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文法 教育史に おける三 尾砂の 位置づ け

　一基 本文型論と r場」の 理論を中心に一

国 士舘大 学 ・東京 学芸 大学連合 大学院　 山室 　和也

キー
ワ
ー ド ： 基本 文型 論、　 「場」 の 理 論、話 し言葉 、 コ ン テ クス ト、文法教 育史の 連続性

0 ： 三 尾砂の 文法 論に つ い て 〜なぜ 三 尾 砂か〜

　三 尾砂 （1903〜 1989）は 、哲学 ・児童心理 学の 世

界か ら、 日本語 文 法の 世 界に 参入 し、 『話言葉 の

文 法 （言葉遣篇）』 （1942） （の ち に改 訂版 『話 し こ

とば の 文法改訂版』 （1958）と して刊 行） 、 『国語

法文 章論』 （1948）等を 著 し、 ロ
ー

マ 字教 育 に も関

わ っ た 。 しか し、哲 学 ・心 理学出身 とい う点か ら、

三 尾 が 当時 ど の よ うに位置づ け られ て い た か は、

鈴木 重幸の 次の 記 述か ら知 る こ とが で き る （1）。

　　そ れ まで （1948 年 に宮田幸
一

の 『日本語の 輪

　郭』が 出 され る まで ） の 現代語 の 文法研究は 、

　大 学の 国語 国文学科 出身で な い 、国語 学ア カ デ

　 ミズ ム に と っ て は外部の 研 究者た ち 、 佐久 間鼎 、

　三 尾砂 らに よ っ てすす め られ て きた。

鈴木 は 、三 尾 を 「外部 の 研究者」 と呼び 、文 法研

究にお い て は 、
い わ ゆる主流 で は な か っ た と して

い る 。 しか し、同時 に、戦後ま も な くの 文法研究

が そ の 「外部 の 」研 究者 たち によ っ て 進 め られて

い た こ と も これ に よ っ て わか る。そ し て 、三 尾 の

文法研 究が与 えた影 響 は決 し て 小 さ い もの で は な

い こ とが、次 の 記述 か ら も うか が える （2）。

　　 三 尾砂 の 文法 は 、文章論 （構 文論）の 基本的

　 な問題 に 関す る研 究 が 中心 で あ り 、 三 尾文法 と

　 し て 体系化 され て い な い こ ともあ っ て 比 較的 目

　立 た ない 存在 で あ っ た 。 しか し、そ の こ とは 三

　尾 砂 の 文 法 の 価値 を決 して 低 め る もの で は な

　 い 。三 尾 の 功績は 、 そ れ まで の 文法 が取 り上 げ

　なか っ た 部分 と積極 的 に取 り組 み 、新 しい 観点

　 に 立 っ 文 法 を開拓 した とい う点 に ある か らで あ

　 る。それ が伝 統的な 国文 法 とは お の ず か ら異 な

　 るも の とな っ た と い うこ と も 目立 た な か っ た
一

　 つ の 原因 と して 考え られ よ う。

こ こ に述べ られ て い る よ うな、　 「新 しい 観 点 に立

つ 文 法 」 と い う点 に 関 し て 整理 して み る と、お お

よ そ 次 の よ うに ま とめ る こ とがで きる。

  「は 」 と 「が」 を 中心 と して 、主語 ・主 題 の 問

題 に取 り組 ん だ こ と。特 に現象文 ・判断文 等。

  「場」 の 理論 をも とに 、 独 自 の 文 の 分類に取 り

組 んだ こ と。 話 し言葉 の コ ン テ ク ス ト等 。

  文 の 切れ続 きに関わ る 「叙 述」 と 「陳述」 の 問

題 に取 り組 んだ こ と。

　以 上 三 っ の 問題 に っ い て 、簡 単 に文法研究 の 位

置づ け と して概観 して お くと、  の 点は 、まず は

永野 賢 の 文法論的文章 論 へ と引き継 がれ 発展 して

い く。ま た、先の 鈴 木の 指摘 の 通 り、松 下大三 郎、

佐久閲鼎か ら三 上章 ら へ と研究成果 を っ な い だ と

も言 わ れて い る 。

　 これ は、  に つ い て も言 え る。特に 心理 学出身

の 佐 久 間鼎の 文 法論 とは共通す る部 分も多 く、そ

の 後文章論 を経 て 、 談話研究 、 テ キス ト研 究等 、

コ ン テ ク ス トの 問 題 が 注 目 され る よ うに な る

1990 年代 ごろ か ら、三尾 の 文法論が 再評価 され る

よ うに な っ て きた 。

　 また 、  に つ い て は 、 山田孝雄の 陳述論を批判

し、　 「叙述 」 と 「陳述」 に分 けた こ とが、後 の 文

法論 に 大きな影 響を与 え た と い うこ と で あ る（3）。

さら に 、 従属度 の 高 さの 問題 の 研 究か ら 、 三 上 の

単式 ・軟式 ・硬式 と い う考 え方 に つ なが り、やが

て 南不 二 男 の 複文 研 究 へ とつ なが っ て い っ た。

　 以 上の よ うに 、三 尾砂 の 文 法論は 、 伝統 文法 と

は 流れ を異に して い た もの の 、そ れ らと も関わ り

を部分的 に は持 ちな が ら、後 世 の 文法研 究に大 き

な影 響 を与 えて い る こ とが明 らか とな っ た 。

　 それ で は 、三尾 砂 は国語 教育 、特に 文法教育 と

は ど の よ うな関わ りが あっ た の で あろ うか。 こ の

点 は 、これ まで の研 究 の 中で もほ とん ど触れ られ

て こ なか っ た問題で あ る。 しか し、実際に は 、 三

尾 自身 が 心 理 学それ も児童心 理 学を専攻 し て い た

こ ともあ り、 そ の 著述 の 中で 、 教育に 関 して の 言

及 は かな り見 るこ とがで きる の で ある 。

1 ： 本発表の 目的お よび方法

　そ こ で 、 本研 究で は 、三 尾 砂 の 研究 成果 を国語

教育にお け る文 法教育史 の 中で位 置づ けて い きた
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い
。 そ の こ とが 、 文法研 究史にお け る評価 と の 関

わ りの 中で 、文法教 育 に も有効 な成果 を見い だせ

るこ とにな ると思 わ れ る か らで あ る 。

　 した が っ て 、本発 表で は 三 尾 砂 の 文 法教育に 関

わ る論述 を振 り返 り、そ の 成 果 を見出 し、文法教

育史 の 中に位 置づ けて い くこ とが 目的とな る。そ

の た め に 、彼 の 著述 を 中心 に 、 そ こに み られ る理

論 を整理 し考察する 。 特 に 、 本発表 に お い て は 、

文法研 究 の 中で も近 年改 め て 注 目され て きて い る

「揚」 の 理 論 と 、 基本文 型論 を 中心 に 見て い くこ

と とする 。 併せ て 、 話 し言葉の 文法 に 対す る 三 尾

の 指摘 も見 て い きた い 。

2 ： 三 尾砂 の 「場」 の 理論

　ま ず 、こ こ で は 三 尾 砂 の 「場」 の 理 論 に つ い て

見て い く。 三 尾 は 、これ ま で の 文 法研究で 行われ

て きた 文 の 種類に つ い て 、 文の 構 造上の 種類 （い

わ ゆる単文 ・重文 ・複文 ）と文 の 性質上 の 種類 （平

叙文 ・疑 問文 ・命令文 ・感動 文 ） の 二 っ の 方法が

あ る こ とを確認 して い る 。 しか し三尾 は 、文 の 種

類 をこれ らとは異 な っ た観点一話 の 「場」 とい う

観 点
一

か ら と らえ て い っ た。 こ の 点 に つ い て 、三

尾 は次の よ うに 述 べ て い る （4）。

　 ・文 の 場 に つ い て も同 じこ とが あて は ま る。

　　あ る し ゅ ん か ん にお い て 、文 に なん らか の 影

　 響 を あた える条件 の 総体 を、そ の し ゅ ん か ん の

　 文 の 場 とい う。

　 （中略）す なわ ち文 の 具 体的な、あ るが ま まの 在

　 り方 は 、 場 の 中に ある と ともに 、 場に よ っ て 完

　 全 に影響 されて あ る もの で あ る。場 の 「中に 」 、

　 場 に 「依 っ て 」 、在 る もの で あ る。場 に規 定 さ

　れ て 在 る の で あ るか ら、場 をは なれて は現実に

　 は存在 しない わ け で あ る。だ か ら、生 きた雑 多

　 な文 の 在 り方 を 見 きわ め るに は、そ うい う文が

　そ の 中に 在る場 の 構造を 明 らか にす れ ば よ い わ

　 けで あ る。

　 こ の よ うに し て 、場 と文 と の 相 関原理 を適 用 し 、

次の 四 つ を 「場 と文 の 相関 の 類型 」 と して提 示 し

て い る。

  場 の 文……………現象文 （例 ・雨が 降っ て い る）

  場 を含む 文
・……・・

判 断文 （例 ・それ は梅 だ ）

  揚を志向する文 …
未展開文 （例 ・あ ！雨だ ！）

  場 と相補 う文 ……分節文 （例 ・梅 だ）

　 こ の 文 の 分類に 強い 影響を受 けた者 の 中に永 野

賢が い た わ けだ が、永野 は 、これ らの 分類 に つ い

て 次 の よ うに高 く評価 し て い る （5）。

　
・・三 尾氏 の 分類 が 、心 理学的立場 に 立 っ もの で

　あ っ て 、 表現 主体 の 意識 や場面 との 関連性 を重

　視 して い る 点で 、 こ れ ま で の 学説 の 中で は最 も

　評価す べ き もの で あ り、参考 とす べ き 点が 多い

　 とい う認識 に もとつ い て の こ とで ある 。

　そ し て
、

こ の 「場 」 に つ い て 考 える 土台 とな っ

て い る もの と して 、 「話 手」 に よ る 「言」 の 「結

構」 と い うもの と 「文脈 」 との 関係 に っ い て も考

察を行 っ て お り 、　 「文脈 と結構 とは、同 じもの を

外 と内 とか ら見 た もの とい え」 る と し、外 の 形 を

持っ 「結構 」 と、そ の 「結構」 の 内か らの 自覚 と

して の 「文脈」 とを 区別 し、前者 は文法学 の 対象

とな る が 、後者 はそ の 対 象に は な らな い と した。

3 ：基本文型論〜文 法教育 へ の言 及〜

　次に 、基本文 型論 に つ い て 見て い く。三 尾 は 、

基本文型 の 指導 の 必 要性 に つ い て 、 次の よ うに 述

べ て い る （6）。

　　基 本文 型 の 指導 は、作 文、読解指 導に 科学性

　を与 え る最高 の も の で あ る。た だ これ ま で は 、

　基本文型の 研 究そ の もの がで き上が っ て い ない

　た めに 、 そ の有用 性が よ く理解 され なか っ た の

　で ある 。 （中略）け い こ ご とや技術 などに は基本

　型 の 学習が と り入 れ られて い る の に、国語学 習

　 に は 、 これ ま で そ うい う科学的 方法が欠 け て い

　た。それ は不 思議 な く らい で あ る。 こ れ か らの

　国語 教育で は 、 当然基 本文 型 が 大 き くと りあげ

　られ なけれ ば な らない 。また実際そ うな る で あ

　 ろ う。

そ し て 、三尾 の 基本文型 の 考え 方 は、二 っ の 特徴

を持 っ て い る。 まず は 、　厂基本 文 型 と派生 文型 」

とい う考え方 で あ る。 こ の 点は 、 『話 し言葉 の 文

型 （2）』に お い て 次の よ うに整理 され て い る （7）。

　 「そ れ ぞれ の 思考の 型 に従 っ て それ ぞれ の 表現

　の 型 を と る と い うこ とが い え る で あろ う。そ の

　表現 の 型 が基 本文型で ある 。 」 とし 、 そ の基本

　文型 が 、文脈 に応 じて 変容 され 、派生文型 がで

　きる 、 とす る。す なわ ち、 1 つ の 型 の 思 考 に 属

　す る もの の うち 、典型 的 な文型 が基本文型 で あ

　 り、それ の 変容 した もの が派 生文型 で ある。た

　と えば、基本 文型 「……に は・・…・が ある」 派 生

　文型 厂……
に は ……が 多 い 」　 「……に ・…・・が あ
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　る」文 型は基本文 型 と派生文 型 と の 総称で ある。

　そ して 、今回特 に 注 目 したい の は 、単に
一

つ ひ

とつ の 文の 型 を とらえ て い くの で は な く、い くつ

か の 文 の 連な りを視 野 に入 れ た 「基本連 文型」 と

い うもの を構想 し て い た点で ある 。 その こ とに つ

い て 、三 尾 自身 は次の よ うに述 べ て い る （8）。

　一
つ の 文 の 基本型 だ けで は な く、連文 の 基本型 、

　文 の 部分にお け る基本型 、 さらには段 落の 基本

　型 （起 承転結 もその
一

種 ） にま で も及 ばなけれ

　ばな らない
。 段 落で も文 で も語句 で も、それぞ

　れ 、文脈の 中に あっ て前 後の 関係 で 相 互 に支配

　 され調 節 され るもの だ か らで あ る 。 特 に これ ま

　で 気 づ か れ なか っ た 連文 の 基本型 （基本連文型

　 と呼ぶ こ とにす る） に は 留意す る必 要が あるだ

　 ろ う。

そ の 具 体 的 な中身 と し て は 、例 え ば、 「A は B だ。

C だ。D だ。」 は 1 つ の 連文型 で 、　 rC だ 。 」 rD

だ。」を主語 の 略 され た文 と しない とい うよ うに、

一
つ ひ とつ の 文 だ けを見 て い て は解決 され な い 問

題 に つ い て 対応 して い る 。
こ の 他 に 「……

は
……。

……は ……。」 とい う対比 、 　 「……
。 だか ら……

の だ 。」 と い う 「前提文 。　　 帰結文 。 」 、　 「…

・・
。 そ れ は

……か らだ
。 」 と い う 「前提 文 。

理 由文 。 」 の 連 文型等 も挙 げられ て い る 。

　ただ 、残念な こ とに 、基本文 型並 びに基本連 文

型の 理 論は未完成で 、 示 され た もの か ら、そ の 全

体構 想 を うか が うだ けに と どま っ て し ま っ て い

る。 しか し、国語教育に おい て こ れ らの 文型論の

考え方は も っ と注 目 して よい はず で あ る 。 それ は

三 尾 自身が
、 文法教育 に お ける基本文 型 の 有効性

に つ い て 次の よ うに述 べ て い る か らで あ る （9）。

　　 こ れま で の 文法教 育 の よ うに、た だ 知識 と し

　て 覚 えて お くだけで は何 もな らない
。

つ ね に作

　文 ・読解 の ときに 、頭を去 らず に働 くの で な け

　れ ばな ら な い 。 （中略）も し基本 文型 に習熟 し て

　い れ ば 、 そ れ を手が か りに し て 容 易 に しか も正

　 し く訂正 が で き る こ とに な る。 もちろん 、ま ち

　 が っ た 文 を読む と きだけ に基本 文型 の 学習 が役

　 立っ の で ない こ とはい うま で もな い 。 基本文型

　 の 最 もす ぐれ た 点は、主語 ・修飾語 ・述語 とか 、

　文 節 と文節 との 関係 とか とい っ た よ うなめ ん ど

　 うな文法知識 を 用 い る こ とな しに 、
い っ

ぺ ん に

　 その 文 の ワ ク組み をつ か み とる こ とが で き る こ

　 とで ある。単に外形 と して の ワ ク組みだ けで は

　な く、意味 の ワ ク組 み をも つ か め る こ とで あ る 。

こ こ に見 られ る、　 「ワ ク組 み 」 と して の 基本文型

・基 本連文型 は 、今後 の 文法教育に お い て さらに

研 究 を進 め て い くべ き領域 で あ る 。

4 ： 話 し書葉の 文法に つ い て

　次 に 、「場」の 理 論、基本 文型 の 考 え方 の 基礎に

位置づ け られ るもの と し て 、三 尾 の 話 し言葉 に関

わ る考え方に つ い て 、 簡単に見 て お きた い
。

　 まず 、三尾 が話 し言葉 に着 目す る背景 と し て 、

戦前 ・戦 中 は話 し言葉 が あま り研 究の 対 象 とされ

て こ なか っ た こ とを指摘す る 。 そ して 、戦後 「話

す」 と い うこ とが重視 され る よ うに な っ て 、 話 し

言葉 が一般 に注 目 され る よ うに な っ て きた こ とも

挙 げて い る。そ の 上 で 、話 し言葉 をい か に して文

法 的に 処理 し て い くか に 腐心 を し て い る 。 そ の 点

に っ い て 、三尾 自身 は 次の よ うに述 べ て い る （10）。

　 　 話 し こ とば を文 法的 に処 理す る とい うこ と

　 は 、 書き こ とば を主 に した既 成 の 口語 文法の 整

　 理箱 に、話 し こ とばを ど うに か して しま い こ む

　 こ とで は決 して あ りませ ん 。 話 し こ とば に は話

　 し こ とばに特 有の 諸現象 もあ ります の で 、 既成

　 の 口 語 文 法 の 整理 箱だ け で は お さま りき らない

　 の で あ ります 。 （中略）既成の 口語 文法の 処 理法

　 をい っ たん 離れて 、直接 に話 し こ とば とい う全

　 体対象に ぶ つ か っ て い くべ き もの で す。

そ こ で 三尾 は 、話 し言 葉 の 文法 の 対象 を 「音声論」、

「単語論 」 、　 「文章 論」　 （こ れ を さらに構文論 と

文体論 に 分ける） の 各論 に分 けて い る。そ して 、

話 し言 葉 の 分析 の 視 点 とし て 「こ とばつ か い 」 を

取 り上 げ、こ れ も 「語い 」　 （普 通語、敬譲語 ） と

「文体」　 （だ 体 、 で す体 、 ご ざい ます 体） とに分

けて い る 。 ま た 、 話 し言葉に お ける 「こ とばつ か

い 」 は 、文体論 の
一

部 と単語論 の
一

部が そ の 中に

含 まれ る として い る。

　 こ の よ うに 、書き言葉 に お ける 口語 文法の 「ワ

ク組 み 」 も参照 しな が ら、 「こ とばつ か い 」 とい

う観 点か ら、文 体や語彙 の 選 択が 「場 」 の 影響を

受 ける こ とを 指摘 した の で あ る 。 こ れ は、 2 で 見

た 「場」 の 理論 に も関連 し て い る こ とが わ か る 。

5 ： 文法教 育史 に おけ る三 尾砂の 研究成果

　以上 の 考察をふ ま え、文 法教育史上 注 目す べ き

三 尾砂 の 研 究成果をま とめ る と、次の よ うに なる。
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  話 し言葉 を文法研 究や 文 法教育の 対象 と して 考

察 した こ と 。

  言葉 を発 す る 「場」 の 問題 と文 との 関係 を考察

した こ と。

  基本文型 お よび 基本 連文型 の ワ ク組み を構想 し

た こ と 。

　 4 で 見 た よ うに 、そ れ ま で話 し言葉に つ い て 注

目 され て い なか っ た こ とが 、
三 尾の 研究 に よ っ て

光 を当て られ る こ と に な っ た。話 し言葉を 対象 と

す る とい うと こ ろか ら、 「文型 」 と い う発想 も生

まれ て きた し、そ の 言葉の 発せ られ る 「場 」 が問

題 とされ て き た の で ある。 こ の こ とは 、文法教育

に も重要 な課題 を つ きつ けた の で あ る。

　 しか し、三 尾 の 話 し言葉の 研 究の 後、国立国語

研 究所 の 『話 し言 葉 の 文型 （1）』及 び 『同 （2）』 な

どが 出 され て は い る が 、こ れ を 引き継 ぐ研 究は し

ば らくの 間ほ とん どな され なか っ た 。 そ して 1990

年代以降、主 に 日本語 教育 の 分腎で 、談話 ・コ ン

テ ク ス トとい う観点 か ら、こ の 三 尾 の 「場」 の 理

論 は再評価 され て い る 。 国語 教育に お い て も文法

と い う狭い 観点 で は な く 、
「こ とばつ か い 」 とい

う広い 観 点か ら、 再評 価 をす る必要が ある だろ う．

　ま た 、こ の 「場 」 の 理 論 は 、文の 分類や 「は 」

と 「が 」 だ け の 問題 で は な く、 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

ン の 「場 」 として の 文 の 働 きを考 えて い く上 で も

大変示唆 に富む もの で あ る。 日本語 の 文 は、　 「主

語 と述語 か らで きて い る 」 とい う基本的な文法教

育の 認識 を とらえ直す の に も有効で あ り 、 現実の

言語 表現 を とらえる上 で も大切 な姿勢で ある。

　ま た 、  に挙げた 文 型論 は 、未完成で は あ る も

の の
、
1950 年代 に文法 ブ ーム の 中で議論 され たテ

ーマ の
一

つ で あ る基本 文型 の 考 え方 の 中で 、 よ り

実際的な基本文 型 を志 向 して い た こ とが わ か る 。

そ し て それ は表現 文法 に結 び つ くもの で もあ っ た

とい え る 。 三 尾 の 示 した 「ワ ク組み 」 を基 に、さ

らに 基本文 型 ・基本連 文型 の 構築を 改めて 進 め る

こ とで 、三尾 の 目指 した 「科 学的」 な文 法教 育 を

実現す る こ とが で き る の で はな い だ ろ うか。

6 ： 残 され た今後の課題

　三 尾砂 の 文法教 育史にお ける研究成果 は、 5 で

ま とめた よ うな位 置づ けをす る こ とが で きるが 、

今回 の 発表で 触れ る こ とが で き なか っ た 問題 が い

くっ か あ る。 それ は 、残 され た課題 と して 今後取

り組 ん で い か な けれ ば な らない 。

　
一

っ 目は 、
三 尾砂が 関わ っ た教科書に関 して の

研 究で ある。三尾 は 、戦後小 ・中学校国語教科書

の 編集に
一

時期関わ っ て い た （教育出版 S27 〜 S

36） 。 そ こ に お い て 、三 尾 の 考 えが どれ だけ反 映

されて い る か を分析す る必 要が あ るだ ろ う。

　 二 つ 目と して 、三 尾 の も う
一

つ の ライ フ ワ
ー

ク

で もあ っ た ロ・V一マ 字教育に お ける研 究の 分析 で あ

る 。
ロ ーマ 字で 表 記す る こ とに よ っ て 、 音声 との

問題 を ど うと ら え て い た か を考 え るこ ともで きる

だ ろ う。 また、分か ち書 きに よ っ て 現れ る三 尾の

単語観 の 検討 も必 要で ある （11）。

　最後 に 三 つ 目とし て 、 戦 前か ら戦後へ の 文法教

育の 連続性 と い う観点か らの 研 究 で ある 。 三尾 の

研究成果は 、 戦前 ・戦中 、 戦後 の 文 法教育 の 歴史

を つ な ぐ役 割 を果た し て い る とも い え る。 戦前 と、

戦後の 教育 と の 間 に断絶 を認 め る 部 分 もあ ろ う

が 、共 通 して 流れ る もの も当然あ り、そ こ か ら文

法教 育史 を戦前 か ら戦後へ と連続性 の ある もの と

し て と ら えて い く方 向性 が 見 え て くるはず で あ

る 。 そ の 意味で も、こ の 三 尾砂 の 位 置 づ けは 非常

に重要 で ある と言 え る 。

注

（1）宮 田幸
一

（2009 ：復 刊）『日本語 文法 の 輪郭』鈴

木重 幸 「解題」、 くろ しお 出版 、 pp．207−208

（2）須賀
一

好 （1981） 「三 尾砂 の 文 法」 『月刊 言語 』

10− 1、大修館、p．65

（3）『日本文 法事典』有精堂 1981、p．80

（4）三 尾砂 （1948）『国語 法 文 章論』 （『三 尾砂 著作

集 1』 2003、くろ しお 出版所収）pp ．38 −39

（5）永野 賢（1986）『文 章論 総説 』朝 倉書店 、 p．141

（6）三 尾砂 （1961）　「基本 文型 （
一

）」 『実践 国語教

育 』22−245 （同 注 （4）所収 pp ．155 −156 ）

（7）国立 国語研 究所 （1964）『話 し言 葉 の 文型 （2）』、
「参考 ・こ れ まで の 文型研 究」 （大石初太郎 ・南不

二 男執 筆）秀英出版、pp．261−262

（8）同注 （6）p．156

（9）同注 （6）pp．157−159

（10）三 尾砂 （1958）『話 し言葉の 文 法改訂版』（『三

尾砂 著作集 H 』2003、 くろ しお 出版所収）p．2

（1D こ の 点 は 、既 に 文法研究 の 中 で は指摘 され て

お り、宮 田幸一や 三 上章 らの 研 究 か ら鈴木重 幸 ら

の 形態 論 へ と引き継 が れ て い る 。

一65一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


