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紹
　
介

山

口
尭
二
著

『構
文
史
論
考
』

衣
　
畑
　
智
　
秀

氏
は
こ
れ
ま
で
、
接
続
法
や
疑
間
表
現
に
関
す
る
著
作
を
執
筆
さ
れ
た
が
、

本
書
は
、
平
成
二
年
か
ら
平
成
十
年
の
間
に
発
表
さ
れ
た

「助
詞
と
構
文
」
に

関
連
す
る
も
の
を
集
め
て
い
る
の
で
、
扱
う
現
象
は
前
著
に
比
べ
多
岐
に
亘
る
。

古
代
語
を
中
心
と
す
る
論
考
と
し
て
、
「
の
」
「が
し、
修
飾
、
「
て
」
連
用
句
、

準
体
句
を
第

一
章
か
ら
第
四
章
で
扱
い
、
通
史
的
視
点
に
立
っ
て
、
準
体
句
、

疑
問
助
詞

「や
ら
ん
」、
非
疑
問
形
反
語
形
式
、
係
り
結
び
、
「あ
り
」、
副
助
詞

「し
か
」
を
第
五
章
か
ら
第
十
章
で
扱
っ
て
い
る
。
本
紹
介
で
は
、
紙
幅
の
関

係
上
そ
れ
ら
全
て
に
言
及
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
前
半
部
の
古
代
語
の

共
時
的
研
究
か
ら
第
二
章

「古
代
語
の
修
飾
法
」、
後
半
部
の
通
史
的
研
究
か
ら

第
八
章

「係
り
結
び
体
制
末
期
の
新
旧
連
立
方
式
」
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

第
二
章
で
は
、
「馬
に
乗
り
て
弓
も
た
る
末
」
の
よ
う
な
修
飾
関
係
を
取
り
上

げ
て
い
る
。
こ
の
被
修
飾
語

「末
」
は

「弓
の
末
」
で
あ
り
、
「持
っ
て
い
る
弓

の
末
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
連
体
の
修
飾
語

∩
弓
の
し
と
被
修
飾
語

∩
末
し

は
通
常
隣
接
す
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
修
飾
語
が
節
の
内
部
に
目
的
語
と
し

て
入
り
込
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
旬
の
構
成
は
、
準
体
法
や
連
用
法
に
も
存

在
す
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
準
体
法

「犬
を
流
さ
せ
給
ひ
け
る
が
帰
り
参
り
た

る
」
は

「流
さ
れ
た
犬
が
帰
り
」
と
、
連
用
法

「声
い
と
な
つ
か
し
く
て
葦
垣

う
た
ふ
」
は

「な
つ
か
し
い
声
で
歌
う
」
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
準
体

法
は
い
わ
ゆ
る
主
部
内
在
関
係
節

（主
部

「犬
」
が
節
の
中
に
入
っ
て
い
る
）

で
あ
り
、
そ
の
特
異
性
は
早
く
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
連
体
法
、

連
用
法
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
は
卓
見
で
あ
る
。
氏
は
こ
れ
ら
を
、
古
代

語
に
お
け
る
修
飾
句
構
成
の
自
由
さ
と
結
論
付
け
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
私
見

で
は
氏
の
指
摘
は
、
古
代
語
に
限
ら
ず
広
く
言
語
学
的
に
も
重
要
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
主
部
内
在
関
係
節
は
、
θ
統
率
さ
れ
る
位
置
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
説
が
あ
る
が
、
氏
の
挙
げ
ら
れ
る
連
体
法
の
例
を
見
る
と
、
全
て
θ
統

率
す
る
名
詞
へ
の
連
体

（「弓
の
末
」
は
分
離
不
可
能
所
有
）
で
あ
り
、
古
代
語

の
実
例
が
こ
の
仮
説
を
間
接
的
に
補
強
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
な
の
で
あ
る
。

第
八
章
は
、院
政
期
頃
か
ら
目
立
つ
「連
体
形
十
に
こ
そ
あ
な
れ
「
連
体
形
十

（に
）
や
ら
ん
」
の
よ
う
な
、
係
助
詞
が

「な
り

（に
あ
り
ご

と
い
う
助
動
詞

に
介
入
し
た
形
、
室
町
時
代
の
副
助
詞

「ば
し
」
な
ど
を
、
「古
い
係
り
結
び
体

制
」
と

「論
理
関
係
を
重
視
す
る
、
近
代
語
の
新
し
い
構
文
体
制
」
の
両
者
の

特
徴
を
取
り
入
れ
た
表
現
と
位
置
付
け
て
い
る
。
禁
止
や
疑
間
が
終
助
詞
だ
け

で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
文
中
用
法
が
な
し
て
い
た

焦
点
を
示
す
役
割
を
副
助
詞

「ば
し
」
が
一
時
的
に
担
い
、
言
語
の
変
化
を
助

け
た
と
い
う
見
方
は
興
味
深
い
。
た
だ
、
情
意
を
表
す
係
り
結
び
と

「論
理
関

係
」
と
は
機
能
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
「取
っ
て
替
わ
る
」
と
は
い
っ
て
も
、

単
純
な
交
替
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「は
」
「も
」
に
つ
い
て
も
問
題
が
残
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
我
々
に
と
っ

て
も
、
今
後
研
究
の
課
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

日
本
語
は
文
献
的
に
千
三
百
年
を
遡
る
こ
と
が
で
き
、
か
な
り
の
言
語
量
が

あ
る
。
本
書
は
そ
の
中
か
ら
、
古
代
語
に
実
在
す
る
興
味
深
い
現
象
を
、
観
念

的
に
な
ら
ず
的
確
に
指
摘
し
て
く
れ
る
。
そ
の
点
で
、
本
書
は
い
わ
ば
、
「日
本

語
」
と
い
う
海
を
渡
る
羅
針
盤
の
よ
う
な
働
き
も
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う

（そ
の

意
味
で

「多
岐
に
亘
る
」
性
格
は
望
ま
し
い
）。
こ
の
道
四
十
五
年
、
大
ベ
テ
ラ

ン
の
好
著
で
あ
る
。
（和
泉
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
刊
、
一
〓
一四
頁
、
八
〇
〇

〇
円
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―
―


