
的
情
意
提
示
の
擬
似
連
用
成
分

　

本
書
の
書
名
に
「
文
構
造
」
と
あ
る
よ
う
に
、
先
生
は
一
貫
し
て
古
典

語
の
文
型
や
構
文
に
関
心
を
寄
せ
て
来
ら
れ
た
。
考
察
は
通
時
的
な
統
語

変
化
に
も
及
び
、
そ
の
研
究
ス
タ
イ
ル
が
よ
く
わ
か
る
も
の
と
し
て
Ⅰ

［
２
］
の
論
文
を
、
ま
ず
紹
介
し
た
い
。
中
古
に
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
」

と
い
う
構
文
の
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　

⑴
か
し
こ
き
も
の
は
乳
母
の
男
こ
そ
あ
れ
。 

〈
枕
草
子
・
三
巻
本
〉

　

こ
の
例
は
「
か
し
こ
き
も
の
」
と
言
え
ば
「
乳
母
の
男
」
が
そ
う
で
あ

る
と
い
う
意
の
文
で
、
文
末
の
「
あ
れ
」
は
「（
か
し
こ
く
）
あ
れ
」
と

い
う
一
種
の
補
助
動
詞
で
あ
る
。
論
文
で
は
こ
れ
を
Ａ
構
文
と
し
、
Ａ
構

文
か
ら
後
出
の
Ｇ
構
文
へ
、
通
時
的
な
変
化
を
詳
細
に
辿
っ
て
い
く
。
Ａ

構
文
は
「
Ｘ主
題

は
Ｙ主
語

こ
そ
あ
れ
」
と
形
式
化
さ
れ
（
構
文
の
表
示
法
は
私
に

一
部
変
更
）、「
Ｘ
は
」
と
い
う
主
題
部
と
、「
Ｙ
こ
そ
あ
れ
」
と
い
う
主

述
の
ま
と
ま
っ
た
述
部
か
ら
な
る
構
造
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
論

題
の
「
題
述
文
」
は
こ
の
よ
う
な
構
造
の
文
を
言
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
例
は
Ａ
構
文
の
主
題
と
主
語
の
順
序
が
転
倒
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
最
初
の
変
移
で
、
Ｄ
構
文
「
Ｙ主
語

こ
そ
Ｘ主
題

は
あ
れ
」

と
形
式
化
さ
れ
る
。

　

⑵
主
殿
司
こ
そ
、
な
ほ
を
か
し
き
も
の
は
あ
れ
。 

〈
枕
草
子
・
同
〉

　

重
要
な
の
は
、
Ａ
構
文
の
「
Ｙ
こ
そ
あ
れ
」
も
Ｄ
構
文
の
「
Ｘ
は
あ
れ
」

も
「
Ｙ
に
こ
そ
あ
れ
」「
Ｘ
に
は
あ
れ
」
と
い
う
名
詞
述
語
（「
に
」
は
繋

辞
）
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
Ａ
構
文
の
「
Ｙ
こ
そ
あ
れ
」
を
「
Ｙ

に
こ
そ
あ
れ
」
の
意
に
解
す
る
説
が
あ
っ
た
が
、
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し

一
方
で
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
か
と
想

像
さ
せ
る
例
が
あ
る
。
Ｄ
構
文
に
続
く
変
移
で
あ
る
。

　

⑶
人
の
心
こ
そ
う
き
物
に
は
あ
れ
。 

〈
源
氏
物
語
・
河
内
本
〉

　

こ
れ
は
Ｅ
構
文
「
Ｙ主
語

こ
そ
Ｘ被
補

に
は
あ
れ
」
と
形
式
化
さ
れ

─
「
被
補
」

は
、
論
文
中
で
補
助
語
「
あ
れ
」
に
対
す
る
「
被
補
助
語
」
と
さ
れ
る
資

格
を
示
す

─
、
明
ら
か
に
名
詞
述
語
文
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
次
の
変
移
で
登
場
す
る
Ｇ
構
文
「
Ｙ主
語

こ
そ
Ｘ被
補

に
て
あ
れ
」
は
、
中
世
の

典
型
的
な
名
詞
述
語
文
の
形
を
し
て
い
る
。
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⑷
宮
大
将
こ
そ
、
い
と
よ
き
人
に
て
あ
れ
。 

〈
無
名
草
子
〉

　

こ
う
し
て
、
題
述
文
「
Ｘ
は
Ｙ
こ
そ
あ
れ
」
か
ら
名
詞
述
語
文
「
Ｙ
こ

そ
Ｘ
に
て
あ
れ
」
へ
の
統
語
変
化
が
辿
ら
れ
る
。
驚
く
べ
き
洞
察
だ
と
思

う
。
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
が
、
こ
の
変
化
の
周
辺
に
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｆ
・
Ｈ
・

Ｉ
と
分
類
さ
れ
る
派
生
的
な
文
が
現
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
微

細
な
差
異
も
先
生
は
見
逃
さ
な
い
。

　

次
に
、
動
詞
「
す
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
Ｖ
か
ら
［
１
］
と
［
２
］
の
論

文
を
取
り
上
げ
よ
う
。
先
生
に
は
文
型
・
構
文
と
並
ん
で
関
心
を
寄
せ
る

研
究
対
象
が
あ
る
。「
補
助
用
言
」
で
あ
る

─
た
だ
し
、
そ
の
射
程
は

通
念
よ
り
広
く
、形
式
用
言
、複
合
動
詞
後
項
な
ど
も
対
象
と
す
る

─
。

と
言
う
よ
り
も
、
補
助
用
言
が
ど
の
よ
う
な
文
型
・
構
文
を
構
成
す
る
か

に
注
視
す
る
の
で
、
二
つ
は
結
局
一
つ
の
所
に
合
流
す
る
。

　

Ⅴ
［
１
］
の
論
文
は
、
古
典
語
の
「
す
」
を
単
独
で
考
え
る
の
で
は
な

く
、
次
の
よ
う
な
「
…
を
…
に
す
」
と
い
う
構
文
の
中
で
捉
え
る
。

　

⑸
ａ
よ
き
君
達
を
婿
に
し
て 

〈
源
氏
物
語
・
手
習
〉

　
　

ｂ
御
前
に
渡
れ
る
廊
を
、
楽
屋
の
さ
ま
に
し
て
、 

〈
同
・
胡
蝶
〉

　
　
ｃ 

人
に
も
の
思
ふ
気
色
を
見
え
ん
を
恥
づ
か
し
き
も
の
に
し
た
ま
ひ

て
、 

〈
同
・
夕
顔
〉

　

こ
れ
も
い
く
つ
か
の
類
型
に
分
か
れ
る
が
、
共
通
し
て
〈
…
を
…
に
位

置
づ
け
る
〉と
い
う
意
味
を
表
す
と
指
摘
し
て
い
る
。例
え
ば
⑸
ａ
は「
あ

る
人
物
を
親
し
い
関
係
と
し
て
位
置
づ
け
る
」、
ｂ
は
「
あ
る
居
室
を
一

定
の
目
的
を
も
つ
居
室
に
位
置
づ
け
る
」、
ｃ
は
「
あ
る
行
為
・
行
動
、

さ
ら
に
行
事
な
ど
を
特
定
の
心
象
を
与
え
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
」

の
よ
う
に
。「
す
」
の
よ
う
に
単
独
で
具
体
的
な
意
味
を
考
え
る
の
が
難

し
い
動
詞
（
論
文
中
で
「
無
概
念
動
詞
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
に
は
、
固

定
し
た
構
文
の
中
で
探
る
方
法
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
学
べ
る
。

　

続
く
Ⅴ
［
２
］
の
論
文
は
、
よ
り
単
純
な
「
…
を
す
」
と
い
う
他
動
詞

構
文
の
中
で
「
す
」
を
捉
え
る
の
だ
が
、
自
動
詞
構
文
「
…
（
ガ
）
す
」

も
取
り
上
げ
、
他
動
詞
構
文
・
自
動
詞
構
文
の
「
…
」
を
「
賓
語
」
と
呼

ん
で
、
ど
の
よ
う
な
賓
語
が
現
れ
る
か
を
観
察
し
て
い
る
。
自
動
詞
構
文

の
賓
語
は
①
名
詞「
音
／
声
」（
例
：
音
す
）、②
自
動
詞
連
用
形
名
詞（
例
：

見
劣
り
す
）、
③
連
体
修
飾
語
＋
「
さ
ま
／
心
地
／
け
は
ひ
」（
例
：
あ
や

し
き
心
地
す
）
の
三
種
で
、
こ
れ
ら
の
「
す
」
は
共
通
し
て
〈
…
が
感
じ

ら
れ
る
〉
意
だ
と
ま
と
め
る
。

　

対
す
る
他
動
詞
構
文
の
賓
語
は
多
彩
で
、
①
連
用
形
名
詞
、
②
非
連
用

形
名
詞
、
③
連
体
修
飾
語
＋
形
式
名
詞
、
④
「
さ
る
／
か
か
る
」
＋
名
詞

が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。

　

⑹
ａ
男
、
宮
仕
へ
し
に
と
て
、 

〈
伊
勢
物
語
：
①
〉

　
　

ｂ
守
の
館
に
て
饗あ

る
じ宴

し
の
の
し
り
て
、 

〈
土
佐
日
記
：
②
〉

　
　
ｃ
男
は
女
に
あ
ふ
こ
と
を
す
。 

〈
竹
取
物
語
：
③
〉



中村幸弘著・碁石雅利編『文構造の観察と読解』─ 25 ─
　
　

ｄ
か
か
る
わ
ざ
を
す
れ
ど
、 

〈
大
和
物
語
：
④
〉

　

次
に
④
に
連
続
し
て
、
⑤
指
示
副
詞
「
か
く
／
さ
」
が
あ
り
、
さ
ら
に

文
脈
上
明
ら
か
な
ら
指
示
副
詞
も
不
要
に
な
っ
て
、
⑥
直
前
の
既
出
名
詞

を
略
す
る
場
合
と
、
⑦
文
脈
か
ら
想
定
さ
れ
る
名
詞
を
略
す
る
場
合
が
あ

る
。
便
宜
的
に
賓
語
の
位
置
に
φ
を
置
い
て
示
す
。

　

⑺
ａ
か
く
な
せ
そ
。 

〈
伊
勢
物
語
：
⑤
〉

　
　

ｂ 

こ
れ
か
れ
あ
は
れ
が
れ
ど
も
、
一
人
も
返
し
せ
ず
、
φ
し
つ
べ
き

人
も
ま
じ
れ
ど
、 

〈
土
佐
日
記
／
⑥
〉

　
　
ｃ 

か
ぐ
や
姫
答
へ
て
い
は
く
、「
…
…
、
死
ぬ
ば
か
り
な
り
」。
翁
い

ら
ふ
る
や
う
、「
φ
な
し
た
ま
ひ
そ
。
…
…
」
と
い
ふ
。

 
〈
竹
取
物
語
：
⑦
〉

　

こ
の
整
理
か
ら
は
重
要
な
帰
結
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑺
ｂ
・
ｃ

の
よ
う
な
例
の
「
す
」
が
何
か
の
動
詞
の
「
代
動
詞
で
あ
る
な
ど
と
い
う

受
け
止
め
方
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」（
４
０
５
頁
）。
単
独
の
「
す
」
も

φ
の
位
置
に
可
能
的
に
賓
語
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

一
連
の
「
す
」
の
考
察
は
、
Ⅴ
［
６
］
の
論
文
で
「
…
と
す
」
と
い
う

構
文
を
扱
い
（
初
出
年
は
右
の
［
１
］
と
［
２
］
の
間
）、
こ
れ
は
さ
ら

に
「
む
と
す
」
を
「〈
…
…
む
〉
と
す
」
と
分
析
す
る
Ⅵ
の
一
連
の
考
察

に
発
展
し
て
い
く
。
古
事
記
歌
謡
の
有
名
な
「
風
吹
か
む
と
す
」
は
「〈
風

吹
か
む
〉
と
す
」
で
、「〈
風
が
吹
く
だ
ろ
う
〉
と
思
わ
れ
る
」（
６
１
７
頁
）

と
読
み
解
く
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
先
生
の
古
典
語
文
法
研
究
は
、
教
育
文
法
研
究
と
深
い
底
で

繋
が
っ
て
い
る
。
構
文
も
補
助
用
言
も
文
法
教
育
で
の
扱
い
が
難
し
く
、

特
別
の
留
意
を
要
す
る
。
先
生
は
高
等
学
校
・
中
学
校
の
国
語
教
育
に
長

く
携
わ
っ
て
来
ら
れ
た
。
中
学
校
検
定
教
科
書
の
編
集
委
員
も
務
め
、
Ⅳ

［
１
］
の
論
文
で
は
各
社
検
定
教
科
書
の
文
の
成
分
の
取
り
扱
い
を
整
理

し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
橋
本
進
吉
の
理
論
を
離
れ
て
工
夫
を
重
ね
る

教
科
書
編
集
者
（
先
生
も
そ
の
お
一
人
）
の
苦
労
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、

そ
れ
を
雑
に
「
学
校
文
法
」
と
一
括
り
に
し
て
実
態
を
顧
み
な
い
一
方
的

な
非
難
が
あ
り
、
先
生
は
そ
の
こ
と
に
憤
っ
て
お
ら
れ
る
。「
否
定
さ
れ

つ
づ
け
る
学
校
文
法
」
と
題
さ
れ
た
Ⅳ
［
２
］
は
、
実
態
を
よ
く
知
る
立

場
か
ら
、
否
定
す
る
側
を
「
も
は
や
、
文
部
省
『
中
等
文
法
』
か
ら
は
遠

く
な
っ
て
、
ま
さ
に
、
虚
像
化
し
て
い
る
学
校
文
法
に
向
け
て
、
一
部
に

し
か
残
っ
て
い
な
い
不
備
や
不
適
切
さ
を
弾
劾
し
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
」

（
３
２
８
頁
）
と
指
弾
す
る
。
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
化
し
た
否
定
の
態
度
が
蔵

す
る
お
そ
ら
く
無
自
覚
の
粗
暴
さ
を
鋭
く
突
く
も
の
だ
と
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
所
収
論
文
は
ほ
ぼ
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
発
表
さ
れ
た
も
の

だ
が
、
Ⅰ
［
１
］
の
一
編
だ
け
一
九
八
四
年
と
古
い
。
こ
の
論
文
は
、
次

例
の
よ
う
に

　

⑻ 

悲
し
き
こ
と
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
人
に
言
ひ
騒
が
れ
は
べ
ら
ん
が



國學院雑誌　第 124 巻第４号（2023年） ─ 26 ─

い
み
じ
き
こ
と
。 

〈
源
氏
物
語
・
夕
顔
〉

と
使
わ
れ
、〈
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
〉〈
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
と

し
て
〉
と
現
代
語
訳
さ
れ
る
「
さ
る
も
の
に
て
」
の
「
さ
る
」
は
何
を
指

す
か
、
と
い
う
問
題
を
「
…
を
ば
さ
る
も
の
に
て
…
」
と
い
う
構
文
の
観

点
か
ら
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
生
の
時
に
私
は
こ
の
論
文
を
読
ん
で

感
銘
を
受
け
た
。
そ
れ
で
、
先
生
が
こ
の
論
文
を
第
一
論
文
集
『
補
助
用

言
の
研
究
』
に
収
め
な
か
っ
た
こ
と
に
不
満
を
覚
え
、
生
意
気
に
も
そ
う

申
し
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
が
（
今
思
え
ば
恐
ろ
し
い
こ
と
を
し
た
も
の

だ
）、
先
生
は
笑
っ
て
聞
き
流
し
て
下
さ
っ
た

─
あ
れ
か
ら
数
十
年
、

今
回
の
論
文
集
の
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
ひ
と
り
喜
ん
だ
。

　

本
書
は
先
生
の
論
文
集
だ
が
、
首
尾
よ
く
こ
の
姿
に
整
っ
た
の
は
、
先

生
の
高
弟
と
申
し
上
げ
て
よ
い
碁
石
雅
利
氏
の
御
尽
力
に
よ
る
。
先
生
と

の
共
著
を
い
く
つ
も
持
つ
氏
が
本
書
の
た
め
に
書
か
れ
た
「
あ
と
が
き
」

は
、
師
弟
の
う
る
わ
し
い
情
に
溢
れ
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
誘
惑
に
駆
ら

れ
る
が
、
他
人
が
立
ち
入
る
の
は
控
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ぜ
ひ
お
読
み
い

た
だ
き
た
い
と
思
う
。
本
書
の
掉
尾
に
置
か
れ
た
、
先
生
の
お
手
に
な
る

「
老
耄
の
日
」
と
題
さ
れ
た
後
記
も
ま
た
美
し
い
も
の
だ
っ
た
。

（
Ａ
５
判
上
製
、
七
一
一
頁
、
新
典
社
、
二
〇
二
二
年
九
月
発
行
、
定
価

二
二
九
〇
〇
円
＋
税
）


