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紹

介
高
山
善
行

。
青
木
博
史
編

『
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
日
本
語
文
法
史
』

山石
　
田
　
美
　
穂

本
書
は
、
高
山

・
青
木
両
氏
が
編
者
と
な
り
、
他
に
小
柳
智

一
氏
、
近
藤

要
司
氏
、
西
田
隆
政
氏
、
福
田
嘉

一
郎
氏
、
吉
井
健
氏
、
米
田
達
郎
氏
を
執

筆
者
に
迎
え
、
日
本
語
文
法
史
の
要
点
を
テ
ー
マ
別
に
解
説
し
た
も
の
で
あ

′つ
。各

章

で
扱
わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
は
、
ま
ず
、
文
法
の
基
礎
と
な
る
、
「文

の
構
造

・
タ
イ
プ
」
、
「活
用
」
、
「格
」
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
文
法
史

研
究
に
お
い
て
と
り
わ
け
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

「
ヴ
ォ

イ

ス
」
、
フ
ア
ン
ス

・
ア
ス
ペ
ク
ト
」
、
「
モ
ダ
リ
テ
ィ
」
、
「
と
り
た
て
」
と

い
っ
た
テ
ー
マ
が
続
く
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
係
り
結
び
」
や

「準
体
句
」

「待
遇
表
現
」
と
い
っ
た
伝
統
的
な
国
語
学
の
時
代
か
ら
研
究
が
積
み
重
ね

ら
れ
て
き
た
定
番
の
テ
ー
マ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研
究
が
進
ん
で
い
な

い

「談
話

・
テ
ク
ス
ト
」
「文
法
史
と
方
言
」
と
い
っ
た
幅
広
い
観
点
か
ら

古
典
語
を
捉
え
た
テ
ー
マ
ま
で
も
揃
う
。
本
書

一
冊
で
も

っ
て
、
現
在
文
法

史
研
究
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
ほ
ぼ
す
べ
て
の
テ
ー
マ
を
網
羅
的
に
学
ぶ
こ
と

が
出
来
る
と
言
え
る
。

「
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
」
と
冠
し
て
い
る
通
り
、
初
学
者
、
及
び
文
学
や
日
本

語
教
育
な
ど
の
専
門
外
の
人
に
と

っ
て
有
用
で
あ
る
よ
う
に
と
の
配
慮
が
随

所
に
見
ら
れ
る
。
用
語
を
丁
寧
に
説
明
し
、
現
代
語
訳
の
付
さ
れ
た
用
例
の

分
類

・
分
析
が
行
わ
れ
た
上
で
史
的
変
遷
の
ポ
イ
ン
ト
が
ま
と
め
ら
れ
る
な

ど
、
読
み
な
が
ら
理
解
し
や
す
い
構
成
に
な

っ
て
い
る
。

本
書
の
大
き
な
特
徴
の

一
つ
に

「
研
究
テ
ー
マ
」
と
し
て
今
後
の
研
究
に

お
け
る
課
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
章

で
は
、
「
ベ
シ
」
の
意
味
が
英
語
の
法
助
動
詞
の
区
別
と
類
似
す
る
点
が
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
単
な
る
対
照
研
究
の
材
料
と
し
て

だ
け
で
は
な
く
モ
ダ
リ
テ
ィ
そ
の
も
の
の
根
底
に
あ
る

一
般
性
を
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
準
体
句
の
章

で
は
、
単
な
る
準
体
句
の
解
説
だ
け
で
な
く
関
連
す
る
文
法
現
象
と
し
て
節

と
節
と
の
構
造
変
化
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
敬
語
史
に
お

い
て
は
、　
一
般
的
に
絶
対
敬
語
か
ら
相
対
敬
語

へ
変
化
し
た
と
さ
れ
る
が
、

中
古
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
制
約
な
ど
か
ら
相
対
敬
語
の
要
素
の
可
能
性
も
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
テ
ー
マ
に
お
け
る
問
題
提
起
は
文
法
史
を
専

門
と
す
る
人
間
に
と

っ
て
も
読
み
応
え
が
あ
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の

「
研
究

テ
ー
マ
」
と
合
わ
せ
、
巻
末
に
は

「資
料
解
説
」
「文
献
ガ
イ
ド
」
だ
け
で

な
く
、
「
用
例
収
集
法
」
ま
で
も
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
こ
れ
か

ら
研
究
を
始
め
よ
う
と
す
る
学
部
生
や
院
生
が
、
文
法
史
に
興
味
を
持
ち
ス

ム
ー
ズ
に
研
究
に
入

っ
て
い
け
る
よ
う
に
、
と
い
う
配
慮
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

ま
で
初
学
者
の
視
点
に
立
ち
文
法
史
の
研
究
方
法
を
丁
寧
に
導
く
概
説
書
は

他
に
そ
う
多
く
は
な
い
。
単
な
る

「
一
般
向
け
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
若

手
研
究
者
の
育
成
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
編
集
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

ま
た
、
本
書
は
、　
一
貫
し
て
現
代
語
と
の
関
連
を
重
視
す
る
姿
勢
が
と
ら

れ
て
い
る
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
近
年
の
古
典
語
に
お
け
る
多
く
の
研
究
は
、

現
代
語
研
究
の
深
化
及
び
そ
の
実
績
と
と
も
に
発
展
し
て
き
た
背
景
が
あ
る



か
ら
だ
。
特
に
テ
ン
ス

・
ア
ス
ペ
ク
ト
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
、
と
り
た
て
な
ど
の

テ
ー
マ
は
そ
の
傾
向
が
著
し
い
。
た
し
か
に
古
典
語
研
究
は
現
在
、
現
代
語

研
究
ひ
い
て
は
言
語
学
全
体
に
対
し
て
の
貢
献
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

点
で
、
共
通
性
や

一
般
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
非
常
に
重
要
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら

一
方
で
、
根
本
的
に
文
法
体
系
の
異
な
る
古
典
語
に
対

し
て
、
現
代
語
研
究
に
お
け
る
枠
組
み
を
安
易
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
、
古

典
語
の
本
質
そ
の
も
の
を
歪
め
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。

ア
ス
ペ
ク
ト
と
い
わ
れ
る
助
動
詞

「
ぬ
」
「
つ
」
は
、　
一
概
に
は
変
化
相
と

は
言
え
な
い

一
面
が
あ
り
、
同
じ
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
助
動
詞
で
あ
る
古
典
語
の

「
む
」
と
現
代
語
の

「
だ
ろ
う
」
は
文
中
で
の
生
起
位
置
が
異
な
り
そ
も
そ

も
の
性
質
が
違
う
、
な
ど
、
そ
の
よ
う
な
差
異
に
対
し
て
の
コ
メ
ン
ト
も
あ

る
も
の
の
、
枠
組
み
あ
り
き
に
な
ら
な
い
注
意
喚
起
が
も
う
少
し
必
要
だ

っ

た
よ
う
に
も
思
う
。

文
法
史
研
究
の
面
白
さ

。
奥
の
深
さ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
精
緻
な
試
み
、

現
代
語

。
方
言

・
他
言
語

。
文
学
に
至
る
ま
で
様
々
な
分
野
と
の
橋
渡
し
を

目
指
す
幅
広
い
視
野
。
本
書
は
、
単
な
る
概
説
書
の
枠
を
超
え
て
、
文
法
史

研
究
全
体
を
盛
り
た
て
て
い
こ
う
と
す
る
気
概
が
感
じ
ら
れ
る

一
冊
で
あ
る
。

（
ひ
つ
じ
書
一房
、
二
〇

一
〇
年
四
月
、　
一
九
八
頁
、　
一
九
〇
〇
円
）

（
い
わ
た

。
み
ほ
　
本
学
特
任
研
究
員
）


