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唇一六

筆
者
は
、
最
近
発
表
し
た
拙
文
中
に
、
文
証
あ
る
古
代
日
本
語
が
接
す
る

前
国
語
史
の
時
代
に
お
い
て
、
動
詞
の
連
用
形
が
体
言
を
修
飾
す
る
の
に
用

ひ
ら
れ
、
連
体
形
は
連
用
形
の
文
法
的
機
能
の
分
化
に
伴
な
ひ
後
に
成
立
し

た
こ
と
を
推
定
す
る
に
足
る
痕
跡
が
、
古
代
日
本
語
の
中
に
存
在
し
て
ゐ
る

こ
と
を
述
べ
た
。
以
下
こ
の
事
を
補
足
し
労
々
、
こ
れ
と
関
連
す
る
問
題
に

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

万
葉
集
の
東
歌
・
防
人
歌
に
限
り
、
現
は
れ
て
ゐ
る
否
定
を
意
味
す
る
助

動
詞
「
な
ふ
」
の
活
用
形
が
特
殊
の
活
用
形
式
を
有
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
専

門
家
に
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

未

然

形
}

)

る

も

を

つ

く

は

ね

-

ー

な

か

―
―
―
―
―
―
九
空
さ
衣
の
小
筑
波
嶺
ろ
の
山
の
さ
き
忘
ら
来
ば
こ
そ
汝
を
懸
け
奈

波

売

常

陸

巻

十

四

ぁ

会
津
嶺
の
国
を
さ
遠
み
逢
は
奈
波
婆
偲
ひ
に
せ
も
と
紐
結
ば
さ

ね

陸

奥

巻

十

四

特
殊
形
に
つ
い
て

＝唇一
忌一九

忌
莞

l

畳一六
雪一写

窒
芸

ひ

と

づ

ま

そ

し

か

と

な

り

き

ね

人
妻
と
あ
ぜ
か
其
を
い
は
む
然
ら
ば
か
隣
の
衣
を
借
り
て

き着

奈

波

毛

未

勘

国

巻

十

四

終

止

形

を

じ

き

い

よ

ひ

せ

あ

―
―
―
―
―
―
芸
武
蔵
野
の
小
軸
が
き
ぎ
し
立
ち
別
れ
往
に
し
宵
よ
り
夫
ろ
に
逢

は

奈

布

典

武

蔵

巻

十

四

せ

お

も

ど

く

ま

し

わ

ず

伊
香
保
夫
よ
奈
可
中
次
下
思
ひ
出
ろ
隈
こ
そ
為
つ
と
忘
れ
為
奈

布

母

上

野

巻

十

四
く

く

み

ら

っ

こ

み

せ

き
は
つ
く
の
岡
の
茎
韮
わ
れ
摘
め
ど
籠
に
も
満
た
奈
布
夫
な
と

摘

ま

さ

ね

未

勘

国

巻

十

四

ね

し

た

ぐ

も

か

む

ね

対
馬
の
嶺
は
下
雲
あ
ら
南
敷
上
の
嶺
に
た
な
び
く
雲
を
見
つ
つ

し
の偲

は

も

未

勘

国

巻

十

四

み

は

こ

う

へ

こ

と

水
く
く
野
に
鴨
の
箭
ほ
の
す
子
ろ
が
上
に
言
を
ろ
延
へ
て
い
ま

ね
だ

寝

奈

布

母

未

勘

国

巻

十

四

つ

く

ひ

す

ゆ

わ

す

月
日
や
は
過
ぐ
は
行
け
ど
も
母
父
が
玉
の
姿
は
忘
れ
為
奈
布
母

下

野

巻

二

十

福

田

古
代
日
本
語
に
現
は
れ
て
ゐ
る
動
詞
型
連
用
形
の

良

輔
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―――哭――
蚤
完

言一四
連

体

形

し

ら

ね

あ

あ

な

善
〈
遠
し
と
ふ
こ
な
の
白
嶺
に
逢
ほ
し
だ
も
逢
は
乃
敢
し
だ
も
汝
に

こ

そ

寄

さ

れ

未

勘

国

巻

十

四

ひ

も

せ

よ

る

早
哭
―
―
―
昼
解
け
ば
解
け
奈
敵
紐
の
わ
が
夫
な
に
あ
ひ
寄
る
と
か
も
夜
解

け

や

す

け

未

勘

国

巻

十

四

を

さ

ぎ

ね

ら

．

ね

こ

言
一
九
と
や
の
野
に
兎
窺
は
り
を
さ
を
さ
も
寝
奈
敏
児
ゆ
ゑ
に
母
に

こ
み

噴

ば

え

．

未

勘

国

．

巻

十

四

こ

が

か

ら

か

ぢ

ね

こ

＿
―
-
量
ま
く
ら
が
の
許
我
の
渡
り
の
唐
揖
の
音
高
し
も
な
寝
莫
敵
児
ゆ

ゑ

に

未

勘

国

巻

十

四

已

然

形

語
炎
ま
雲
し
み
配
れ
ば
訳
―
一
戸
叫
I

さ
如
奈
敵
波
心
の
緒
ろ
に
乗
り
て
麟

し

も

未

勘

国

巻

十

四

か

ら

こ

ろ

も

す

そ

か

ね

或
本
歌
日
、
韓
衣
襴
の
う
ち
交
ひ
合
は
奈
散
婆
寝
な
へ
の
か

こ

と

た

．

ら

に

言

痛

か

り

つ

も

未

勘

国

巻

十

四

た

く

ふ

す

ま

し

ら

ね

お

そ

き

拷
今
衣
白
山
風
の
寝
奈
敵
抒
母
子
ろ
が
襲
著
の
あ
ろ
こ
そ
え
し

も

未

勘

国

巻

十

四

[

）

も

ふ

ま

ま

か

も

あ

ま
を
蓋
の
節
の
間
近
く
て
逢
は
奈
散
波
沖
つ
真
鴨
の
嘆
き
ぞ
吾

が

す

る

未

勘

国

巻

十

四

右
の
諸
事
例
に
よ
っ
て
、
未
然
形
・
終
止
形
・
連
体
形
・
已
然
形
の
諸
活

用
形
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
連
用
形
の
活
用
形
に
は
問
題
が
あ
る
。
己
然
形

の
事
例
に
掲
げ
た
三
四
八
二
の
或
本
歌

ね

ナ

ヘ

ノ

ガ

ラ

ニ

こ

と

た

か

韓
衣
襴
の
う
ち
交
ひ
合
は
な
へ
ば
寝
奈
敵
乃
可
良
爾
言
痛
り
と
も

の
「
ナ
ヘ
（
甲
）
ノ
カ
ラ
ニ
」
の
「
ナ
ヘ
」
は
「
ナ
フ
」
の
体
言
形
で
、
．
そ

れ
に
格
助
詞
了
ノ
」
が
付
善
、
更
に
形
式
名
詞
「
カ
ラ
」
が
付
き
、
助
詞
「

ニ
」
が
付
い
た
も
の
、
叉
は
助
詞
「
カ
ラ
ニ
」
が
付
い
た
も
の
と
説
く
の
が

通
説
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
古
代
語
法
に
は
、
活
用
語
の
連
体
形
に
は
格
助

詞
「
ガ
」
は
自
由
に
付
い
て
ゐ
る
が
、
格
助
詞
「
ノ
」
が
付
く
事
例
は
な
い

の
で
、
佐
竹
昭
広
氏
な
ど
は
、
「
ネ
ナ
ヘ
ノ
カ
ラ
ニ
」
の
「
ネ
ナ
ヘ
」
を
既

に
活
用
語
と
し
て
の
資
格
を
失
つ
て
、
体
言
に
転
成
し
た
語
と
い
ふ
見
解
を

(
1
 

と
ら
れ
て
ゐ
る
。
已
然
形
「
ナ
ヘ
」
で
な
い
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
筆

者
は
、
古
代
日
本
語
を
渕
る
こ
と
余
り
遠
く
な
い
時
代
に
、
連
用
形
が
連
体

形
の
機
能
を
兼
ね
て
ゐ
た
痕
跡
が
あ
る
こ
と
、
し
た
が
つ
て
連
体
形
「
ナ
ヘ

」
は
連
用
形
が
連
体
形
の
機
能
を
兼
ね
て
ゐ
た
時
代
の
痕
跡
で
あ
る
こ
と
を

前
出
の
拙
文
中
に
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
「
ネ
ナ
ヘ
ノ
カ
ラ
ニ
」
の
「
ナ
ヘ

」
が
連
用
形
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
補
説
し
、
更
に
活
用
語
の
連
用
形
の
連

体
形
で
あ
る
か
、
連
用
形
の
名
詞
形
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

ひ
な
く
も
り
碓
氷
の
坂
を
古
延
志
太
爾
妹
が
恋
し
く
忘
ら
え
ぬ

か

も

防

人

歌

巻

二

十

r

.

右
の
歌
の
「
コ
エ
シ
ダ
ニ
」
は
、
従
来
普
通
は
、
「
越
え
（
連
用
形
）
し

（
助
動
詞
「
苔
」
の
連
体
形
）
だ
に
（
副
助
詞
）
」
と
解
さ
れ
て
ゐ
る
。
し

で

2

か
る
に
、
春
日
和
男
氏
に
領
聴
す
べ
き
説
が
あ
る
。
即
ち
、
副
助
詞
「
だ
に

」
に
は
活
用
語
の
連
体
形
を
承
け
た
確
実
な
事
例
が
無
い
。
し
た
が
つ
て
、

「
越
ゆ
」
の
連
用
形
「
越
え
」
に
時
・
折
を
意
味
す
る
古
代
語
、
殊
に
当
時

の
東
国
方
言
に
多
く
見
え
る
形
式
名
詞
「
し
だ
」
が
付
き
、
そ
れ
に
助
詞
「

に
」
が
付
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
現
在
の
高
知
方
言
の
「
行
キ
シ
ダ
」

「
帰
リ
シ
ダ
」
と
全
く
同
じ
構
成
法
で
、
い
づ
れ
も
熟
合
形
で
あ
り
、
「
シ

ダ
」
も
同
一
語
で
接
尾
語
的
で
あ
る
。
春
日
氏
が
従
来
の
説
を
排
し
て
、

器＝
P
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「
越
ュ
」
の
連
用
形
「
越
工
」
に
形
式
名
詞
「
シ
ダ
」
が
付
き
、
そ
れ
に
助

詞
「
二
」
炉
付
い
た
も
の
と
さ
れ
る
見
方
は
卓
見
で
あ
り
、
賛
意
を
表
す

る
。
た
だ
「
越
エ
シ
ダ
」
を
硯
在
の
高
知
方
言
の
「
行
キ
シ
ダ
」
「
帰
リ
シ

ダ
」
と
同
じ
く
、
熟
合
形
と
見
ら
れ
る
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ら
う
。

゜

「
碓
氷
の
坂
を
越
え
し
だ
に
」
と
格
助
詞
「
ヲ
」
と
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る

と
、
「
ジ
ダ
」
は
形
式
名
詞
で
あ
る
か
ら
、
「
越
ェ
」
は
連
体
形
の
機
能
か

働
い
て
ゐ
る
も
の
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
、
「
越
ェ
シ
ダ
」
は
熟

合
形
若
し
く
は
複
合
語
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
越
エ
」
と
い
ふ
活
用
形
が

一
語
と
し
て
連
体
形
の
機
能
を
表
は
し
て
、
形
式
名
詞
「
シ
ダ
」
を
修
飾
し

て
ゐ
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
連
用
形
「
越
工
」
は
連

体
形
の
機
能
を
表
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
八
世
紀
の
東
国
方

言
に
は
連
用
形
が
、
連
体
形
の
機
能
を
兼
ね
て
連
体
形
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て

ゐ
た
前
時
代
の
用
法
が
遺
つ
て
行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
苔

る。
9

口盟―――――

み

ご

と

か

な

た

障
へ
奈
弁
奴
命
に
あ
れ
ば
愛
し
妹
が
手
枕
離
れ
あ
や
に
か
な
し

も

防

人

歌

巻

二

十

の
歌
の
「
ナ
ヘ
ヌ
」
は
、
「
ナ
ヘ
」
は
「
敢
へ
」
の
方
音
、
[
<
」
は
否
定

の
助
動
詞
の
古
形
「
ぬ
」
の
連
体
と
見
る
の
が
、
従
来
の
通
説
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
は
、
下
二
段
活
「
障
フ
」
の
未
然
形
「
障
へ
」
に
否
定
の
助
動

詞
「
ナ
フ
」
の
連
用
形
「
ナ
ヘ
」
が
付
き
、
そ
れ
に
完
了
の
助
動
詞
「
ヌ
」

の
古
形
の
連
体
形
「
ヌ
」
が
付
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
殊
に
八

世
紀
の
東
国
方
言
に
事
例
が
多
い
こ
と
は
、
筆
者
が
か
つ
て
述
べ
た
と
こ
ろ

(
3
 

で
あ
る
。
且
つ
、
連
体
形
「
ナ
ヘ
」
及
び
三
四
八
一
一
の
或
本
歌
の
「
寝
な
へ

の
か
ら
に
」
の
「
ナ
ヘ
」
の
「
へ
」
は
す
べ
て
甲
類
の
散
で
表
記
さ
れ
、
己

然
形
「
ナ
ヘ
」
の
「
へ
」
も
同
じ
く
す
べ
て
「
散
」
で
表
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

し
か
る
に
、
「
障
へ
奈
弁
奴
」
の
「
弁
」
も
甲
類
の
「
へ
」
で
あ
る
。
巻
―
―

十
の
防
人
歌
に
お
い
て
諸
国
の
防
人
部
領
使
が
進
献
し
た
東
国
諸
国
の
作
者

名
明
ら
か
な
歌
に
お
い
て
は
、
甲
類
「
へ
」
は
い
づ
れ
も
「
倣
」
叉
は
「
弊

」
で
表
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
て
、
四
四
一
二
二
の
「
障
へ
奈
弁
奴
」
の
歌

は
磐
余
の
伊
美
吉
諸
君
が
抄
写
し
て
大
伴
家
持
に
賠
っ
た
「
昔
年
防
人
歌
」

八
首
中
の
一
首
で
あ
り
、
「
昔
年
防
人
歌
」
に
現
は
れ
て
ゐ
る
甲
類
の
四
つ

の
「
へ
」
は
、
す
べ
て
「
弁
」
で
表
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
東
国
方
言
に
は
も
と

も
と
甲
乙
両
類
の
音
顧
的
区
別
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
は
無
い

や
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
ナ
ヘ
」
の
「
へ
」
が
す
べ
て
甲
類
で
表
記
さ

れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
「
ナ
ヘ
」
の
東
国
音
を
表
記
し
て
あ
ろ
こ
と
に
な
る
。

と
す
る
と
、
「
障
ヘ
ナ
ヘ
ヌ
」
が
甲
類
「
弁
」
で
表
記
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と

も
、
「
ナ
フ
」
の
連
用
形
で
あ
る
こ
と
を
思
は
し
め
る
の
で
あ
る
。

四
四

0
七
の
「
越
え
し
だ
に
」
の
「
越
工
」
は
、
連
用
形
が
連
体
形
の
機

能
を
し
果
し
て
ゐ
た
時
代
の
名
残
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
連
体
形

「
ナ
ヘ
」
も
同
じ
く
連
用
形
が
連
体
形
の
機
能
を
果
し
て
ゐ
る
も
の
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
越
え
し
だ
に
」
の
「
越
ェ
」
及
び
連
体
形
「

ナ
ヘ
]
は
‘
連
体
形
が
連
用
形
と
同
形
で
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
つ
て
、
こ
障
へ
な
へ
ぬ
命
」
の
「
ナ
ヘ
」
は
、
下
二
段
「
障
フ
」
の
未

然
形
に
付
き
、
連
用
形
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の

古
形
の
連
体
形
「
ヌ
」
が
付
い
た
形
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
．

三
四
八
二
の
或
本
歌
の
「
寝
奈
蔽
乃
か
ら
に
」
の
「
ナ
ヘ
」
に
つ
い
て

は
、
前
文
中
に
す
で
に
随
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
連
用
形
「
ナ
ヘ
」
の
存

在
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
基
い
て
、
更
に
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
佐

竹
氏
も
懸
念
さ
れ
た
や
う
に
、
「
寝
な
へ
の
か
ら
に
」
の
「
ナ
ヘ
」
が
連
体

形
で
あ
り
、
そ
れ
に
助
詞
「
の
」
が
付
い
た
も
の
と
見
れ
ば
、
割
り
切
れ
な

69 



い
も
の
が
残
る
。
し
か
し
、
「
ナ
ヘ
」
を
連
用
形
の
名
詞
形
と
見
れ
ば
、
助

詞
「
の
」
が
付
く
こ
と
は
解
決
す
る
。
し
か
し
、
「
寝
ナ
ヘ
乃
」
の
「
乃
」

を
助
詞
「
の
」
を
表
記
し
た
も
の
と
見
る
限
り
に
お
い
て
、
解
決
す
る
の
で

あ
っ
て
‘
「
乃
」
が
助
詞
「
の
」
以
外
の
語
音
を
表
記
し
た
も
の
で
あ
れ

ば
、
．
別
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
乃
」
が
助
詞
「
の
」
以
外
の
語
音

を
表
記
し
て
ゐ
る
か
否
か
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
て
、
確
定
条
件
を
表
は
す
用
言
中
心
の
接
続
語
格
に
承
応
す
る
文

節
は
、
用
言
中
心
の
連
文
節
又
は
体
言
を
修
飾
す
る
連
用
修
飾
語
格
で
あ
る

、
、
、

こ
と
が
、
構
文
上
の
き
ま
り
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
三
四
八
二
の
或
本
歌
の

「
合
は
な
へ
ば
」
は
確
定
条
件
を
表
は
す
用
言
中
心
の
接
続
語
格
で
あ
る
。

ま
た
7

云
茫
は
へ
の
か
ら
に
」
の
「
カ
ラ
」
は
、
形
式
名
詞
と
見
る
こ
と
が
．

で
き
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
寝
ナ
ヘ
ノ
」
は
連
用
修
飾
語
格
の
活
用
連
語
で

あ
り
、
乙
類
「
乃
」
で
表
記
さ
れ
て
ゐ
る
「
ノ
」
は
活
用
連
語
の
連
体
形
と

考
へ
ら
れ
る
。
ま
た
、
連
用
修
飾
語
格
が
「
カ
ラ
ニ
」
に
続
く
場
合
、
活
用

語
の
連
体
形
又
は
連
体
形
に
助
詞
「
が
」
が
付
い
た
形
か
ら
続
き
、
助
詞

「
の
」
が
付
い
た
形
か
ら
続
く
事
例
は
見
当
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
が
」
と

「
の
」
と
の
機
能
的
差
異
に
基
く
も
の
と
思
は
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
ノ

」
は
助
詞
で
は
な
く
、
活
用
語
の
連
体
形
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
0

• 

「
ノ
」
が
活
用
語
の
連
体
形
と
す
れ
ば
、
助
動
詞
「
な
ふ
」
の
活
用
形
「

ナ
ヘ
」
に
付
い
て
ゐ
る
の
で
、
「
ノ
」
は
助
動
詞
の
連
体
形
と
い
ふ
こ
と
に

あ
る
。
し
か
る
に
、
東
国
方
言
で
は
周
知
の
如
く
、
連
体
形
の
語
尾
の
ウ
列

音
が
屡
々
オ
列
音
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
甲
乙
両
類
の
区
別

あ
る
音
で
は
す
べ
て
甲
類
で
あ
っ
て
、
乙
類
の
事
例
は
全
く
見
当
ら
な
い
。

ま
た
、
「
寝
な
へ
の
か
ら
に
」
の
「
ノ
」
は
助
動
詞
の
連
体
形
で
あ
り
、
中

央
語
系
の
「
ぬ
」
の
東
国
音
と
思
は
れ
る
。
中
央
語
系
で
連
体
形
が
「
ぬ
」

で
あ
る
助
動
詞
は
、
否
定
の
助
動
詞
の
古
形
「
ぬ
」
又
は
「
完
了
助
動
詞
「

ぬ
」
の
連
体
形
の
古
形
「
ヌ
」
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
否
定
の
助
動
詞
「
ぬ

」
は
未
然
形
に
付
く
。
「
寝
ナ
ヘ
」
は
未
然
形
で
は
な
い
か
ら
「
<
.
」
の
方

音
の
「
ノ
」
は
完
了
の
助
動
詞
の
連
体
形
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に

、
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
体
形
「
ヌ
」
が
「
ノ
」
と
な
っ
て
ゐ
る
東
国

方
言
の
事
例
は
、

よ

だ

壱

―
―
―
―
―
-
＃
写
さ
は
だ
な
り
努
を
（
常
陸
、
東
歌
）
―
―
―
哭
0

夜
立
ち
来
努
か
も

き

（
国
籍
不
明
、
東
歌
）
蚕
―
―
七
置
き
て
来
努
か
も
（
国
籍
不
明
、
東

き

壱

歌
）
器
0

一
置
き
て
ぞ
来
怒
や
（
信
濃
、
防
人
歌
）
器
0
1
―
―
越
え
て
来

怒
か
も
（
倍
濃
、
防
人
歌
）

で
あ
つ
て
、
い
づ
れ
も
甲
類
で
あ
る
。
「
寝
な
へ
乃
か
ら
に
」
だ
け
が
乙
類

で
あ
る
。
こ
の
事
が
「
ノ
（
乃
）
」
を
助
詞
「
の
」
に
見
る
説
の
―
つ
の
根
拠

と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
甲
類
の
「
ノ
」
を
用
ひ
る
ペ

き
と
こ
ろ
に
、
乙
類
の
「
ノ
」
を
用
ひ
た
例
が
、
巻
十
四
に
、
他
に
一
例
だ

け
あ
る
。
一
二
四

0
五
の
或
本
歌
に
「
可
美
都
気
乃
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
「
上

つ
毛
野
」
で
あ
る
か
ら
、
他
の
事
例
の
如
く
、
甲
類
で
表
記
す
べ
き
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
「
寝
な
へ
乃
か
ら
に
」
も
三
四
八
二
の
或
本
歌
で
あ
る
の

で
、
同
一
表
記
者
に
よ
っ
て
、
甲
類
「
ノ
」
を
用
ひ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
、
い

づ
れ
も
乙
類
「
乃
」
を
用
ひ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、

「
寝
ナ
ヘ
ノ
」
の
「
ノ
」
は
中
央
語
系
の
「
ヌ
」
に
相
当
す
る
言
を
表
記
し

た
も
の
で
、
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
古
形
の
連
体
形
「
区
」
の
方
音
と
見

る
べ
き
で
あ
ら
う
。
し
た
が
つ
て
、
「
寝
な
へ
の
か
ら
に
」
の
「
ナ
ヘ
」

は
、
下
二
段
活
の
「
寝
」
の
未
然
形
に
付
い
た
連
用
形
で
●
そ
の
連
用
形

に
、
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
体
形
の
古
形
「
ヌ
」
の
東
国
音
「
ノ
（
乙
）

」
が
付
き
、
更
に
「
カ
ラ
ニ
」
が
付
い
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
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か
く
て
、
下
二
段
活
の
動
詞
「
越
ゆ
」
の
連
用
形
「
越
ェ
」
が
連
体
形
の

a

機
能
を
兼
ね
て
ゐ
る
「
越
え
し
だ
に
」
と
共
に
、
助
動
詞
「
な
ふ
」
の
連
体

形
「
ナ
ヘ
」
は
、
連
用
形
「
ナ
ヘ
」
が
連
体
形
の
機
能
を
兼
ね
て
ゐ
た
時
代

の
名
残
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
な
ふ
」
は

ナ
ハ
（
未
然
）
ナ
ヘ
（
連
用
）
ナ
フ
（
終
止
）
ナ
ヘ
（
連
体
）
ナ
ヘ

（
已
然
）

と
活
用
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
独
特
の
活
用
型
式
を
有
す
る
助
動
詞
で
あ

っ
た
。

-＝
 

お

も

ゆ

物
念
は
ず
路
行
く
行
く
も
青
山
を
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
つ
つ
じ

ニ

ホ

エ

サ

カ

エ

な

花
爾
太
遥
を
と
め
桜
花
佐
可
造
を
と
め
汝
を
ぞ
も
吾
に
寄

わ

な

し

も

す
と
ふ
吾
を
ぞ
も
汝
に
寄
す
と
ふ
汝
は
い
か
に
念
ふ
や

は
、
巻
十
三
に
、
題
詞
に
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
之
集
歌
」
と
あ
る
一
―
―
―

110
九

の
問
答
体
の
長
歌
の
問
の
歌
詞
で
あ
る
。

「
爾
太
遥
」
「
佐
可
造
」
は
い
づ
れ
も
歌
詞
の
文
脈
か
ら
、
命
令
形
叉
は

已
然
形
と
見
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。
「
春
花
の
爾
太
要
盛
而
」
（
巻
一
―

+
、
翌
―
―
)
と
対
比
す
る
に
、
「
ニ
ホ
エ
」
「
サ
カ
エ
」
は
下
二
段
活
の
連

用
形
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
つ
つ
じ
花
」
「
桜
花
」
は
い
づ
れ
も
枕
詞

と
見
る
の
が
通
説
の
や
う
で
あ
る
が
、
「
物
念
は
ず
路
行
く
行
く
も
、
青
山

を
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
」
と
述
べ
て
ゐ
る
か
ら
、
青
山
に
つ
つ
じ
花
が
咲
き
映

え
、
桜
花
が
咲
き
栄
え
て
ゐ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
「
つ
つ
じ
花
」
「
桜
花
」
は
い
づ
れ
も
枕
詞
で
は
な
く
、

「
つ
つ
じ
花
」
は
「
に
ほ
え
」
の
主
語
、
「
桜
花
」
は
「
サ
カ
エ
」
の
主
語

で
あ
り
、
「
ニ
ホ
エ
」
「
サ
カ
エ
」
共
に
述
語
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
「
ニ

ホ
エ
」
「
サ
カ
エ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
体
言
「
を
と
め
」
を
修
飾
し
て
ゐ
る
か

ら
、
連
体
形
的
機
能
を
果
し
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

「
に
ほ
ゆ
」
「
さ
か
ゆ
」
の
連
体
形
は
、
「
ニ
ホ
ュ
ル
」
「
サ
カ
ュ
ル
」
で

あ
る
。
連
体
形
が
用
ひ
ら
れ
な
い
で
、
連
用
形
「
ニ
ホ
エ
」
「
サ
カ
エ
」
が

用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
東
国
方
言
に
す
で
に
見
ら
れ
た
如
く
、
連
体
形
の

分
化
以
前
に
、
連
用
形
が
連
体
形
の
機
能
を
果
し
て
ゐ
た
時
代
の
用
法
が
、

中
央
語
系
に
も
残
っ
て
ゐ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
な
ほ
、
巻
十
三

の一――――

1
0五
の
問
答
の
長
歌
に
見
え
て
ゐ
る
「
つ
つ
じ
花
香
を
と
め
、
桜
花

盛
を
と
め
」
の
「
香
」
は
「
ニ
ホ
エ
」
、
「
盛
」
は
「
サ
カ
エ
」
と
訓
む
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
問
の
歌
詞
が
全
く
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
云
ふ
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
て
、
前
時
代
の
名
残
り
と
も
い
ふ
べ
き
こ
の
や
う
な
語

法
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
問
答
の
長
歌
が
、
巻
十
一

1

一
に
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と

は
、
こ
の
長
歌
の
性
質
と
共
に
巻
十
一
二
の
性
質
を
思
は
し
め
る
も
の
が
あ

る。
八
世
紀
の
東
国
方
言
に
は
、
中
央
語
系
で
は
終
止
形
か
ら
連
な
る
助
動
詞

「
め
り
」
「
ら
し
」
が
連
用
形
か
ら
連
な
つ
て
ゐ
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
＿

忌
邑
乎
久
佐
男
と
乎
具
佐
助
丁
と
潮
舟
の
並
べ
て
見
れ
ば
乎
具
佐
可

利

馬

利

未

勘

国

巻

十

四

註
可
利
の
利
は
類
楽
古
集
に
知
と
あ
る
以
外
、
他
の
諸
古
寓
本

す
べ
て
利
と
あ
る
。

望
―
―
―
―
わ
が
妻
は
い
た
＜
古
比
良
之
欽
む
水
に
影
さ
へ
見
え
て
世
に
忘

ら

れ

ず

遠

江

防

人

歌

巻

二

十

一
二
四
五

0
の
「
可
利
馬
利
」
に
つ
い
て
は
、
諸
注
釈
書
は
類
緊
古
集
の
み

に
「
可
知
」
と
あ
る
に
従
ひ
、
「
勝
ち
」
を
表
記
し
た
も
の
と
見
て
ゐ
る
。

し
か
し
、
筆
者
は
類
緊
古
集
以
外
の
他
の
す
べ
て
の
古
写
本
に
「
利
」
と
あ
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る
に
従
っ
て
、
「
刈
り
」
を
表
記
し
た
も
の
と
し
て
歌
意
を
解
釈
す
る
。
こ

•(4 

れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
か
あ
る
。
し
か
し
、
「
勝
ち
」
「
刈
り

」
い
づ
れ
に
し
て
も
連
用
形
に
助
動
同
「
め
り
」
が
付
い
て
ゐ
る
こ
と
に
は

変
り
か
な
い
。
「
古
比
良
之
」
の
「
比
」
は
甲
類
で
あ
る
。
中
央
語
系
で
は

「
恋
ひ
」
は
上
一
一
段
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
乙
類
「
ヒ
」
で
あ
る
。
し
か
る

に
、
東
国
方
言
で
は
乙
"
1
は
大
部
分
が
甲
i
と
な
っ
て
を
り
、
他
は
も
U

と

な
っ
て
ゐ
て
、
そ
の
ま
ま
i
で
あ
る
も
の
は
僅
少
で
あ
る
。
恐
ら
く
中
央
語

系
と
同
じ
く
上
二
段
活
で
あ
っ
た
ら
う
が
、
甲
乙
両
類
の
区
別
が
な
く
、
甲

i
に
発
音
さ
れ
て
ゐ
た
た
め
に
、
甲
類
「
比
」
で
表
記
さ
れ
た
の
で
あ
ら

う
。
そ
れ
に
し
て
も
「
古
比
」
が
連
用
形
で
あ
る
こ
と
に
は
相
異
が
な
く
、

し
た
が
つ
て
「
ら
し
」
は
連
用
形
か
ら
連
な
つ
て
ゐ
る
も
の
と
見
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

か
や
う
に
、
中
央
語
系
で
は
終
止
形
か
ら
連
な
る
「
め
り
」
や
「
ら
し
」

が
連
用
形
か
ら
連
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
連
用
形
が
終
止
形
の
機
能
を
兼
ね

て
ゐ
た
時
代
の
名
残
り
が
、
ま
だ
東
国
地
方
に
は
残
っ
て
ゐ
た
も
の
と
考
へ

ら
れ
る
。
中
央
語
系
に
お
い
て
も
、
「
似
る
」
「
煮
る
」
「
見
る
」
「
着

る
」
等
の
上
一
段
活
の
動
詞
に
、
助
動
詞
「
ら
む
」
「
ら
し
」
「
べ
し
」
、

接
続
助
詞
「
と
も
」
か
し
ば
し
ば
連
用
形
か
ら
連
な
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、

古
く
は
連
用
形
か
終
止
形
の
機
能
を
兼
ね
て
ゐ
た
と
い
ふ
説
も
、
強
ち
否
定

す
る
こ
と
は
で
S

さ
な
い
。
そ
れ
に
、
ラ
変
活
の
終
止
形
が
連
用
形
と
同
じ
形

で
、
「
リ
」
で
あ
る
こ
と
も
、
古
く
は
連
用
形
が
終
止
形
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ

た
時
代
の
名
残
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
証
あ
る
古
代
日
本
語
に
お
い
て
、
終
止
形
が
連
体
形
と
同
形
で
、
終
止

形
が
連
体
形
の
機
能
を
兼
ね
て
ゐ
た
事
例
が
少
，
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
こ
と

は
、
今
更
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
こ
の
事
実
に
徴
し
て
、
連
用
形
が
終
止
形
と

同
形
で
あ
る
ラ
変
活
の
動
詞
型
活
用
語
の
存
在
や
終
止
形
か
ら
連
な
る
助
動

詞
や
助
詞
の
一
部
が
連
用
形
か
ら
連
な
る
こ
と
も
、
文
証
あ
る
古
代
を
余
り

湖
る
こ
と
の
な
い
時
代
に
お
い
て
、
連
用
形
が
終
止
形
の
機
能
を
兼
ね
て
ゐ

た
時
代
が
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
苔
よ
う
。
し
か
し
て
、
こ
の
事

は
、
連
用
形
が
連
体
形
の
機
能
を
兼
ね
て
ゐ
た
痕
跡
が
古
代
日
本
語
中
に
残

つ
て
ゐ
る
事
実
と
併
せ
て
考
へ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
か
や
う
に
考
へ
る

と
、
日
本
語
動
詞
の
活
用
形
の
分
化
・
成
宣
に
お
い
て
、
連
用
形
が
基
本
形

と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
て
、
古
代
日
本
語
に
お
い
て
、

上
一
段
活
・
上
一
一
段
活
・
下
一
一
段
活
の
動
詞
は
、
連
用
形
と
命
令
形
と
は
同

形
で
あ
り
、
四
段
活
・
カ
変
活
・
サ
変
活
・
ナ
変
活
も
文
献
以
前
に
お
い

て
、
連
用
形
と
命
令
形
と
が
同
形
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
痕
跡
が
あ
る
。

恐
ら
く
、
ラ
変
活
の
動
詞
も
連
用
形
と
命
令
形
と
が
同
形
で
あ
っ
た
時
代
が

あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
話
す
」
と
い
ふ
行
為
は
、
言
語
対
話
者
へ

「
話
し
か
け
る
こ
と
」
「
呼
び
か
け
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
命
令
す
る
こ
と

」
も
一
種
の
「
呼
び
か
け
」
で
あ
ら
う
。
し
た
が
つ
て
、
連
用
形
と
命
令
形

と
が
同
形
で
あ
る
こ
と
は
、
連
用
形
が
動
詞
活
用
の
基
本
形
で
あ
り
、
連
用

形
即
命
令
形
を
基
本
形
と
し
て
そ
の
他
の
活
用
形
は
、
分
化
・
成
立
し
た
も

の
と
考
へ
ら
れ
る
。
日
本
語
動
詞
の
活
用
形
は
、
連
用
形
即
命
令
形
が
基
本

形
で
あ
り
、
諸
活
用
形
の
成
立
中
最
も
早
く
成
立
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

八
世
紀
の
東
国
方
言
の
み
に
現
は
れ
る
否
定
助
動
詞
「
な
ふ
」
の
連
用
形

は
「
な
へ
」
で
あ
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
や

は
り
東
国
方
言
に
の
み
現
は
れ
る
「
な
な
」
と
い
ふ
形
に
つ
い
て
、
語
法
上

の
疑
問
が
あ
る
。
先
づ
、
東
歌
及
び
防
人
歌
に
お
い
て
「
な
な
」
と
い
ふ
形

四
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が
現
は
れ
る
歌
を
列
挙
し
よ
う
。

東

歌

に

ひ

た

や

ま

ね

つ

ャ

ょ

①―――四
0

〈
新
田
山
寝
に
は
着
か
奈
那
我
に
寄
そ
り
は
し
な
る
子
ら
し
あ

か
な

上

野

や
に
愛
し
も

も

・

う

ら

か

せ

と

こ

は

を

⑨
―
―
―
四
―
―
―
六
し
ら
と
ほ
ふ
小
新
田
山
の
守
る
山
の
未
枯
れ
為
那
奈
常
薬
に

も

が

も

上

野

せ

⑱
＝
璽
七
悩
ま
し
け
人
妻
か
も
よ
漕
ぐ
舟
の
忘
れ
は
為
奈
那
い
や
思

ひ

ま

す

に

未

勘

国

・

防

人

歌

0

醤
一
〈
わ
が
門
の
只
喧
叩
豆
こ
と
瞬
わ
が
手
崖
れ
奈
奈
駈
ロ
ザ
洛
ち

も

か

も

武

蔵せ
つ

く

し

う

つ

く

お

び

と

伺
醤
―
―
―
―
わ
が
夫
な
を
筑
紫
へ
や
り
て
愛
し
み
帯
は
解
か
奈
奈
あ
や
に

ね

か

も

寝

も

武

蔵

せ

つ

く

し

う

つ

く

え

ぴ

と

⑱
醤
―
―
〈
わ
が
夫
な
を
筑
紫
は
や
り
て
愛
し
み
帯
（
叡
比
）
は
解
か
奈

ね

奈

あ

や

に

か

も

寝

む

昔

年

防

人

歌

こ
れ
ら
の
事
例
に
お
け
る
「
ナ
ナ
」
は
、
否
定
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然

形
「
ナ
」
に
、
未
然
形
に
付
い
て
話
手
自
身
が
ど
う
し
た
い
と
希
望
す
る
意

味
を
表
は
す
助
詞
「
な
」
が
付
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
武
田
祐

吉
博
士
も
「
万
葉
集
全
註
釈
」
で
そ
の
や
う
に
見
て
を
ら
れ
る
。
⑨
の
「
守

る
山
の
」
ま
で
は
序
詞
で
あ
る
。
「
末
枯
れ
せ
な
な
」
は
二
人
の
間
の
愛
情

が
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
を
歌
の
作
者
自
身
が
願
ふ
意
味
か
、
作
者
自
身
が

い
つ
ま
で
も
老
い
な
い
で
若
々
し
く
あ
る
こ
と
を
願
ふ
の
か
決
め
難
い
が
、

い
づ
れ
に
し
て
も
話
手
即
ち
作
者
自
身
の
行
為
に
対
す
る
希
望
で
あ
る
。
国

と
側
と
は
同
歌
の
異
伝
と
思
は
れ
る
が
、
こ
の
両
歌
も
⑱
の
歌
も
、
「
ナ
ナ

」
の
下
の
「
ナ
」
が
作
者
自
身
の
行
為
に
対
す
る
希
望
を
表
は
す
助
詞
「
な

」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
も
「
自
分
が
椿
の
花
に
手
を
触
れ
た

な
ら
ば
、
椿
の
花
が
地
に
落
ち
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
椿

の
花
に
手
触
れ
た
く
な
い
」
と
い
ふ
意
味
で
、
作
者
自
身
が
椿
の
花
を
愛
借

し
て
ゐ
る
情
を
表
は
し
て
ゐ
る
。
や
は
り
「
ナ
ナ
」
の
下
の
「
ナ
」
は
、
話

手
即
ち
作
者
自
身
の
行
為
に
対
す
る
希
望
を
表
は
す
も
の
と
解
し
て
差
支
ヘ

な
い
。
①
の
「
ね
に
は
着
か
な
な
」
の
「
ネ
」
は
山
の
嶺
に
寝
を
云
ひ
掛
け

た
も
の
と
思
は
れ
、
ま
た
そ
れ
に
誉
喩
が
入
り
込
ん
で
ゐ
る
と
思
は
れ
て
、

表
現
内
容
を
明
確
に
捕
捉
し
難
い
。
し
か
し
、
上
二
句
は
、
武
田
祐
吉
博
士

の
解
さ
れ
た
や
う
に
「
他
の
嶺
に
は
続
か
な
い
で
い
た
い
の
意
。
他
の
配
偶

(
5
 

者
を
得
な
い
で
い
た
い
と
の
意
」
に
も
解
せ
ら
れ
、
ま
た
、
自
分
自
身
が
寝

た
く
な
い
と
も
、
更
に
共
寝
を
し
た
く
な
い
と
も
解
さ
れ
な
い
こ
と
は
な

い
。
し
か
し
て
、
右
の
「
ナ
ナ
」
の
事
例
の
見
え
る
六
首
の
中
、
①
を
除
い

た
他
の
五
首
に
お
い
て
は
、
「
ナ
ナ
」
の
下
の
「
ナ
」
は
、
話
手
即
ち
作
者

自
身
の
行
者
に
対
す
る
話
手
の
布
望
を
表
は
す
助
詞
「
な
」
と
見
た
方
が
無

理
が
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
い
の
「
ナ
ナ
」
も
、
例
へ
ば
武
田
博
士
の
如

く
、
他
の
五
首
の
「
ナ
ナ
」
と
同
じ
も
の
に
解
す
る
こ
と
も
強
ち
否
定
し
難

い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
右
の
六
首
の
歌
の
文
脈
や
構
文
の
上
か
ら
云
つ
て

も
、
「
ナ
ナ
」
で
文
が
終
止
し
て
ゐ
る
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
‘

ね

あ

よ

ひ

こ

唇
ハ
一
あ
ぜ
と
云
へ
か
さ
寝
に
吾
は
な
く
に
ま
日
暮
れ
て
夜
な
は
来
奈

東
歌
・

9

.

爾

に

明

け

ぬ

し

だ

来

る

．

あ

づ

さ

ゆ

み

す

す

ね

忌
盆
梓
弓
末
に
玉
ま
き
か
く
為
為
ぞ
寝
莫
奈
な
り
に
し
奥
を
か
ぬ

．

東

歌

、

9

か
ぬ

注
莫
奈
は
、
元
・
類
二
四
等
の
諸
本
に
従
ふ
。

三
四
八
七
の
「
寝
莫
奈
」
は
「
寝
」
に
否
定
の
助
動
詞
の
原
形
「
な
」
が

語
幹
と
し
て
付
き
、
更
に
提
示
・
強
調
を
表
は
す
助
詞
「
な
」
が
付
い
た
も
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の
で
あ
ら
う
。
否
定
の
助
動
詞
の
原
形
が
「
な
」
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に

先
人
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
形
容
詞
の
語
幹
が
「
な
」
で
あ
る

こ
と
、
禁
止
を
表
は
す
副
詞
「
な
」
や
助
詞
こ
な
」
の
存
在
か
ら
推
定
さ
れ

る。
三
四
八
七
の
「
寝
莫
奈
」
の
「
寝
莫
」
は
、
「
寝
」
に
形
容
詞
「
な
し
」

の
語
幹
、
禁
止
の
副
詞
「
な
」
、
禁
止
の
助
詞
「
な
」
と
語
原
を
同
じ
う
す

る
「
ナ
」
が
付
い
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
「
ナ
」
は
、

ナ
ニ
<
<
ネ
と
活
用
し
た
古
形
の
否
定
の
助
動
詞
の
活
用
形
の
「
ナ
」
で
あ

り
、
こ
の
ロ
ノ
」
か
ら
ニ
ヌ
ネ
等
の
活
用
形
は
分
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
す
で
に
説
か
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
語
幹
の
「
ナ
」
か
そ
の
ま
ま

で
、
体
言
と
し
て
も
活
用
語
と
し
て
も
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
時
代
の
用
法
の
名

残
り
で
あ
る
。
ド
の
「
ナ
」
は
提
示
・
強
調
を
表
は
す
助
詞
「
な
」
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
「
寝
ナ
ナ
ナ
リ
ニ
シ
」
は
「
寝
な
い
こ
と
に
ぞ
な
っ
た
」
の

意
味
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
新
田
山
寝
に
は
着
か
な
な
」
以
下
の
六
首

に
現
は
れ
て
ゐ
る
「
ナ
ナ
」
と
は
、
下
の
「
ナ
」
が
異
な
っ
て
ゐ
る
。

こ

三
四
六
一
の
「
来
な
に
」
の
「
ナ
」
も
や
は
り
「
寝
な
な
」
の
上
の
「
ナ

」
と
同
じ
く
、
禁
止
・
否
定
の
原
形
「
ナ
」
が
そ
の
ま
ま
用
ひ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
「
来
ぬ
に
」
の
「
く
」
に
相
当
す
る
か
、
「
文
」
の
方
音
で
は
な

く
、
活
用
形
の
分
化
以
前
の
原
形
の
「
ナ
」
が
用
ひ
ら
れ
た
も
の
と
思
は
れ

る。
し
た
が
つ
て
、
八
恨
紀
の
東
国
方
言
に
限
り
現
は
れ
て
ゐ
る
否
定
の
助
動

詞
「
な
ふ
」
の
連
用
形
は
「
ナ
ヘ
」
で
あ
っ
て
、
一
歩
譲
つ
て
「
寝
な
な
な

り
に
し
」
の
「
ナ
ナ
」
、
「
来
な
に
」
の
「
ナ
ニ
」
が
か
り
に
連
用
形
的
で

あ
る
こ
と
を
認
め
て
も
、
そ
れ
は
「
な
ふ
」
の
連
用
形
と
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
や
う
で
あ
る
。
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