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小
柳
智
一
著

『
文
法
変
化
の
研
究
』

古
賀
裕
章
・
西
村
義
樹

　

評
者
の
一
人
（
西
村
）
が
本
書
の
著
者
で
あ
る
小
柳
智
一
氏
と
初
め
て

言
葉
を
交
わ
し
た
の
は
二
〇
一
二
年
秋
の
あ
る
研
究
会
の
懇
親
会
で
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
氏
の
日
本
語
文
法
の
史
的
研
究
に
対
す
る
目
覚
ま
し
い
貢

献
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
前
か
ら
仄
聞
し
て
い
た
が
、
直
接
お
話
を
伺
う
機

会
に
恵
ま
れ
、
氏
の
学
問
と
お
人
柄
（
氏
の
場
合
、
こ
の
２
つ
は
真
に
表

裏
一
体
で
あ
る
）
に
そ
の
場
で
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
れ
以
来
、
氏
の
ご
論
考
を
拝
読
し
た
り
学
会

等
で
の
ご
発
表
を
拝
聴
し
た
り
す
る
度
に
そ
の
気
持
ち
は
ま
す
ま
す
強
化

さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
自
ら
の
所
属
す
る
研
究
室
の
学
生
諸
氏
に
も

氏
の
日
本
語
文
法
史
研
究
に
接
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
、
ま
た
、
自
ら

も
ぜ
ひ
と
も
氏
の
謦
咳
に
接
し
た
い
と
思
い
、二
〇
一
五
年
度
後
期
に「
文

〔
書
評
〕

法
変
化
の
諸
相
」
と
題
す
る
講
義
を
ご
担
当
い
た
だ
い
た
。
深
く
確
か
な

知
識
を
も
と
に
し
た
強
靭
な
思
考
の
産
物
が
明
快
に
提
示
さ
れ
る
場
に
毎

回
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
無
上
の
喜
び
で
あ
っ
た
が
、
本
書
は
そ

の
至
福
の
再
体
験
を
可
能
に
し
て
く
れ
た
。

　

本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
文
法
変
化
は
評
者
二
人
が
専
門
と
す
る
認
知
言

語
学
と
い
う
理
論
で
は
「
文
法
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
長
年
研
究
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
小
柳
氏
は
、
文
法
化
研
究
の
成
果
を
十
分
踏
ま
え
つ

つ
、
独
自
の
立
場
か
ら
、
理
論
的
に
も
実
証
的
に
も
説
得
力
の
あ
る
議
論

を
展
開
し
て
い
る
。
本
書
の
魅
力
は
多
様
な
文
献
資
料
の
緻
密
な
分
析
と

言
語
学
の
根
本
問
題
に
つ
い
て
の
透
徹
し
た
考
察
が
分
か
ち
難
く
結
び
つ

い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
日
本
語
の
文
法
変
化
に
関
心
の
あ
る
人
は
も

ち
ろ
ん
、
文
法
化
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
み
た
い
人
、
さ
ら
に
は
、
言
語

が
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
を
知
り
た
い
人
に
自
信
を
も
っ
て

お
勧
め
す
る
所
以
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
認
知
言
語
学
の
立
場
か
ら
、
本
書
独
自
の
考
察
の
う
ち
2

点
（
接
続
助
詞
の
接
続
詞
化
と
主
観
性
）
に
絞
っ
て
、
そ
の
妥
当
性
お
よ

び
理
論
的
な
意
義
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　

第
6
章
5
節
で
は
、
文
法
化
の
一
方
向
性
仮
説
へ
の
反
例
と
し
て
し
ば

し
ば
議
論
さ
れ
る
、
日
本
語
に
お
け
る
接
続
助
詞
か
ら
接
続
詞
へ
の
変
化

（e.g.

「
太
郎
は
若
い
が
、
良
く
や
る
。」
→
「
太
郎
は
若
い
。
が
、
良
く
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や
る
。」）
を
取
り
上
げ
、
こ
の
例
外
的
な
変
化
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
た
か

を
鮮
や
か
に
解
き
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
を
可
能
に
す
る
統
語
的
環

境
を
生
み
出
し
た
の
は
、
遅
く
と
も
十
五‒

十
六
世
紀
に
は
成
立
し
た
と

さ
れ
る
、
終
止
形
終
止
と
連
体
形
終
止
と
い
う
2
つ
の
文
終
止
形
式
の
合

一
で
あ
る
と
い
う
。文
終
止
の
基
本
的
形
式
で
あ
る
終
止
形
と
は
異
な
り
、

連
体
形
で
文
を
終
止
し
た
場
合
「
注
意
・
感
動
や
解
釈
・
解
説
と
い
っ
た

意
味
が
加
わ
る
」
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
（p. 116

）。
接
続
詞
化
し

た
一
群
の
接
続
助
詞
（「
が
」、「
と
」、「
け
れ
ど
も
」
な
ど
）
は
述
語
連

体
形
に
後
接
す
る
接
続
助
詞
だ
っ
た
た
め
、
2
つ
の
文
終
止
形
式
の
合
一

以
前
に
は
こ
の
有
標
な
意
味
が
障
害
と
な
り
、
接
続
節
の
述
語
か
ら
分
離

し
て
接
続
詞
化
す
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
の
接
続

助
詞
が
旧
連
体
形
に
後
接
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
接
続
詞

化
が
起
き
た
の
が
16
世
紀
末
以
降
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
こ
の
分
析
の
妥

当
性
を
裏
付
け
る
。

　

こ
れ
で
接
続
助
詞
が
接
続
詞
へ
と
変
化
す
る
土
壌
が
で
き
あ
が
っ
た
わ

け
だ
が
、
小
柳
氏
は
さ
ら
に
こ
の
変
化
を
促
し
た
条
件
を
挙
げ
る
。
こ
の

う
ち
の
1
つ
が
と
り
わ
け
興
味
深
い
。
接
続
助
詞
は
接
続
節
内
部
お
よ
び

主
節
内
部
の
意
味
内
容
に
貢
献
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
関
係
の
み

を
示
す
要
素
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
接
続
節
と
主
節
の
間
に
存
在
す
れ

ば
良
く
、接
続
助
詞
が
分
離
し
て
後
続
す
る
文
の
文
頭
に
位
置
し
て
も「
そ

れ
ぞ
れ
の
節
は
意
味
的
に
不
足
な
く
文
と
し
て
成
立
で
き
る
」
の
で
あ
る

（p. 117

）。
氏
が
指
摘
す
る
こ
の
条
件
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
こ
の
文
法

変
化
は
意
味
に
駆
動
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
接
続

助
詞
と
接
続
詞
の
意
味
機
能
は
あ
く
ま
で
同
じ
で
あ
り
、
一
方
向
性
仮
説

の
反
例
と
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
付
属
的
な
形
式
を
自
立
的
な
形
式
と

し
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
で
実
質
的
意
味
を
表
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

で
は
こ
の
変
化
は
何
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
柳
氏

は
語
用
論
的
動
機
を
指
摘
す
る
。「
接
続
節
と
主
節
の
関
係
に
相
手
の
注

意
を
向
け
さ
せ
た
り
、
そ
こ
で
結
論
付
け
る
と
見
せ
か
け
て
実
は
そ
れ
を

譲
歩
と
し
て
続
け
た
り
」
と
い
っ
た
談
話
の
展
開
に
か
か
わ
る
効
果
を
生

み
出
す
た
め
に
、
接
続
助
詞
の
前
に
ポ
ー
ズ
を
入
れ
る
こ
と
で
、
そ
こ
で

文
が
終
止
し
接
続
助
詞
が
後
続
す
る
文
の
文
頭
に
押
し
出
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
（p. 116-117

）。
氏
の
こ
の
分
析
は
、
文
法
化
と
の
関
連
に
お
い
て

特
に
以
下
の
点
で
興
味
深
い
。
通
常
、
語
彙
要
素
は
豊
富
な
意
味
内
容
や

音
韻
的
形
式
を
持
ち
、
同
じ
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
現
れ
る
別
の
要
素
が
多
く
存

在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
選
択
や
処
理
が
意
識
的
に
行
わ
れ
る
傾
向
に
あ

る
。
一
方
、
文
法
要
素
（
特
に
付
属
的
機
能
語
）
は
意
味
内
容
が
抽
象
的

で
音
韻
的
に
単
純
で
あ
る
の
が
典
型
的
で
あ
り
、
同
じ
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
生

起
す
る
要
素
が
少
な
い
上
に
固
定
化
さ
れ
た
統
合
的
位
置
に
、
し
か
も
義
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務
的
に
現
れ
る
傾
向
が
強
い
。
そ
の
た
め
そ
の
選
択
や
処
理
は
あ
ま
り
意

識
さ
れ
ず
、
自
動
的
に
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
問
題
に
し
て
い
る
接
続
助
詞
か
ら
接
続
詞
へ
の
変
化
に
お
い
て
は
、

そ
の
性
質
か
ら
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
ず
自
動
的
に
処
理
さ
れ
る
傾
向
の
強
い

付
属
的
機
能
語
を
、
話
し
手
が
意
識
的
に
、
以
前
と
は
少
し
異
な
る
方
法

（
接
続
助
詞
の
間
に
ポ
ー
ズ
を
入
れ
る
な
ど
）
で
使
用
す
る
こ
と
で
談
話

の
展
開
上
の
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
文
法
化
に
お
い
て

は
、
既
存
の
形
式
を
そ
れ
が
も
と
も
と
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
意
味
を
表

す
の
に
用
い
る
点
に
存
在
す
る
斬
新
さ
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
に

思
う
。
小
柳
氏
の
分
析
は
、
既
存
の
形
式
を
元
来
の
意
味
で
、
し
か
し
異

な
る
方
法
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
語
用
論
的
効
果
を
狙
っ
た

方
略
に
み
る
斬
新
さ
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
要
素
が
そ
の
作
用
域
を
広
げ
る
現
象
（e.g. 

indeed

の
作
用
域
は
古
く
は
動
詞
句
の
み
だ
っ
た
が
、
現
在
は
文
副
詞
と

し
て
も
使
用
さ
れ
る
）
が
文
法
化
の
一
方
向
性
仮
説
に
逆
行
す
る
例
か
ど

う
か
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
現
象
が
談
話
標
識
の
誕
生
と

い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
語
用
論
化
の
過
程
に
広
く
見
ら
れ
る
の
も
、
こ
れ
と

関
連
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
8
章
で
は
、
文
法
化
の
研
究
に
お
い
て
使
わ
れ
て
き
た
「
主
観
」（
以

下subjectivity

）
と
い
う
用
語
は
、
理
論
家
に
よ
っ
て
概
念
内
容
が
異

な
る
上
に
、
本
来
「
主
観
的
」（subjective

）
と
呼
ぶ
べ
き
で
は
な
い

対
象
に
適
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
相
応
し
い
意

味
で
用
い
た
場
合
で
も
、
文
法
変
化
の
考
察
に
お
い
て
特
に
有
効
で
あ
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
評
者
は
こ
の
主
張
に
概
ね
賛

成
で
あ
る
が
、
一
点
だ
け
、
文
法
化
研
究
に
お
い
てsubjectivity

が
有

効
に
機
能
す
る
可
能
性
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
小
柳
氏
は
、Langacker

のsubjectification

の
１
つ
の
用
法
（
以
下subjectification 

（I

））
を

T
raugott

の
意
味
で
のsubjectification

と
ほ
ぼ
等
価
で
あ
る
と
見
て
、

こ
の
用
語
が
適
用
さ
れ
る
対
象
をsubjective

と
呼
ぶ
べ
き
で
は
な
い
と

考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、subjectification 

（I

）は
、

表
現
対
象
の
把
握
に
伴
う
表
現
主
体
の
作
用
が
表
現
対
象
の
側
に
対
応
物

が
な
い
た
め
に
前
景
化
す
る
現
象
を
指
す
と
い
う
意
味
でsubjective

と

言
っ
て
よ
く
、
ま
た
、
あ
る
種
の
文
法
化
（e.g. be going to

、
英
語
の

法
助
動
詞
）
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う
分
析
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
文

法
変
化
の
考
察
に
お
い
て
一
定
の
有
効
性
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
さ

ら
に
、
日
本
語
の
文
法
変
化
に
も
こ
の
種
の
文
法
化
の
例
と
し
て
分
析
で

き
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
（
本
書
で
も
何
度
か
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
）
複
合
動
詞
後
項
「
来
」
の
時
間
的
な
接
近
を
表
す
用

法
の
成
立
に
関
与
し
た
の
は
、
単
純
に
≲
空
間
≳
か
ら
≲
時
間
≳
へ
の
意

味
拡
張
で
は
な
く
、（be going to

の
場
合
と
同
様
）も
と
の
用
法
に
も
あ
っ
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た
表
現
主
体
に
よ
る
≲
時
間
の
経
過
の
把
握
≳
が
表
現
対
象
の
側
の
≲
空

間
移
動
≳
が
消
失
し
た
た
め
に
前
景
化
す
る
過
程
と
見
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
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判
、
二
九
六
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ジ
、
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し
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一
八
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、
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三
四
〇
〇
円
＋
税
）


