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ゲ
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著

本

大

文

盛L

日

土
井
博
士
の
お
骨
折
で 、

出判芦」
も
は
と
の
日
本

大
丈
典
の
全
貌
を
見
渡
す
ζ
と
が
で
者
た 。
お
礼

を
申
す
次
第
で
あ
る 。
著
者
が
外
国
人
で
あ
る
だ

け
に
却
っ
て
い
い
と
こ
ろ
に
限
&
つ
け
て
ゐ
る 。

イ
γ
ヨ
ク
は一
国
で 、
イ
ナ
ゴ
ク
は一
石
だ
と
い

ふ 。
な
る
ほ
ど
さ
う
か
な
と
恩
は
せ
ら

れ
る 。

先
祖
に
「
せ
ん
し
ょ」

の
仮
名
を
振
っ
た
の
を
見

た
覚
え
が
あ
る
が 、
何
だ
ワ
た
か
恩
ひ
出
せ
な

い 。
本
舎
で
も
「シ
ェ
シ
ジ
ョ」

を
見
る
と
と
が

で
き
た
の
は
実
に
お
も
し
ろ
い 。
か
う
い
ふ
音
韻

の
側
で
は
y
hT
ウ
の
次
の
清
音
を
濁
る
の
を
私
は

一
々
ジ
の
次
だ
か
ら 、
ウ
の
次
だ
か
ら
と
と
れ
ま

で
い
っ
て
ゐ
た
の
に 、
当
時
既
に
こ
れ
を
心
得
て

ゐ
て 、
「
う
む
の
下
濁
る」
と
い
ふ
き
ま
っ
た
言

ひ
方
の
あ
っ
た
の
に
は
驚
い
た 。
そ
れ
か
ら
日
葡

辞
書
で
も
「
亀
の
甲」
の
甲
は 、
ど
う
い
ふ
も
の

か 、
合
音
で
あ
る 。
節
用
集
も
合
音
だ
っ
た
と
田U

P針 。
中
国
で
も
南
方
音
中
台
湾
の
音
で
は
合
音
だ

き
う
だ
か
ら 、

何
か
理
由
が
あ
る
の
だ
ら
う
が 、

を

読

て

んメ与、
1 

泉

義

忠

わ
か
ら
な
い 。
と
れ
と
似
た
も
の
で
は
「
昂」
が

ヨ
ウ
で
あ
る
と
と 、
平
方
の
時
は
例へ
ば
「
四

方」
で
は
ホ
ウ
で
あ
る
と
主
を
と
の
文
典
で
覚
え

た 。
更
級
日

記
の
定
家
本
に
は
明
か
に「
よ
ほ
う」

'と
あ
る 。
一
律
に
ヨ
ホ
ウ
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で

も
な
い
中
円
だ
が 、
そ
し
て
理
由
は
わ
か
ら
な
い

が 、
更
級
の
「
よ
ほ
う」
は一
往
あ
っ
て
も
変
で

も
な
い
と
と
が
と
れ
で
わ
か
っ
た
中
う
な
気
が
す

る 。
な
ほ 、
勾
欄
と

書
い
た
り

す
る
の
が
仮
名
が

き
で
は
「
か
う
ら
ん」
で
あ
る
の
も
私
に
は
わ
か

ら
な
い 。
高
欄
だ
ら
う
か
と
も
考へ
て
み
た
り
し

た 。
日
荷
辞
意回
そ
の
他
み
な
開
音
で
あ
る 。
万
葉

は
マ
ン
エ
ブ
で
は
な
く
て 、
マ
シ
ネ
プ
で
あ
ワ
た

だ
ら
う
と
恩
は
れ
る
の
は 、
ζ
の
文
典
の
引
例
ば

か
り

で
は
な
い
が 、
山
野・
玄
窓・
べ
け
ん
や
・

観
音・
人
間
は・
大
切
は・
昨
日
は
を 、
み
な

「
に
や」

「
に
よ」

「
に
え」

「
に
時」

「
の
ん」

「
な」
「つ
っ
た」
「ヮ
た」
と
い
っ
た
と
と
か

ら
も
考へ
ら

れ
る
と
恩
ふ 。
そ
れ
か
ら

「
浅
き
夢
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• 

見
し
酔
ひ
も
せ
ず」
の
「
し」
も
お
も
し
ろ
い 。

何
の
意
味
も

大
し
て
考へ
て
読
ま
な
い
で 、
あ

の
頃
で
は
も
う

「
見
じ」
で
な
く
て
見
し
主
い
っ

た
も
の
と
見
え
る 。
そ
の
「
酔
ひ」
は 、
普
通
は

「
ゑ
ひ」
と
も
い
ひ
「
よ
ひ」
と
も
い
ふ
と
あ

る 。
し
か
し
現
在
形
は
必
ず
「
よ
ふ」
だ
と
あ

る 。
「
ゑ
ふ」
は
忘
れ
て
来
た
の
で
あ
る 。
い
ふ

ま
で
も
な
い
ζ
と
だ
が 、
「
ず
は」
「
よ
く・
は」

「
ま
じ
く
は」
な
ど
の
「
は」
は
すべ
て
ワ
で
清

音 。
吉
利
支
丹
物
は
大
体
「
〈
わ」

「
ぐわ」

「
じ」
「
ぢ」
「
ず」
「づ」
は
区
別
し
て
ゐ
る

の
に 、
菅
丞
相
を
カ
ン
シ
ャ
ウ
ゾ
ョ
と
し
て
ゐ
る

の
は
変
で
あ
る 。
天
草
本
平
家
で 、
平
治
をへ
イ

ジ
と
し
て
ゐ
る
と
と
ろ
の
多
い
と
と
を
恩
ひ
出

す 。
「
御
存
知
あ
ら
う」
の
「
存
知」
を
「
存

じ」
の
類
推
か
と

註
し
て
を
ら

れ
る
が 、
も
う
そ

ろ
そ
ろ
混
乱
の
時
代
に
入っ
て
ゐ
た
ζ
と
は
疑へ

E
、。
ゅん
しV次

に
私
は
「
hz
る」
の
用
例
が
探
し
た
か
っ
た

の
だ
が 、
「
書
い
て
を
る」
「
持
っ
て
を
る」

(一
O三
頁)
し
か
な
か
っ
た
の
は
ど
う
い
ふ
ζ
と

か 。
み
な
「
ゐ
る」
で
あ
る 。
日
葡
辞
書
に
も
な

い
「
浅
か
ら
し
い」
「
よ
か
ら
し
い」
「
薄
か
ら

し
い」
「
思
は
し
い」
「
悲
し
ま
し
い」
「
敬
ま

は
し
い」
「
学
ば
し
い」
と
い
っ
た
宇
う
な
形
容

詞
は
果
し
て
ど
の
〈
ら
ゐ
用
ゐ
て
ゐ
た
の
で
あ ‘ら

う
か 。
吉
利
支
丹
物
に
あ
る
も
の
で 、
日
描閣
辞
惑

に
見
え
な
い
ζ
と
ば
が
か
れ
こ
れ
あ
る 。
「
ほ
め

ち
ぎ
る」
の
「
ち
ぎ
る」 、
「
病
限」
の
「申
ま
う

め」
な
ど
も
そ
の一
部
で
あ
る 。
そ
れ
か
ら
「
強

ま
る」
「
広
ま
る」
「
添
は
る」
「
僚
は
る」
「
暖

ま
る」
「
焼
(
〈〉
ば
る」
な
ど
の
動
詞
の
多
く

な
っ
た
と
と 、
「
取
る
る」
「
切
る
る」
「
書
〈

る」
な
ど
が
急
に
多
〈

現
れ
た
と
と
に
は
驚
異
を

感
じ
る o
後
者
が
今
の
「
取
れ
る」
「
切
れ
る」

で
あ
る
乙
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い 。
か
う
な
る

前

に一
度
「
る
る」
「
む
る」
の
時
代
が
あ
っ
た
の

で
あ
る 。
そ
れ
か
ら 、

「
行
〈
け
れ
ど
も」
「
深

い
け
れ
ど
も」
な
ど
の
「
け
れ
ど
も」
が
ま
だ
出

て
来
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が 、
何
故
か
も
う 、

「
あ
ら
う
け
れ
ど
も」
の
苧
う
に 、
「
う」
に
続

〈
「
け
れ
ど
も」
は
会
〈

接
続
助
詞
と
じ
て
現
れ

て
ゐ
た
の
も
お
も
し
ろ
い
と
思
ふ 。
「
食
ひ
た
か

っ
た」
は一
人
称
に 、
「
眠
た
が. る」
は
二
人
称
と

三
人
称
に
用
ゐ
る
と
い
ふ
り
も 、
実
用
文
法
と
し

て
は
当
然
で
あ
る
が 、
と
れ
も
お
も
し
ろ
い 。
次

に
国
語
に
多い
利
害
関
係
を
あ
ら
は
ず
受
身
の
中

で
も
特
に
害
を
受
け
る
相場
合
に
用
ゐ
ら

れ
る
と
と

が
多
い
た
必
に 、
私
な
ど
は
迷
惑
の
受
身
と
い
っ

て
ゐ
る
用
法「
首
を

討
た
る
る」
の
や
う
な
の
を 、

身
体
の
部
分
叉
は
事
物
を
意
味
す
る
対
絡
を
と
る

と
い
っ
て
ゐ
る
の
も 、
う
ま
い
見
方
を
し
た
も
の

だ
と
思
っ
た 。
対
格
と
い
ふ
の
は 、
目
的
格
の
助

詞
「
を」
を
と
る
と
い
ふ
の
で
あ
る 。
だ
か
ら 、

「
ち
っ
と
物
が
申
し
た
い」
の
や
う
な「
が」
は
対
格

だ
と

説
明
し
て
ゐ
る 。
「:::
乙
と
が
な
い」
と

い
ふ
や
う
に 、
「
が」
が
あ
っ
て
も
よ
さ
さ
う
に
思

は
れ
る
と
ζ
ろ
に 、
案
外
に
「
が」
の
現
れ
な
い

と
と
が
多い 。
今
年
教
材
に
抄
物
を
使
っ
て
大い

に
感
じ
さ
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
が 、
や
は
り

本
書

の
用
例
に
も
「
上
仁
る
事
な
い」
「
上
げ
ぬ
宵ず
な

い」
「
あ
げ
た
乙
と
あ
る
ま
い」
な
ど
が
見
え

る 。
「
が」
が
ど
う
も
ま
だ
こ
ん
な
と
と
る
に
は

現
れ
に
く

か
っ
た
も
の
ら
し
い 。
狂
言
に
も
乙
の

傾
向
が
十
分
見
え
る 。
「
舟
に
乗
る」
「
舟
を
草木

る」
の
別(=一八二
頁) 。
ま
た 、
「
水
を
汲
み
に
参

る」
(=一九一)・
「
そ
れ
が
し
を
お
方
h
の
お
か
ま

ひ
は」
(三
六六)・

「
仰
せ
ら

れ
た
事
共
を
御
後
悔

で
ど
ざ
ら
う

ず
れ」
(回二
七)
な
ど
の
例 。
み
な 、

お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た 。
「
け
れ
ど
も」
の
接
続

助
詞
と
し
て
現
れ
た
ζ
と
は
前
に
述べ
た
が 、

「
上
げ
た
ら
ば」
「
上
げ
た
な
ら
ば」
の
や
う

な 、
「ば」
が
な
く

な
る
な
ら 、

今
の
口
語
と
同

じ
宇
う
な
の
が
も
う

現
れ
て
ゐ
る 。
「
た
ら」
は

ど
ζ
ま
で
も
仮
定
で 、
「
昨
日
あ
の
人
に
会
っ
た

106 



土井忠生氏訳「日本大文典」

ら」
な
ど
い
ふ
の
は
ず
っ
と
遅い
の
で
あ
る 。
そ

れ
は 、
「
我
等
が
所へ
御
出
で
な
さ
れ
た
ら
ば 、
面

目
を
施
し
ま
ら

せ
う

ず」
(八一一〕
主
い
ふ
用
例
を

見
れ
ば
わ
か
る 。
次
に 、
「
て
も
ど
る」
「
て
進

ず
る」
「
て
下
さ
る」
「
て
行
〈」
な
ど 、
「て」

を
用
ゐ
て
表
現
す
る
の
は 、
甚
だ
上
品
だ
と
い
ふ

の
も
お
も
し
ろ
い 。
動
詞
狭
名
詞
と
し
て
あ
げ
で

あ
る
「
な
か
っ
て」
の
や
う
な 、
今
は
殆
ど
用
ゐ

ら
れ
な
い
や
う
な
言
ひ
方
も
相
当
に
行
は
れ
た
ら

し
い 。
次
は
「
さ
か
ひ
に」
で
あ
る 。
「
時
に」

の
意
と
し
て
あ
る
と
ζ
ろ
か
ら

見
て
も 、
今
の
大

阪
辺
の
「
き
か
ひ」
は 、
や
は
り

堺
で
あ
ら
う 。

七
O
頁
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い 。
そ
れ
か
ら 、

「
敵
は
千
騎
万
騎
あ
ら
う
と
ほ
か
ら
ひ」
(九
O)

の
「
は
か
ら
ひ」
は 、
「
あ
ら
う
と
も」
の
意
・と

あ
る 。
乙
れ
も
お
も
し
ろ
い
用
例
で
あ
る 。

方
言
で
は 、
関
東
の
「
く
らべ
る」
「
あ
げ
る」

「
も
と
め
る」
の
や
う
な
下一
段
の
行
は
れ
て
ゐ

た
乙
と 、
同
じ
〈
関
東
の
「
借
P
て」
の
や
う
な

上一
段 、
同
じ
く

「
あ
ぐベ
い」
「
よ
むベ
い」

な
ど 、
あ
る
地
方
で
と
断
つ
て
は
あ
る
が 、
「
申

さ
な
い
で
ど
ざ
る」
も
関
東
方
言
で
あ
ら
う 。

九

州・
関
東
で
は
「
ま
ら
ず
る」
の
代
り
に「
申
す」

と
あ
る
乙
と 。
「平
ら
ん」
を
長
崎
で
は 、
「
長

崎
と
や
ら
あ」
と
い
ふ
と
あ
る 。
ζ
れ
は
私
に
は

郷
里
の
方
言
「
行
か
あ」
「
読
ま
あ」
を
聯
想
さ

せ
る 。
と
れ
は
コ行
か
ん」
「
読
ま
ん」
だ
か
ら

で
あ
る 。
真
直
を
マ
ツ
グ
と
い
っ
て
ゐ
る(五
二 。

乙
れ
は 、
今
の
「
ま
つ
つ
ぐ」
で
あ
ら
う
か 。
四

八
七
頁
の
「
門
を
だ
し
も

押
し
も

立
て
ず」
(平
家

一
ノ
四〉
の
「
だ
し
も」
は
変
だ
と
思っ
た 。
複
製

で
調べ
る
と
「
だ
に
も」
と
な
っ
て
ゐ
る 。

「
上
げ
さ
い」
「
読
ま
い」
が
親
が
子
に 、
或

は
下
男
下
女
に
物
を
い
ふ
の
に
用
ゐ
ら

れ
る
と
あ

る 。
と
れ
も
お
も
し
ろ
い
と
恩
ふ
が 、
「
食
ひ
あ

っ
た
か」
の
宇
う
な
の
は
敬
意
が
低
〈 、

「
あ
げ

き
し
め」
「
定
め
き
し
め」
は
甚
だ
下
品
だ
と
い

ふ
こ
と 、
「
着
せ
な」
「
見
せ
な」
「
召
さ
れ
な」

は
非
常
に
下
品
で
殆
ど

使
は
れ
な
い
と
あ
る
と

と 。
と
れ
ら
に
つ
い
て
も
お
も
し
ろ
〈

感
じ
ら

れ

る
と
同
時
に 、
考へ
さ
せ
ら

れ
る
と
と
も
あ
る 。

「
召
さ
れ
な」
は
私
は 、
「
お・:
な
さ
る」
の
上

下
略
か
と
も
考へ
て
ゐ
た
が 、
ち
ょ
っ
左
あ
ぶ
な

つ
か
し
く

な
っ
て
来
た 。
そ
れ
か
ら 、

献
上
物
の

目
録
な
ど
で
「
お
ん
樽
と
は
い
っ
て
も
御
白
鳥
と

は
い
は
な
い」
と
い
ふ
の
も 、
丁
措置干垣間
で
は
あ
る

が
現
代
語
で
東
京
な
ど
で
は
ま
だ
魚
の
名
に
は

「
お」
が
つ
か
な
い
し 、

花
の
名
前
に
は
絶
対
に

つ
か
な
い 。
ζ
れ
と

何
か
関
係
が
同
じ
な
の
で
は

な
い
か
と
も
思
は
れ
る 。
そ
れ
か
ら

今
と
同
じ

中

う
に 、
も
う

「
御
芳
札」
な
ど
と
い
っ
た
ζ
と 、

「
わ
が」
「
そ
れ
が
し
が」
「
み
が」
「
み
ど
も

が」
な
ど一

人
称
で
は
卑
下
の
「
が」
を
用
ゐ
る

の
に 、
「
私
の」
と
い
っ
て ‘
ζ
れ
は一
人
称
で

も
「
の」
で
あ
る 。
こ
れ
は
「
私」
が
代
名
詞
と

な
っ
た
の
が
新
し
い
か
ら
で
あ
ら
う
か 。
「
逮」

は
最
も
尊
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
に
用
ゐ
る

接
尾
語
で
あ
る
と
い
ふ
の
も
よ
〈

わ
か
る 。
た
だ

明
治
以
後 、
乙
の
接
尾
語
「
た
ち」
が
急
に
敬
意

を
失
っ
て
複
数
の
接
尾
語
化
し
て
来
た 。
「
私
た

ち」
な
ど
も
う
当
り

前
で 、
「
烏
た
ち」
「
犬
た

ち」
も
現
れ
た
ば
か
り

で
な
〈 、

最
近 、
産
業
経

済
新
聞
に 、
「
庖
た
ち」
が
現
れ
た
さ
5・一
0・

二七)
乙
と
を
と
の
機
会
に
私
は
報
告
し
て
お
か

う 。
ζ
ん
な
用
法
も
お
も
し
ろ
い 。
「
京
の
お
客

の
聞
か
せ
ら
る
る
が
お
恥
し
け
れ
ど
も」
ハ
客
物

語)
(一
九八)
で
あ
る 。
「
お
客」
は
自
宅へ
の
客

で
あ
ら
う
か 。
敬
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
の
と

こ
ろ
へ
来
た
客
で
あ
ら
う
か 。
「
お
恥
し
け
れ」

の
「
お」
も 。

婦
人
語
主
し
た
語
は
日
葡
辞
舎
に
は
あ
れ
ほ
ど

多い
の
だ
か
ら 、
ζ
の
文
典
で
も
少
し
は
ζ
れ
に

触
れ
て
も
よ
さ
さ
う
だ
の
に 、
会
然
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
見
え
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る 。
普
通
の

語
で
は 、
「
四
層
倍」
で
な
く
て
開聞
に
当
る
と
と
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ろ
は
関
音
の
サ
ウ
だ
か
ら

「
四
相
倍」
で
あ
っ
た

と
み』。著

者
の
見
に
感
じ
た
の
は 、
「
嬉
し
が
る」
「
行

き
た
か
っ
た」
な
ど
の
「
が
る」
「
か
る」
は
動

罰則
の
「
あ
り」

「
あ
る」
だ
と
思
ふ
と
い
っ
て
ゐ

る
と
と 、
下
の
地
方
即
ち
九
州
の
「
行
〈
ら
う」

な
ど
の
「
ら
う」
は
書
き
と
と
ば
の
「
ら
ん」
に

当
る
と
考
へ
た
ζ
と 。
そ
の
代
り 、

「
ら
し
き」

の
「
し
き」
を
「
敷
く」
と
と
で
あ
ら
う
と
い
っ

た
り 、

相
当
に
細
か
な
占…
に
も
気
を
つ
け
て
ゐ
な

が
ら 、

「さ
う
ら

ふ」
と
「
ざ
う
ら

ふ」
ハ
候)

主
の
区
別
を
無
視
し
た
り
し
た
の
は
残
念 。
し
か

し
い
ろ
い
ろ
な
と
と
が
教へ
貰へ
た 。

(
東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町一
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一
三
省
欽

二
0
0
0
円〉
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