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小
田
勝
氏
は
文
法
研
究
者
と
し
て
、
古
典
作
品
の
本
文
は
ど
う
解
釈
さ

れ
る
べ
き
か
を
検
証
し
て
来
ら
れ
た
方
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
教
育
の
場

面
で
遭
遇
す
る
文
法
的
な
問
題
に
対
し
て
も
、
豊
富
な
実
例
に
よ
っ
て
わ

か
り
や
す
い
指
針
を
示
し
て
来
ら
れ
ま
し
た
。『
実
例
詳
解　

古
典
文
法

総
覧
』（
和
泉
書
院
）
を
座
右
に
置
い
て
い
る
教
員
・
研
究
者
は
少
な
く

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
（
評
者
も
そ
の
一
人
で
す
）。
こ
の
た
び

刊
行
さ
れ
た
本
書
は
、「
百
人
一
首
を
用
い
て
文
法
に
つ
い
て
語
る
」
と

い
う
著
者
年
来
の
志
が
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。
著
者
は

和
歌
の
解
釈
に
精
通
し
て
お
ら
れ
、
和
歌
研
究
者
で
あ
る
評
者
も
、
日
頃

よ
り
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
文
法
に
は
不
案
内
で

す
か
ら
、
書
評
者
と
し
て
は
不
適
格
だ
と
思
い
ま
す
が
、
学
ば
せ
て
頂
い

た
こ
と
を
中
心
に
記
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
な
お
、
本
書
は
親
し
み
や
す
い

デ
ス
・
マ
ス
体
で
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
本
書
評
も
そ
の
文
体
で
書
く

こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

和
歌
も
文
で
す
か
ら
、
基
本
的
に
は
一
般
の
散
文
と
同
じ
文
法
的
分
析

が
で
き
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
評
者
を
含
め
、
和
歌
研
究
者
は
そ
う
い
う

こ
と
が
苦
手
で
す
。「
苦
手
」
と
は
、
い
ま
目
に
し
て
い
る
現
象
を
、
類

例
を
踏
ま
え
て
解
析
す
る
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
解
析

力
は
、
常
に
文
法
を
意
識
し
な
が
ら
読
む
と
い
う
姿
勢
と
、
長
年
の
経
験

の
蓄
積
に
拠
ら
な
く
て
は
身
に
付
か
な
い
で
し
ょ
う
。

　

本
書
は
、
百
人
一
首
の
百
首
を
、
ま
さ
に
一
字
も
漏
ら
さ
ず
文
法
的
に

分
析
し
尽
く
し
て
い
ま
す
。
文
法
的
な
解
釈
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
33
番

「
久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」
の
「
ら

む
」
の
用
法
な
ど
に
は
も
ち
ろ
ん
詳
し
い
言
及
が
あ
り
ま
す
（
北
原
保
雄

氏
説
を
引
き
ま
す
）
が
、
こ
の
歌
で
は
む
し
ろ
「
春
の
日
に
」
の
「
に
」

の
分
析
に
、
素
人
と
し
て
は
驚
き
を
覚
え
ま
し
た
。
評
者
な
ど
に
は
何
と

な
く
こ
れ
が
逆
接
に
見
え
る
わ
け
で
す
が
、
著
者
は
、
こ
れ
が
時
間
を
示

す
格
助
詞
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
か
つ
な
ぜ
そ
れ
が
逆
接
の
よ
う

に
働
く
か
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
い
か
に
も
難
し
そ
う
な
箇
所
（
こ
の
歌

で
言
え
ば
「
な
ぜ
」
を
補
う
「
ら
む
」
の
用
法
）
は
我
々
で
も
注
意
し
ま

す
が
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
専
門
家
で
な
い
と
見
え
て
こ
な
い
こ
と
な
の

だ
と
思
い
ま
す
。

〔
書
評
〕

小
田
勝
著

『
百
人
一
首
で
文
法
談
義
』

浅
田　

徹
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似
た
よ
う
な
例
で
、
90
番
「
見
せ
ば
や
な
雄
島
の
海
人
の
袖
だ
に
も
濡

れ
に
ぞ
濡
れ
し
色
は
変
は
ら
ず
」
の
挿
入
的
な
傍
線
部
は
逆
接
の
意
を
持

ち
ま
す
が
、「
～
こ
そ
～
已
然
形
」
の
形
の
句
な
ら
と
も
か
く
、「
～
ぞ
～

連
体
形
」
で
そ
う
い
う
意
味
に
な
る
用
例
が
他
に
あ
る
か
、
と
聞
か
れ
た

ら
、少
な
く
と
も
評
者
は
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。著
者
の
よ
う
に
即
座
に「
緑

な
る
一
つ
草
と
ぞ
春
は
見
し
秋
は
色
々
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る
」（
古
今
集
）

と
い
う
適
例
を
挙
げ
ら
れ
る
和
歌
研
究
者
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

78
番
「
淡
路
島
通
ふ
千
鳥
の
鳴
く
声
に
幾
夜
寝
覚
め
ぬ
須
磨
の
関
守
」

の
「
ぬ
」
が
連
体
形
「
ぬ
る
」
に
な
ら
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
和
歌
研

究
者
に
も
知
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。「
幾
」「
い
つ
」
の
よ
う
な
疑
問
詞
だ

け
で
は
結
び
は
連
体
形
に
な
ら
ず
、
疑
問
の
助
詞
「
か
」
が
付
随
し
て
初

め
て
連
体
形
に
な
る
か
ら
で
す
（
27
番
「
い
つ
見
き
と
て
か
」
も
同
じ
）。

し
か
し
、
36
番
「
夏
の
夜
は
ま
だ
宵
な
が
ら
明
け
ぬ
る
を
雲
の
い
づ
こ
に

月
宿
る
ら
む
」
の
「
ら
む
」
も
同
じ
理
由
か
ら
終
止
形
な
の
だ
と
言
わ
れ

る
と
、
評
者
な
ど
は
気
付
か
な
か
っ
た
と
白
状
せ
ざ
る
得
ま
せ
ん
。

　

58
番「
有
馬
山
猪
名
の
笹
原
風
吹
け
ば
い
で
そ
よ
人
を
忘
れ
や
は
す
る
」

で
、「
そ
よ
」
が
現
代
語
で
「
そ
う
よ
」
と
い
う
、yes

を
意
味
す
る
言
葉

な
の
に
、
そ
れ
が
「
人
を
忘
れ
や
は
す
る
」（
あ
な
た
を
忘
れ
た
り
は
し

な
い
）
と
い
う
否
定
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
古

典
語
で
は
否
定
的
な
問
い
掛
け（
こ
の
場
合
で
は「
忘
れ
な
か
っ
た
か
？
」）

に
対
し
て
、
現
代
語
の
よ
う
に
「
い
い
え
、
忘
れ
ま
せ
ん
」
で
な
く
、
英

語
の
よ
う
に
「
は
い
、
忘
れ
ま
せ
ん
」
と
答
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
説
明
を
試
み
て
い
ま
す
。
語
学
研
究
者
で
な
け
れ
ば
到
底
思
い
寄

ら
な
い
事
柄
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
本
書
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
、「
無
助
詞
名
詞
」（
49
番
「
御
垣

守
衛
士
の
焚
く
火
の
」
の
「
御
垣
守
」
の
よ
う
に
、
助
詞
を
伴
わ
ず
に
置

か
れ
て
い
る
名
詞
。「
御
垣
守
φ
」
の
よ
う
に
表
示
し
ま
す
）
に
つ
い
て

一
つ
一
つ
そ
の
格
機
能
を
記
述
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ

う
。
例
え
ば
12
番
「
天
つ
風
雲
の
通
ひ
路
吹
き
閉
ぢ
よ
乙
女
の
姿
し
ば
し

と
ど
め
む
」
の
「
天
つ
風
φ
」
は
呼
格
（
呼
び
か
け
の
形
）、「
通
ひ
路
φ
」

は
目
的
格
と
な
り
ま
す
。
一
首
を
く
ま
な
く
文
法
的
に
記
述
し
よ
う
と
す

る
た
め
で
す
が
、
そ
の
た
め
逆
に
、
和
歌
の
持
つ
言
葉
の
連
な
り
の
曖
昧

さ
が
可
視
化
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
、
評
者
に
と
っ
て
は
興
味
深
く
思
わ
れ

ま
し
た
。

　

例
え
ば
18
番
「
住
之
江
の
岸
に
寄
る
波
夜
さ
へ
や
夢
の
通
ひ
路
人
目
避

く
ら
む
」
の
傍
線
部
は
、
同
音
に
よ
っ
て
「
夜
」
を
引
き
出
す
序
詞
で
す

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
著
者
は
、「
寄
る
波
φ
」
は
「
下
と
関
係
を
も
た
な

い
の
で
、
独
立
語
と
捉
え
ら
れ
ま
す
」
と
説
明
し
ま
す
。
前
掲
『
実
例
詳

解　

古
典
文
法
総
覧
』
に
は
「
独
立
語
」
と
い
う
術
語
は
立
項
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
で
す
が
、
文
の
中
に
「
独
立
語
」
が
あ
る
と
は
、
不
思
議
な
事
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態
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
19
番
「
難
波
潟
短
き
葦
の
節
の
間
も
逢

は
で
こ
の
世
を
過
ぐ
し
て
よ
と
や
」
の
「
難
波
潟
φ
」
は
「
提
示
語
」
と

説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、「
提
示
語
」
と
は
例
え
ば
「
朱

雀
院
の
行
幸
φ
、
今
日
な
む
、
楽
人
、
舞
人
定
め
ら
る
べ
き
よ
し
、
昨
夜

う
け
た
ま
は
り
し
を
」（
源
氏
物
語
・
末
摘
花
巻
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
由
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
、
い
わ
ば
話
題
を
ま
ず
提
示
し
て
お
く

よ
う
な
言
い
方
と
比
べ
る
と
、
19
番
の
「
難
波
潟
φ
」
は
以
下
の
叙
述
の

主
題

0

0

を
示
し
て
い
る
と
は
言
い
に
く
く
、
一
種
の
曖
昧
さ
が
感
じ
ら
れ
ま

す
。

　

25
番
「
名
に
し
負
は
ば
逢
坂
山
の
さ
ね
か
づ
ら
人
に
知
ら
れ
で
来
る
よ

し
も
が
な
」
の
「
さ
ね
か
づ
ら
φ
」
は
「
目
的
格
」
と
判
断
さ
れ
て
い
ま

す
。「
来
る
」
と
同
音
の
「
繰
る
」
の
目
的
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
歌
は
「
さ
ね
葛
を
手
繰
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
か
づ
ら
─
繰
る
」
は
何
か
の
叙
述
を
な

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
か
づ
ら
」
は
「
く
る
」
も
の
だ
と
い
う
言
葉

の
「
寄
せ
」、
す
な
わ
ち
縁
語
と
し
て
関
連
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

す
る
と
、「
目
的
格
」と
い
う
判
断
に
は
違
和
感
が
あ
り
、か
と
言
っ
て「
独

立
語
」
や
「
提
示
語
」
と
も
見
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
や
は
り
曖
昧
な
も
の

と
す
る
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
碁
石
雅
利
氏
『
平
安
語
法
論
考
』

（
お
う
ふ
う
）
で
は
、
無
助
詞
名
詞
の
格
機
能
を
判
断
す
る
際
、「
特
に

和
歌
で
は
、
文
法
的
な
照
応
関
係
を
形
態
と
し
て
明
示
せ
ず
に
、
意
味
的

に
連
関
さ
せ
る
方
法
を
と
る
こ
と
も
あ
る
」（
２
２
５
頁
、
傍
線
評
者
）

と
指
摘
し
て
い
た
の
を
想
起
し
ま
す
。

　

76
番
「
わ
た
の
原
漕
ぎ
出
で
て
見
れ
ば
久
方
の
雲
居
に
ま
が
ふ
沖
つ
白

波
」
で
は
、「
わ
た
の
原
φ
」
が
「
漕
ぎ
出
」
だ
す
場
所

0

0

を
示
す
と
見
る

と
「
わ
た
の
原
に
」
の
省
略
と
な
り
ま
す
が
、
著
者
は
、「
に
」
格
の
非

表
示
は
起
こ
り
に
く
、「
を
」格
の
非
表
示
は
許
容
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
見

れ
ば
」
の
対
象
を
示
す
「
目
的
格
」（「
わ
た
の
原
を
」
の
略
）
と
説
明
し

ま
す
。
し
か
し
「
わ
た
の
原
」
は
わ
ざ
わ
ざ
漕
ぎ
出
さ
な
く
て
も
見
え
る

も
の
で
す
し
、「
見
る
」
の
対
象
は
海
原
で
は
な
く
海
の
果
て
と
考
え
る

べ
き
で
し
ょ
う
。
確
か
に
、
文
法
的
記
述
の
立
場
か
ら
は
、
ま
ず
通
常
の

文
と
し
て
の
分
析
が
優
先
さ
れ
、
そ
れ
で
は
処
理
し
が
た
い
所
で
の
み
例

外
的
な
説
明
（「
独
立
語
」
な
ど
）
が
試
み
ら
れ
る
の
は
当
然
で
す
が
、

逆
に
例
外
の
側
の
整
理
か
ら
、
和
歌
的
構
文
の
特
性
を
考
え
る
方
法
も
あ

り
そ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　

何
に
し
て
も
、
和
歌
研
究
者
は
係
り
受
け
を
丁
寧
に
考
え
る
習
慣
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
本
書
の
精
密
な
記
述
を
読
ん
で
、
歌
句
の
持
つ
機
能
的

な
曖
昧
さ
が
よ
く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
。

　

つ
い
で
に
一
言
申
し
ま
す
。
実
は
（
本
書
評
の
引
用
と
は
異
な
り
）
本

書
は
和
歌
に
す
べ
て
句
読
点
や
「　

」
を
付
し
て
い
ま
す
。
我
々
和
歌
研
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究
者
に
と
っ
て
は
、
音
数
律
を
感
ず
る
妨
げ
と
な
る
の
で
、
こ
う
し
た
表

記
は
か
な
り
違
和
感
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
語
学
関
係
の
友
人
は
「
す
ご

く
わ
か
り
や
す
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
詩
と
し
て
読
む
の
で
は

な
い
人
に
は
有
効
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

本
書
の
美
点
は
他
に
も
（
本
歌
取
り
例
の
掲
出
な
ど
。
適
切
な
例
を
よ

く
探
し
て
お
ら
れ
ま
す
）
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
が
、
紙
幅
が
尽
き
ま
し

た
。
あ
と
は
ぜ
ひ
直
接
お
読
み
下
さ
い
。

（
Ａ
５
判
、
三
〇
四
頁
、
和
泉
書
院
、
二
〇
二
一
年
九
月
発
行
、
定
価

三
〇
〇
〇
円
＋
税
）


