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小
田
勝
氏
の
前
著
『
古
典
文
法
詳
説
』
は
研
究
史
上
ま
ち
が
い
な
く
最

重
要
の
古
典
文
法
書
だ
っ
た
が
、
あ
い
に
く
な
こ
と
に
刊
行
し
て
間
も
な

く
品
切
、
入
手
困
難
な
本
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
五
年
の
後
、
大
幅
な

0

0

0

改
訂
増
補
を
施
さ
れ
新
た
に
出
版
さ
れ
た
。
本
書
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の

こ
と
を
心
か
ら
喜
び
た
い
。
私
は
か
つ
て
『
古
典
文
法
詳
説
』
を
紹
介
す

る
機
会
に
恵
ま
れ
た
が
（
本
誌
第
112
巻
第
３
号
）、
今
回
再
び
そ
の
栄
に

浴
す
る
こ
と
と
な
っ
た
僥
倖
を
嬉
し
く
思
う
。

　

最
初
に
、
本
書
の
基
本
方
針
と
章
立
て
を
紹
介
し
よ
う
。
基
本
方
針
は

『
古
典
文
法
詳
説
』
を
踏
襲
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
年
の
研
究
成
果

を
多
く
取
り
入
れ
、
現
代
日
本
語
文
法
書
や
英
文
法
書
の
枠
組
み
を
採
用

す
る
こ
と
で
、
現
代
語
研
究
で
話
題
と
な
る
現
象
が
古
典
語
で
ど
う
な
っ

て
い
る
か
に
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
ま
た
、
珍
し
い
句

型
や
従
来
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
様
々
な
表
現
形
式
を
積
極
的
に
取
り
上
げ

る
こ
と
で
、
古
典
解
釈
の
た
め
の
辞
典
と
い
う
側
面
を
持
た
せ
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。『
古
典
文
法
詳
説
』
と
異
な
る
の
は
、
資
料
に
関
す
る

点
で
あ
る
。「
は
し
が
き
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
七
項
目
の
特
色
の
う
ち

二
番
目
の
項
目
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

２
．
従
来
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
、
私
家
集
、
歌
合
、
定
数

歌
な
ど
の
古
典
和
歌
か
ら
積
極
的
に
挙
例
し
た
こ
と

　

た
し
か
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
取
り
上
げ
る
こ

小
田
勝
著
『
実
例
詳
解

古
典
文
法
総
覧
』

〔
紹
介
〕

小
柳
智
一
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と
は
少
な
か
っ
た
。
古
典
語
・
日
本
語
史
研
究
の
主
た
る
関
心
が
当
時
の

口
語
的
表
現
で
あ
っ
た
せ
い
か
、
同
時
代
に
散
文
資
料
が
あ
れ
ば
そ
れ
を

使
用
し
、
文
芸
の
色
が
強
く
時
に
擬
古
的
な
和
歌
は
使
用
し
な
い
傾
向
が

あ
っ
た
。
な
か
で
も
私
家
集
の
類
は
本
文
や
成
立
の
問
題
が
あ
っ
て
、
む

し
ろ
忌
避
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
本
書
の
お
か
げ
で
、
見

過
ご
さ
れ
て
き
た
面
白
い
事
実
に
触
れ
ら
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
他0

撰
の
歌
集
の
詞
書
に
は
「
花
咲
き
は
じ
め
た
り
け
る
を
見
て
よ
め
る
」

〈
古
今
和
歌
集
・
四
九
番
〉
の
よ
う
に
あ
る
が
、
自0

撰
の
歌
集
に
は
「
嵯

峨
野
の
花
を
か
し
か
り
し
を
見
る
」（
赤
染
右
衛
門
集
・
一
番
）
の
よ
う

に
あ
る
（
154
頁
）。「
け
り
」
と
「
き
」
の
違
い
の
一
端
を
表
し
て
い
て
興

味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
私
家
集
類
を
資
料
に
加
え
た
た
め
に
、
用
例
の
出

典
数
は
『
古
典
文
法
詳
説
』
を
大
き
く
超
え
て
三
三
二
作
品
に
上
り
、
ま

さ
に
空
前
（
お
そ
ら
く
絶
後

―
小
田
氏
が
さ
ら
な
る
増
訂
版
を
も
の
さ

な
い
限
り

―
）
の
文
法
書
と
な
っ
て
い
る
。

　

章
立
て
も
『
古
典
文
法
詳
説
』
を
継
承
し
て
い
る
。
次
に
各
章
の
タ
イ

ト
ル
一
覧
を
掲
げ
る
。

　

第
１
章　

序
論　
　
　
　
　

第
２
章　

動
詞

　

第
３
章　

述
語
の
構
造　
　

第
４
章　

ヴ
ォ
イ
ス

　

第
５
章　

時
間
表
現　
　
　

第
６
章　

肯
定
・
否
定

　

第
７
章　

推
定
・
推
量　
　

第
８
章　

当
為
・
意
志
・
勧
誘
・
命
令

　

第
９
章　

疑
問
表
現　
　
　

第
10
章　

形
容
詞
と
連
用
修
飾

　

第
11
章　

名
詞
句　
　
　
　

第
12
章　

格

　

第
13
章　

と
り
た
て　
　
　

第
14
章　

複
文

　

第
15
章　

複
合
辞　
　
　
　

第
16
章　

引
用
・
挿
入

　

第
17
章　

係
り
受
け　
　
　

第
18
章　

敬
語

　

第
19
章　

談
話　
　
　
　
　

第
20
章　

物
語
の
文
章

　

第
21
章　

和
歌
の
表
現
技
法

　

は
じ
め
に
、
第
１
章
で
古
典
文
法
の
基
礎
知
識
を
解
説
す
る
。
第
２
～

９
章
は
主
と
し
て
述
語
に
関
わ
る
内
容
、
第
10
～
13
章
は
修
飾
や
名
詞
句

な
ど
、
第
14
・
16
章
は
複
文
的
な
表
現
、
第
17
章
と
第
19
～
21
章
は
構

文
・
文
章
・
和
歌
技
巧
な
ど
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る
。
第
18
章
は
古
典
語

の
複
雑
な
敬
語
を
相
当
に
詳
し
く
記
述
す
る
。
以
上
の
章
は
『
古
典
文
法

詳
説
』
に
も
あ
っ
た
が
、
本
書
で
は
新
た
に
第
15
章
が
加
え
ら
れ
た
。
複

合
辞
と
は
「
複
数
の
語
が
ま
と
ま
っ
て
固
有
の
辞
的
意
味
を
担
う
形
式
」

（
518
頁
）
で
、
そ
の
一
ま
と
ま
り
が
全
体
で
格
助
詞
や
接
続
助
詞
に
相
当

す
る
も
の
で
あ
る
。
複
合
辞
は
現
代
語
研
究
で
近
年
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て

お
り
、
古
典
語
の
複
合
辞
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
は
、
古
典
語
研

究
者
だ
け
で
な
く
、
現
代
語
研
究
者
も
知
り
た
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
は
な
か
な
か
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状

況
に
あ
っ
て

0

0

0

0

（
こ
れ
も
複
合
辞
）、
本
章
で
は
古
典
語
の
複
合
辞
が
辞
書
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風
に
多
数
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
～
と
い
は
ば
」「
～
に
つ
け
つ

つ
」「
～
よ
り
は
じ
め
て
」「
～
を
お
き
て
」
な
ど
な
ど
。
今
後
の
研
究
に

と
っ
て
有
用
な
資
料
に
な
る
と
思
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
著
者
の
小
田
氏
に
は
非
常
に
強
い
一
つ
の
思
い
が
あ
る
。

そ
れ
は
本
書
２
頁
に
太
字
で
次
の
よ
う
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

解
釈
は
、
つ
ね
に
文
法
に
抵
触
し
な
い
範
囲
内
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

そ
し
て
、
(1)
の
古
今
和
歌
集
の
歌
の
傍
線
部
を
「
来
る
」
と
解
し
た

り
、
(2)
の
枕
草
子
の
傍
線
部
を
い
く
つ
か
の
注
釈
書
の
よ
う
に
推
量
と
解

し
て
は
な
ら
な
い
と
、
具
体
例
を
挙
げ
て
指
摘
す
る
。

(1)
夕
月
夜
を
ぐ
ら
の
山
に
鳴
く
鹿
の
声
の
う
ち
に
や
秋
は
く
る
ら
む

〈
古
今
和
歌
集
・
三
一
二
番
〉

(2)
さ
る
こ
と
も
聞
こ
え
ざ
り
つ
る
も
の
を
。
昨
夜
の
こ
と
に
め
で
て
行

き
た
り
け
る
な
り
。 

〈
枕
草
子
・
第
五
段
〉

　

ま
こ
と
に
も
っ
と
も
で
あ
る
。
古
典
文
学
作
品
は
ま
ず
第
一
に
言
語
で

あ
る
。
言
語
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
言
語
の
ル
ー
ル
に
沿
っ
て
読
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
私
意
（
恣
意
？
）
の
入
る
隙
が
あ
れ
ば
、
そ
の
先

の
話
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
作
品
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
言
語
に
忠
実

で
あ
る
こ
と
、
一
語
一
句
一
文
を
丁
寧
に
解
釈
す
る
訓
練
が
大
切
な
の
で

あ
る
。
古
典
文
学
作
品
の
読
解
に
当
た
っ
て
、
小
田
氏
の
右
の
言
葉
は
重

く
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
考
え
て
読
解
を
す
る
際
に
絶
大

な
効
力
を
発
揮
す
る
の
が
本
書
な
の
で
あ
る
。

　

語
の
意
味
が
わ
か
り
さ
え
す
れ
ば
、
文
が
読
め
る
と
い
う
も
の
で
は
な

い
。
文
の
構
造
が
正
し
く
掴
め
な
け
れ
ば
、
正
確
な
読
解
に
は
届
か
な

い
。
試
み
に
源
氏
物
語
の
次
の
文
章
を
読
ん
で
み
よ
う
。
薫
が
阿
闍
梨
に

浮
舟
の
供
養
に
つ
い
て
指
図
す
る
場
面
で
あ
る
。

(3)
①
阿
闍
梨
、
今
は
律
師
な
り
け
り
。
召
し
て
、
こ
の
法
事
の
こ
と
掟

て
さ
せ
た
ま
ふ
。
念
仏
僧
の
数
添
へ
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
②
罪
い

と
深
か
な
る
わ
ざ
と
思
せ
ば
、
③
軽
む
べ
き
事
を
ぞ
す
べ
き
、
七
日

七
日
に
経
、
仏
供
養
ず
べ
き
よ
し
な
ど
、
こ
ま
か
に
の
た
ま
ひ
て
、

〈
源
氏
物
語
・
蜻
蛉
／
句
読
点
は
新
編
全
集
６
・
237
頁
に
従
う
〉

　

こ
の
文
章
全
体
は
一
貫
し
て
薫
を
主
語
と
す
る
が
、
傍
線
部
①
の
文
は

阿
闍
梨
が
主
語
で
、
唐
突
の
感
が
あ
る
。
直
後
に
「
召
し
て
」
と
あ
る
か

ら
薫
が
阿
闍
梨
を
召
す
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
い
き

な
り
で
何
か
変
で
あ
る
。「
今
は
律
師
な
り
け
り
」
が
な
け
れ
ば
、「（
薫

ガ
）
阿
闍
梨
、
召
し
て
」
と
続
い
て
わ
か
り
や
す
い
の
だ
が
。
こ
う
い
う

時
は
本
書
の
第
16
章
を
見
る
と
よ
い
。
挿
入
句
が
「
前
の
語
句
や
文
脈
に

対
す
る
補
足
説
明
を
表
し
て
い
る
」
場
合
と
し
て
、
次
例
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
（
538
頁
）。

(4)
気
高
く
し
て
端
正
美
麗
な
る
童
、
鬘
を
結
ひ
て
束
帯
の
姿
な
り
、
来
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た
り
て
、 

〈
今
昔
物
語
集
・
巻
第
十
三
・
第
十
〉

　

こ
の
例
の
傍
線
部
は
「
気
高
く
し
て
端
正
美
麗
な
る
童
」
を
説
明
す
る

挿
入
句
で
、
文
の
主
旨
は
「
気
高
く
し
て
端
正
美
麗
な
る
童
、
来
た
り

て
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
傍
線
部
①
の
「
今
は
律
師
な
り
け
り
」

も
「
阿
闍
梨
」
を
説
明
す
る
挿
入
句
で
あ
る
と
わ
か
り
、
し
た
が
っ
て
、

直
後
の
句
点
は
読
点
に
改
め
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

　

次
に
、
傍
線
部
②
は
「
と
思
せ
ば
」
に
続
く
の
で
心
内
文
、
傍
線
部
③

は
次
行
に
「
の
た
ま
ひ
て
」
と
あ
る
の
で
会
話
文
で
あ
る
。
そ
れ
は
よ
い

と
し
て
、
傍
線
部
③
か
ら
始
ま
る
会
話
文
は
ど
こ
で
終
わ
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
は
薫
が
阿
闍
梨
に
指
示
す
る
内
容
だ
か
ら
「
七
日
七
日
に
経
、

仏
供
養
ず
べ
き
」
こ
と
も
会
話
文
に
入
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
…
…
よ

し
」
ま
で
発
話
し
た
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
こ
こ
で
本
書
第
20
章

を
読
む
と
、「
会
話
文
の
末
尾
が
地
の
文
に
推
移
す
る
例
」（
646
頁
）
と
し

て
、
次
例
が
参
考
に
供
さ
れ
て
い
る
。

(5)
「
さ
ら
ば
、
こ
の
（
＝
大
宮
ノ
）
御
悩
み
も
よ
ろ
し
う
見
え
給
ふ

を
、
か
な
ら
ず
聞
こ
え
し
日
違
へ
さ
せ
給
は
ず
渡
り
給
ふ
べ
き
よ

し
、
聞
こ
え
契
り
給
ふ
。 

〈
源
氏
物
語
・
行
幸
〉

　

こ
の
例
で
は
「
さ
ら
ば
」
で
始
ま
る
会
話
文
が
い
つ
の
間
に
か
地
の
文

に
移
っ
て
い
る
。
も
し
最
後
ま
で
会
話
文
で
あ
っ
た
ら
「『
さ
ら
ば
、

…
…
渡
り
給
ふ
べ
し
』
と
、
聞
こ
え
契
り
給
ふ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ

う
。
こ
の
例
か
ら
、
会
話
文
が
「
…
…
よ
し
」
の
形
で
地
の
文
に
移
る
文

章
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
(3)
も
同
じ
タ
イ
プ
だ
と
判
断

さ
れ
る
。「『
軽
む
べ
き
事
を
ぞ
す
べ
き
。
七
日
七
日
に
経
、
仏
供
養
す
べ

し
』
な
ど
、
こ
ま
か
に
の
た
ま
ひ
て
」
と
あ
れ
ば
、
現
代
の
我
々
に
も
ス

ム
ー
ズ
に
読
め
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
読
解
す
る
上
で
構
文
関
係
の
正

確
な
把
握
は
重
要
だ
が
、
そ
れ
を
詳
し
く
説
く
文
法
書
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。
本
書
が
特
別
な
文
法
書
で
あ
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
る
と
思
う
。

　

さ
て
、
本
書
は
あ
る
語
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
詳
細
に
観

察
す
る
記
述
文
法
の
本
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
使
わ
れ
る

か
は
述
べ
な
い
。
本
書
に
「
な
ぜ
」
は
な
い
が
、
し
か
し
「
な
ぜ
」
に
出

遭
う
場
所
は
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
。
例
え
ば
、
第
５
章
の
ア
ス
ペ
ク
ト

（「
語
ら
れ
る
事
態
が
、
動
き
全
体
の
中
で
ど
の
段
階
（
局
面
）
に
あ
る
か

を
表
す
用
言
の
形
態
」
122
頁
）
に
関
す
る
記
述
を
読
む
と
、「
咲
け
り
」

な
ど
の
リ
形
は
「saki+ari

∨sakeri

」
と
で
き
、「
得
た
り
」
な
ど
の

タ
リ
形
の
「 

― 

た
り
」
は
「 

― 

て
あ
り
」
か
ら
で
き
た
こ
と
を
解
説
し

（
135 

― 

136
頁
）、
ま
た
、
上
代
に
は
「
あ
り
通
ふ
」
の
よ
う
な
「
あ
り 

― 

」

と
い
う
継
続
の
表
現
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（
141
頁
）。
こ
の

三
つ
の
形
に
は
す
べ
て
「
あ
り
」
が
関
わ
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
「
あ
り
」

は
ア
ス
ペ
ク
ト
の
形
成
に
こ
れ
ほ
ど
深
く
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
あ
り
」
は
動
詞
の
後
に
来
た
り
前
に
来
た
り
す
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
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う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
う
い
う
「
な
ぜ
」
に
直
面
し
た
ら
、
読
者
は

古
典
語
の
世
界
へ
さ
ら
に
分
け
入
る
扉
の
前
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
本
書
を
よ
り
深
く
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

本
書
は
他
に
も
密
か
な
楽
し
み
を
与
え
て
く
れ
る
。
前
著
『
古
典
文
法

詳
説
』
と
本
書
で
ど
こ
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
見
つ
け
る
の
は

小
田
氏
の
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
愉
楽
の
遊
戯
で
あ
る
。
前
著
で
は
「
検
査
を

受
け
た
吉
田
氏
は
、
ほ
が
ら
か
な
顔
で
出
て
き
た
。」（
266
頁
）
と
あ
っ
た

例
文
が
、
本
書
で
は
「
検
査
を
受
け
た
小
柳
氏
は
、
ほ
が
ら
か
な
顔
で
出

て
き
た
。」（
325
頁
）
と
変
わ
っ
て
い
た
。
吉
田
氏
に
続
き
私
も
悪
い
病
気

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
安
心
し
た
。

　

そ
の
吉
田
永
弘
氏
が
本
書
を
「
古
典
に
関
心
の
あ
る
人
に
と
っ
て
必
携

の
書
」（『
國
學
院
大
學
学
報
』
第
638
号
、
平
成
二
七
年
九
月
）
と
評
し
て

い
る
。
そ
の
通
り
、
古
典
に
少
し
で
も
関
心
の
あ
る
人
は
、
本
書
を
持
っ

て
い
な
い
と
必
ず
後
悔
す
る
時
が
来
る
だ
ろ
う
。
本
書
は
そ
れ
ほ
ど
重
要

で
有
用
な
本
で
あ
る
。
最
後
に
、
か
く
も
大
部
で
内
容
豊
か
な
本
を
、
学

術
書
と
し
て
は
破
格
の
定
価
で
世
に
行
き
渡
ら
せ
よ
う
と
さ
れ
た
篤
実
の

出
版
社
に
深
く
敬
意
を
表
し
た
い
。

（
Ａ
５
判
、
七
五
二
頁
、
和
泉
書
院
、
二
〇
一
五
年
四
月
発
行
、
定
価
八

〇
〇
〇
円
＋
税
）


