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「名
づ
け
る
」

「呼
ぶ

・
い
う
」
の
引
用
論

（
一
）

１
　
小
稿
で
は
、
引
用
句

「～
卜
」
と
述
部
が
結
び
つ
く

「引
用
」
の
表

現
の
う
ち
、
次
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
も
の
を
採
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

①
　
こ
の
車
を
キ
ツ
ツ
キ
号
と
名
づ
け
る
／
命
名
す
る
。

②
　
・…
、

な
か
に
は
、
大
き
な
ポ
ロ
の
玉
の
よ
う
な
も
の
を
木
で
つ

く
っ
て
、
油
翻
翻
ｇ
側
劃
剛
引
留
づ
け
、
杖
を
ふ
り
あ
げ
な
が
ら
、

「打
て
、
踏
め
」
な
ど
と
叫
ん
で
、
当
る
べ
か
ら
ぎ
る
勢
い
を
示
す

や
つ
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
始
末
で
あ
る
。

金

田
清
置
「
７
霊
藁
半
家
」
）

③
　
五
輪
塔
は
、
正
面
を
発
心
門
と
呼
び
、
向
が

っ
て
左
を
修
行
門
、

裏
を
涅
槃
門
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

（福
原
堂
礎

「お
墓
の
謎
と
常
識
」
）

④
　
わ
た
し
は
こ
れ
を

「す
り
鉢
文
化
圏
」
と
呼
ん
で
い
る
。

（森
枝
卓
士

「カ
レ
ー
ラ
イ
ス
と
日
本
人
」
）

⑤

東
と
い
え
ば
、
皇
太
子
の
こ
と
を
、

「東
宮
」
と
言
っ
た
。

（森
田
良
行

「日
本
語
を
み
が
く
小
辞
典
∧
名
詞
篇
∨
」
）

⑥

一信
濃
の
国
海
野
白
取
の
庄
に
住
ん
で
い
た
海
野

一
族
の
先
祖
は
幸

藤

田

　

…

明
と
い
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（花
田

「小
説
平
家
」
）

⑦
　
「米
」
の
字
は
八
十
八
に
分
解
で
き
る
か
ら
、
八
十
八
歳
の
賀
を

「米
寿
」

「米
の
祝
い
」
と
称
す
る
。

（森
田

「日
本
語
を
み
が
く
小
辞
典
∧
名
詞
篇
∨
」
）

す
な
わ
ち
、

「名
づ
け
る
」

「命
名
す
る
」

「呼
ぶ
」

「
い
う
」

「称

す
る
」
の
よ
う
な
動
詞
を
述
語
と
し
、
そ
れ
と
結
び
つ
く
．引
用
句

「～
卜
」

に
、
一号
り
、
名
づ
け
ら
れ
、
呼
ば
れ
る
対
象
の
呼
び
名
が
示
さ
れ
る
よ
う

な

「引
用
」

（こ
れ
を
以
下
で
は

「呼
び
名
を
引
ぐ

『引
用
』
」
と
い
う

こ
と
に
す
る
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

こ
の
種
の
、
呼
び
名
を
引
く

「引
用
」
は
、
右
に
見
る
と
お
り
、
基
本

的
に
、
呼
ば
れ
る
対
象
を
ヲ
格
聾
不
し
、
呼
び
名
を
引
用
句

「～
卜
」
に

引
い
て
、

「
Ｘ
ヲ
Ｙ
卜
∧
述
語
動
詞
ｖ
」
の
構
文
を
と
る
も
の
と
い
え
る

（１
）。
以
下
で
も
、
専
ら
そ
の
種
の
も
の
に
対
象
を
し
ば
っ
て
考
え
る
こ

と
に
し
た
い
。
　
　
　
　
　
‐

こ
の
種
の

「引
用
」
は
、
以
下
の
検
討
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、　
一
般

の
典
型
的
な

「引
用
」
と
は
か
な
り
性
格
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
小
稿



で
は
、
ま
ず
こ
の
点
を
掘
り
下
げ
て
考
え
、
筆
者
の
引
用
論
に
お
い
て
こ

の
種
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ

る
こ
と
に
す
る
。

ま
た
、
こ
の
種
の

「引
用
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
い
く
ら
か
の
研
究
が

あ
る
が
、
な
お
十
分
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の

稿
で
の
分
析
を
承
け
、
続
稿
で
は
こ
の
種
の

「引
用
」
の
よ
り
立
ち
入
っ

た
分
析

・
記
述
を
試
み
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

２
１
１
　
と
こ
ろ
で
、
近
年
で
は
、
述
語
に
か
か
る
諸
成
分
の
う
ち
、
そ

れ
が
な
く
て
は
表
現
が
不
適
格
に
な
っ
て
し
ま
う
必
猜
籍
当
褐
〕成
分
乏
、

そ
れ
が
あ
れ
ば
表
現
が
詳
し
く
な
る
が
、
な
く
て
も
表
現
が
不
適
格
に
な

る
も
の
で
は
な
い
任
意
の
修
飾
成
分
と
を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
述
語
動

詞
に
と
っ
て
必
須
補
語
的
な
成
分
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
い
う
語
彙
―
文
法
的
発
想
か
ら
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
こ
う
し
た

考
え
方
は
、
必
須
補
語
の
認
定
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、　
一
応

の
妥
当
性
を
持
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
す

る
と
、
こ
の
種
の
、
呼
び
名
を
引
く

「引
用
」
は
注
目
す
べ
き
も
の
と
な

っ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
種
の

「引
用
」
の
表
現
に
お
い
て
は
、

「～
卜
」
は
述
語
に
と
っ
て
明
ら
か
に
必
須
の
補
語
で
あ
る
と
い
わ
ぎ
る

を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

①

・
ａ
　
こ
の
車
を
キ
ツ
ツ
キ
号
と
名
づ
け
る
。

①

・
ｂ
？
こ
の
車
を
名
づ
け
る
。

③

・
ａ
　
こ
れ
を

「
‐
引
引
釧
文
個
固
『
ｄ
呼
ん
で
い
る
。

③

・
ｂ
＊
こ
れ
を
呼
ん
で
い
る
。

述
語
が
ど
の
よ
う
な
必
須
補
語
を
と
る
の
か
と
い
う
考
察
の
一
環
と
し

て
、
こ
の
種
の

「引
用
」
を
あ
る
程
度
立
ち
入
っ
て
検
討
し
た
も
の
と
し

て
は
、
益
岡
隆
志

（
一
九
八
七
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
右
の
よ
う
な
研
究

の
流
れ
を
承
け
た
も
の
で
あ
り
、　
一
つ
の
今
日
的
水
準
を
示
す
も
の
と
い

え
よ
う
。

益
岡
は
、
必
須
補
語
的
成
分
を
、

「項
」

（
一
般
に
必
須
の

「格
成
分
」

と
呼
ぶ
も
の
に
あ
た
る
）
と

「副
詞
的
補
足
語
」
と
に
区
別
し
、
後
者
を

更
に
、　
ヨ
副
製
巴

と

「連
用
語
」

（日
言
の
連
用
形
の
形
を
と
る
も
の
）

に
分
け
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

∧
引
用
語
を
取
る
述
語
に
は
、
主
と
し
て
、
次
に
挙
げ
る
２
種
の
動

詞
が
あ
る
。
１
つ
は
、
…
…

「呼
ぶ
」

「
言
う
」

「名
付
け
る
」

「題
す
る
」

「名
乗
る
」
等
の

「命
名
動
詞
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
タ

イ
プ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
動
詞
を
述
語
と
す
る
表
現
は
、
項
と
し
て

表
現
さ
れ
る
対
象
へ
の
名
付
け
を
要
求
す
る
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
補

足
語
と
し
て

「引
用
語
」
が
必
要
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
・

引
用
語
を
伴
う
も
う
１
つ
の
タ
イ
プ
は
、
…
…

「評
価
す
る
」

「認
め
る
」

「考
え
る
」

「
み
る
」
等
の

「認
識
動
詞
」
と
で
も
言

う
べ
き
動
詞
で
あ
る
。
∧
例
文
略
ｖ

こ
れ
ら
の
表
現
に
お
い
て
は
、
引
酎
釜
呻が
、
対
象
と
な
る
名
詞
の

何
ら
か
の
属
性
を
、
引
用
語
の
形
式
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
Ｖ
（２
）

益
岡
の
研
究
は
、
呼
び
名
を
引
く

「引
用
」
の
構
造
を

「述
語
句
の
基

本
的
構
成
」

一
般
の
中
で
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
、
相
応
の
意

―-46-―



義
を
認
め
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
右
に
引
い
た
部
分
よ
り
以
下
の
分

析
も
含
め
て
な
お
考
慮
す
べ
き
点
が
残
さ
れ
る
。

議
論
石
具
体
的
に
す
る
た
め
に
、
益
岡
が

「命
名
動
詞
」
と
呼
ん
だ
も

の
の
代
表
と
し
て

「名
づ
け
る
」
、

「認
識
動
詞
」
と
呼
ん
だ
も
の
の
代

表
と
し
て

「考
え
る
」
を
採
り
上
げ
て
み
る
。
こ
れ
ら
は

「
Ｘ
ヲ
Ｙ
卜
名

ゾ
ケ
ル
」

「
Ｘ
ヲ
Ｙ
卜
考
エ
ル
」
の
よ
う
に
と
も
に

「
Ｘ
ヲ
Ｙ
卜
∧
述
語

動
詞
Ｖ
」
構
文
を
と
る
。
右
の
益
岡
の
説
明
も
、
そ
う
し
た
具
体
的
な
構

文
を
念
頭
に
置
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
了
解
さ
れ
よ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
結
局
益
岡
の

「命
名
動
詞
」
を
述
語
と
す

る
構
文
も
、

「認
識
動
詞
」
を
述
語
と
す
る
構
文
も
、
パ
タ
ン
と
し
て
は

同
じ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
と
す
る
と
、
両
者
が
ど
う
い
う
点

で
共
通
性
を
も
つ
と
と
も
に
、
ま
た
、
ど
う
い
う
点
で
差
異
性
を
も
つ
の

か
を
、
文
法
的
事
実
を
ふ
ま
え
て
あ
る
程
度
突
っ
込
ん
で
検
討
す
る
こ
と

が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
が
な
お
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
い
く
ら
か
そ
の
点
に
立
ち
入
っ
た
検
討
を
考
え
る

こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
種
の
、
呼
び
名
を
引
く

「引
用
」
の
文
法
的
性
格

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

２
！
２
　
「
Ｘ
ヲ
Ｙ
卜
名
ゾ
ケ
ル
」
の
類
と

「
Ｘ
フ
Ｙ
卜
考
エ
ル
」
の
類

に
つ
い
て
は
、
第

一
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
つ
ま
り
、
と
も
に
、

「
Ｘ
ガ
Ｙ
デ
ア
ル
」
と
い
う
主
辞
―
賓
辞
的
意
味
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な

る
二
項
Ｘ

・
Ｙ
を
、
フ
格
と
引
用
句
で
分
析
的
に
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
は
、
両
者
は
同
様
と
い
え
る
。

し
か
し
、
両
者
の
間
に
は
―
―
益
岡
が
先
の
引
用
の
部
分
以
下
で
指
摘

し
た
点
（３
）な
ど
よ
り
も
―
―
重
大
な
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、

「
Ｘ
フ
Ｙ
卜
考
エ
ル
」
は
、

「
Ｘ
ヲ
Ｙ
ダ
ト
考
エ
ル
」
の

よ
う
に
、
Ｙ
が
名
詞
的
な
語
句
の
場
合
Ｙ
に

「ダ
」
を
加
え
る
こ
と
が
で

き

る

の

に

対

し

、

「
Ｘ

ヲ

Ｙ

卜

名

ゾ

ケ

ル

」

は

、

「
Ｘ

ヲ

Ｙ

ダ

ト

名

ヅ

ケ

ル
」
と
書
き
直
す
と
、
ふ
？
つ
不
自
然
に
な
る
。

③

・
ａ
　
そ
の
男
を
和
博
と
考
え
る
。

③

・
ｂ
　
そ
の
男
を
和
博
だ
と
考
え
る
。

①

・
ａ
　
こ
の
車
を
キ
ツ
ツ
キ
号
と
名
づ
け
る
。

①

。
Ｃ
？
こ
の
車
を
キ
ツ
ツ
キ
号
潤
と
名
づ
け
る
。

こ
れ
は
、

「名
づ
け
る
」
の
場
合
に
限
ら
ず
、
呼
び
名
を
引
く

コ引
用
」

一
般
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

③

・
ａ
　
五
輸
塔
は
正
面
を
発
心
門
と
呼
ぶ
。

③

・
ｂ
？
五
輪
塔
は
正
面
を
発
心
門
だ
と
呼
ぶ
。

実
は
、
こ
の
点
は
既
に
三
上
章

（
一
九
五
三
）
の
次
の
よ
う
な
指
摘
に

お
い
て
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

∧

「何
々
上
一三ロウ
」
に
更
に
二
つ
の
場
（口が
あ
る
。
単
語
を
受
け
る

場
合
と
陳
述

（
セ
ン
テ
ン
ス
）
を
受
け
る
場
合
で
あ
る
。
前
者
は

「
卜
名
フ
ケ
ル
」
卜
称
ス
ル
」
卜
呼
ブ
」
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も

話
法
と
は
言
え
な
い
。
Ｖ
（４
）

右
の
趣
旨
を
り
蚕
円
Ｌ
不
せ
ば
、

，）
」
で
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
こ
の
三
上
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
、

「
Ｘ

ヲ

Ｙ

卜

名

ヅ

ケ

ル

」

の

類

と

「
Ｘ

ヲ

Ｙ

卜

考

エ

ル

」

の

類

で

は

「
Ｙ

卜
」
と
い
う
引
耐
一句
が
質
的
に
異
な
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
も
の
だ
か

―-47-―



ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
更
に
次
の
よ
う
な
事
実
か
ら
も
了
解
さ
れ
る
。

「
Ｘ

ヲ

Ｙ

卜

名

ヅ

ケ

ル

」

と

「
Ｘ

ヲ

Ｙ

卜

考

エ

ル

」

を

比

べ

る

な

ら

、

後
者
が
ふ
つ
う

「
Ｘ
ガ
Ｙ

（ダ
）
卜
考
エ
ル
」
の
よ
う
に
書
き
直
せ
る
の

に
対
し
、
前
者
を

「
Ｘ
ガ
Ｙ

（ダ
）
卜
名
フ
ケ
ル
」
の
よ
う
に
書
き
直
す

こ
と
は
、　
一
般
に
不
自
然
で
あ
る
。

③

・
ａ
　
そ
の
男
を
和
博
と
考
え
る
。

）^
。
Ｃ
　
そ
の
男
が
和
博

（だ
）
と
考
え
る
。

①

・
ａ
　
こ
の
車
を
キ
ツ
ツ
キ
号
と
名
づ
け
る
０

①

・
ｄ
？
こ
の
車
が
キ
ツ
ツ
キ
号

（だ
）
と
名
づ
け
る
。

①

・
ｄ
の
よ
う
な
表
現
が
全
く
不
自
然
に
な
る
と
は
言
え
な
い
場
合
も

あ
る
が
、
通
常
こ
う
し
た
表
現
は
お
か
し
く
思
え
る
。
三
上
が
述
べ
た
よ

う
に
、

「～
卜
名
ヅ
ケ
ル
」
等
で
は
引
用
旬
の
内
部
に
く
る
の
が

「単
語
」

相
当
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
点
で
も
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。

「
Ｘ
ヲ
Ｙ
卜
名
ゾ
ケ
ル
」
の
よ
う
な
構
文
で
は
、
引
用
句

「
Ｙ
卜
」

に
ひ
か
れ
る
語
句
に
は
セ
ン
テ
ン
ス
の
述
語
と
し
て
事
柄
を
一一一一口い
定
め
る

よ
う
な
性
格
は
乏
し
い
。
フ
格
Ｌ
小
さ
れ
る
対
象
と
、
呼
び
名
と
し
て
関

係
づ
け
ら
れ
る
単
語
が
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

２
‥
３
　
こ
の
よ
う
に
、

「
Ｘ
フ
Ｙ
卜
名
フ
ケ
ル
」
の
類
と

「
Ｘ
フ
Ｙ
ト

考
エ
ル
」
の
類
と
で
は
、

「
Ｘ
卜
」
の
性
格
が
異
な
り
、
文
法
的
な
振
舞

い
が
相
違
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
本
質
的
相
違
に
由
来
す
る

と
考
，各
ら
れ
る
。

「考
え
る
」

「認
め
る
」

「思
う
」
や
、
あ
る
い
は

「言
う
」

「述
べ

る
」
等
思
惟

。
発
話
を
あ
ら
わ
す
動
詞
は
、
い
ず
れ
も
引
用
句

「～
卜
」

の
み
を
思
惟

。
発
一一〓口の
内
実
を
補
足
す
る
成
分
と
し
て
と
る
次
の
よ
う
な

構
造
を
形
成
す
る
。
こ
う
し
た
構
造
が
最
も
典
型
的
で
一
般
に
目
に
す
る

「引
用
」
の
構
造
と
い
え
よ
う
。

⑨

智
子
は
善
行
は
お
し
ゃ
べ
９
だ
と
言
っ
た
。

⑩

謙
介
は
、
も
の
好
き
だ
と
言
っ
た
。

⑪
　
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
刀
例
闘
洲
朝
引
劉
ｄ
考
え
た
／
思
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も

「言
っ
た
」
と
か

「思
っ
た
」
と
か
い
う
行
為

は
、
事
実
と
し
て
は
、
右
の
例
な
ら
、

「善
行
は
お
し
ゃ
べ
り
だ
」

「も

の
好
き
だ
」

「万
物
は
流
転
す
る
」
と
い
っ
た
発
話
や
思
惟
に
他
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
事
実
と
し
て
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
発
話
さ
れ
、
思
惟
さ
れ
た

コ
ト
パ
の
み
で
あ
る
。

⑨

・
ａ
　
善
行
は
お
し
ゃ
べ
り
だ
。

⑩

・
ａ

も
２
暫
さ
だ
。

⑪

・
ａ
　
万
物
は
流
転
す
る
。

ま
さ
に
、
発
話

・
思
惟
と
は
、
事
実
と
し
て
は
言
塁
中記
号
を
運
用
し
て
、

こ
う
し
た
一
ま
と
ま
り
の

（専
ら
判
断
的
内
容
の
）
記
号
列

（
セ
ン
テ
ン

ス
）
を
連
ね
て
い
く
こ
と
に
本
質
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
事
実

と
し
て
あ
る
発
話

・
思
惟
の
コ
ト
パ
を
指
し
て

「…
…
卜
言
ウ
」

「…
…

卜
周
劇
」
と
名
づ
け
る
構
造
が
⑨
⑩
①
の
典
型
的
な

コ引
用
」
で
あ
り
、

逆
に
見
る
な
ら
、
そ
う
し
た
構
造
は
、
述
語
の
示
す
行
為
の
事
実
レ
ベ
ル

で
の
実
質
を
引
用
句
が
述
語
に
照
合
す
る
形
で
引
い
て
き
た
も
の
と
い
え

２つ
。さ

ら
に
、
こ
う
し
た
ａ
の
よ
う
な
事
実
レ
ベ
ル
の
発
話
Ｆ
思
惟
の
コ
ト
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バ
は
、
③
⑩
⑪
の
よ
う
に
そ
の
ま
ま

一
ま
と
ま
り
で
引
い
て
く
る
こ
と
も

で
き
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ネ
ク
サ
ス
的
に
分
析

（あ
る
い
は
、
⑩

・

ｂ
の
よ
う
に
補
足
）
し
て
、

「
Ｘ
ヲ
Ｙ
卜
…
…
」
の
形
式
を
と
っ
て
、
対

象
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
判
断

二
菖
及
と
い
う
形
で
示
す
こ
と
も
で
き
る
。

③

・
ｂ
　
・智
子
は
善
行
を
お
し
ゃ
べ
り

（だ
）
と
言
っ
た
。

⑩

・
ｂ
　
・謙
介
は
二
時
間
も
サ
ウ
ナ
に
入
っ
て
い
る
連
中
を
も
の
好
き

だ
と
言
っ
た
。

①

・
ｂ
　
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
万
物
を
流
転
す
る
と
考
え
た
／
思
っ
た
。

こ
う
し
た
分
析
化
を
森
山
卓
郎
は
、　
ヨ
引
零
客
″の
繰
り
出
し
」
と
呼

ん
で
い
る
が
（５
）、
要
す
る
に
実
際
の
発
話
を
引
い
て
述
べ
る
に
際
し
て

は
、
そ
れ
を
総
合
的
に
も
分
析
的
に
も
示
せ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。

「
Ｘ
ヲ
Ｙ
卜
考
エ
ル
」
の
よ
う
な
パ
タ
ン
は
、
従
っ
て
、
現
実
に
表

出
さ
れ
た
文
的
な
記
号
列
を
分
析
的
に
だ
が
引
い
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、

「
Ｘ
卜
」
に
文

（の
述
部
）
的
性
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
当
然
な
の
で

あ
る
（６
）。

一
方
、

「名
づ
け
る
」

「呼
ぶ
」
の
よ
う
な
動
詞
が
対
象
の
呼
び
名
を

一不
す
形
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、
通
常

「
Ｘ
ヲ
Ｙ
卜
名
ヅ
ケ
ル
」
の
よ
う
な

分
析
的
な
形
で
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、

⑫
・　
な
か
で
も
お
で
ん
の

「常
夜
燈
」
は
、
常
連
の
俳
優
森
繁
久
弥
さ

ん
が

「
こ
ん
な
う
ま
い
も
ん
は

多関
東
だ
き
ク
や
な
い
。　
諮
里
幽
だ

き
ク
や
」
と
命
名
し
た
話
で
有
名
だ
。

（Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
　
ｍ
９

（
一
九
八
九

。
二
・
二
八
じ

の
よ
う
に
、
引
用
句
に
一
連
の
発
話
を
ひ
い
た
文
的
ま
と
ま
り
が
く
る
こ

と
が
な
く
は
な
い

（従
っ
て
、
先
の
①

・
ｄ
な
ど
も
全
く
不
可
で
は
な
い
）

が
、
決
し
て
一
般
的
な
用
法
で
な
く
、
異
和
感
が
残
る
人
も
あ
る
だ
ろ
う
。

要
す
る
に
、

「名
づ
け
」
と
い
っ
た
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
は
、
言
塁
“

記
号
を
運
用
し
て
連
ね
て
い
く
と
こ
ろ
に
本
質
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

対
象
と
一言皇

記̈
号
と
い
う
二
者
の
間
に
指
τ
示
さ
れ
る
も
の
と
指
し
示
す

も
の
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
こ
と
に
本
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

同

じ

「
Ｘ

ヲ

Ｙ

卜

…

…

」

の

構

造

を

と

っ

て

も

、

こ

ち

ら

の

「
Ｙ

卜

」

は

、

現
実
に
表
出
さ
れ
た
文
の
断
片
を
引
ぐ
も
の
で
な
く
、
対
象
に
あ
て
は
め

る
た
め
に
レ
キ
シ
コ
ン
か
ら
と
り
出
さ
れ
た
り
、
そ
の
場
で
形
成
さ
れ
た

「単
語
」
を
あ
げ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
文
的
な
性
格
を
帯
び
な
い
の

で
あ
る
。

３
　
以
上
の
よ
う
に
掘
り
下
げ
て
み
る
と
、
呼
び
名
を
引
く

「引
用
」
が

一
般
の

コ
コ
用
」
と
か
な
り
異
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た

コ
コ
用
」
は
、　
ョ
副
巴

全
体

の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
か
。
三
上
の
よ
う
に

「
こ
れ
も

話
法
と
は
言
え
な
い
」
と
区
別
し
て
お
く
こ
と
は
妥
当
だ
が
、
区
別
し
た

ま
ま
切
り
捨
て
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
う
。
引
用
旬
に
よ
っ

て
何
ら
か
の
コ
ト
パ
を
引
い
て
く
る
と
い
う
形
式
的
な
連
続
性
は
、
相
応

に
大
切
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

，）
」
で
、
こ
の
種
の
呼
び
名

を
引
ぐ

ヨ
コ
用
」
の
筆
者
の
論
の
中
で
の
目
下
の
位
置
づ
け
を
述
べ
て
お

き
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

既
に
前
節
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
引
用
句

「～
卜
」
に
は
事
実

レ
ベ
ル
で
の
発
話

・
思
惟
が
ひ
き
移
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
典
型
的
な
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例
で
述
べ
よ
う
。

⑬
　
嘘
を
吐
け
、
と
勉
は
思
っ
た
。
　

（大
岡
昇
平

「武
蔵
野
夫
人
」
）

⑭
　
「
―
剛
「
川
可
＝
ｄ
ｄ
ヨ
つｌ
ｄ
釧
制
劉
刻
「
ｄ
細
谷
は
喚
い
た
。

（藤
沢
周
平

「用
心
棒
日
月
抄
」
）

こ
れ
ら
は
、
既
述
の
如
く
、
事
実
レ
ベ
ル
で
の
、
勉
の

「嘘
を
吐
け
」

と
い
う
心
内
発
話
、
細
谷
の

「め
で
た
い
な
ど
と
一〓口
っ
て
く
れ
る
な
」
と

い
う
発
話
を
述
語
の

「思
っ
た
」

「喚
い
た
」
の
実
質
と
し
て
照
合
す
る

形
で
引
い
た
も
の
で
あ
る
。

「思
っ
た
」

「喚
い
た
」
と
い
う
こ
と
は
、

事
実
レ
ベ
ル
で
は

「嘘
を
吐
け
」

「め
で
た
い
な
ど
と
言
っ
て
く
れ
る
な
」

と
い
う
発
話

・
思
惟

（心
内
発
話
）
に
等
し
い
。
こ
う
し
た
述
部
の
不
す

行
為
が
引
用
句
に
引
か
れ
る
発
話

・
思
惟
と
事
実
レ
ベ
ル
で
等
し
い
構
造

の

「引
用
」
を
筆
者
は
β
類
ど
呼
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
事
実
レ
ベ
ル
で
の
発
話

・
思
惟
が
ひ
き
移
さ
れ
る
と
は
、

事
実
レ
ベ
ル
で
の
発
話

・
思
惟
と
い
う
行
為

・
出
来
事

（事
柄
）
が
ひ
き

移
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
拙
稿

（
一
九
八
九
）
に
も

立
ち
入
っ
て
述
べ
た
が
、
十
分
に
注
意
テ
ベ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
⑬
⑭

な
ら
、

「嘘
を
吐
け
」
と
い
う
心
内
の
発
話
行
為
、

「め
で
た
い
な
ど
と

言
っ
て
く
れ
る
な
」
と
い
う
現
実
の
発
話
行
為
が
ひ
き
移
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
⑬
⑭
は
、
も
し

「勉
」

「細
谷
」
と
い

う
人
物
の
回
調

・
話
し
方
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
引
用
句

「～
卜
」
の
部
分

を
そ
の
話
し
方
で
言
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
で
別
段
不
自
然
で
は
な
い
と

い
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
し
、
そ
も
そ
も
、
引
用
句

「～
卜
」
に
は
命

令

・
禁
止
の
表
現
や
終
助
詞
な
ど
対
他
的
な
ム
ー
ド
表
現
ま
で
が
し
ば
し

ば
現
わ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
、
こ
れ
が
他
者
に
向
け
て
の
現
実
の
発
話

行
為
を
ひ
き
移
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
十
分
納
得
で
き
る
の
で
あ

る
。
い
わ
ば
、
引
用
句

「～
卜
」
は
、
パ
ロ
ル
的
な
現
実
の
言
塁
い行
為
に

向
か
っ
て
ひ
ら
け
て
お
り
、
現
実
の
発
話

。
思
惟
行
為
と
同
種
の
具
体
的

な
実
物
を
提
示
す
る

（
こ
れ
を

「実
物
表
示
」
と
呼
ぶ
）
も
の
な
の
で
あ

２つ。念
の
た
め
、
今
少
し
β
．類
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

⑮

　
「
そ
う
な
の
よ
。
昔
か
ら
そ
う
な
ん
だ
か
ら
」
と
妻
が
忽
ち
同
調

し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
崎

一
雄

コ
聾
戦
の
願
い
」
）

⑮
　
引
劉
到
日
刊
劃
硼
訓
り
側
馴
割
倒
制
引
ｄ
私
は
頑
張
り
、
そ

の
場
で
慎
重
に
仰
向
け
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（芹
沢
常
行

「完
全
犯
罪
と
闘
う
」
）

⑫
　
「今
日
も
楽
し
く
て
三
冊
も
読
み
ま
し
た
」
と
い
う
と
、

「‐川
っ‐

三
冊
も
。
す
ご
い
読
書
量
で
す
ね
」
と
、
大
抵
の
人
が
び
っ
く
り
さ

れ
る
。
　
　
　
　
　
　
（朝
日
新
聞
、
朝
、　
一
九
八
八

。
一
二
。
二
）

⑬
　
あ
る
幹
部
は

「
‐
日
利
劇
測
酬
引
利
ｄ
劇
馴
呵
Ｊ
「、
い
た
く
腹
を
立

て
て
い
た
よ
。
　

　

（日
経
新
聞
、
夕
、　
一
九
八
六

。
一
二
・
二
〇
）

こ
れ
ら
は
、
手
許
の
例
を
任
意
に
拾
っ
た
も
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
、
述

部
の
不
班
行
為
が
事
実
レ
ベ
ル
で
は
引
用
旬
に
ひ
か
れ
る
発
話

・
思
惟
と

等
し
い
β
類
で
あ
り
、
引
用
句
は
、
い
ず
れ
も

「同
調
す
る
」

「頑
張
る
」

「び
っ
く
り
す
る
」

「腹
を
立
て
る
」
に
あ
た
る
行
為
の
実
物
を
リ
ア
ル

に
表
示
し
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

な
お
、
次
の
よ
う
に
、
引
用
句

「～
卜
」
に
ひ
か
れ
る
発
話

・
思
惟
と
、
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述
部
の
示
す
別
個
の
行
為
が
同
時
共
存
す
る
と
い
う
意
味
関
係
に
お
い
て
、

引
用
句
と
述
部
が
結
び
つ
い
た
構
造
の

「引
用
」
を
、
筆
者
は
α
類
ど
呼

ぶ
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
引
用
旬
に
は
現
実
の
行
為

”
出
来
事
と
し
て
の

コ
ト
パ
が
引
か
れ
る
こ
と
は
同
様
で
あ
る

（だ
か
ら
こ
そ
、　
コ
言
っ
て
」

の
よ
う
な
述
語
句
が
な
く
て
も
、
引
用
句
は
一
つ
の
発
話
行
為
を
示
す
も

の
と
し
て
、
直
接
以
下
の
述
部
に
か
か
っ
て
い
け
る
）
。

⑩
　
少
尉
の
目
が
い
よ
い
よ
光
を
増
し
た
。
そ
し
て
急
に
、

「
‐

側
日
ｕ

測
刊
剣
釧
引
利
「
ｄ
背
を
向
け
た
。
　

（荒
俣
宏

「帝
都
物
語
１
」
）

以
上
の
よ
う
に
、
筆
者
は
、　
コ
塾
用
」
に
お
い
て
引
用
旬
に
ひ
か
れ
る

の
は
、
基
本
的
に
は
、
出
来
事

。
行
為

（事
柄
、
も
し
く
は
サ
マ
）
と
し

て
の
コ
ト
パ
と
見
る
の
が
よ
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
こ
の
稿
で

先
に
見
た

「
Ｘ
ヲ
Ｙ
卜
考
エ
ル
／
言
ウ
」
の
場
合
の
よ
う
な
、
発
話

・
思

惟
を
分
析
的
に
引
く
形
の
引
用
旬
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
、
出
来
事

・
行
為
と
し
て
の
コ
ト
バ
を
引
ぐ

一
般
の

「引
用
」

の
周
辺
に
は
、
明
ら
か
に
そ
の
よ
う
に
は
考
）な
り
れ
な
い
、
モ
ノ
と
し
て

の
コ
■
バ
を
引
く
も
の
も
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
の
例
は
、
次
の
よ
う
な

「…
…
二
～
ト
ア
ル
」
構
文
で
書
か
れ
た

（所
与
の
）
コ
ト
パ
が
引
か
れ

る
例
で
あ
る
。

④
　
表
札
に
、

「
‐
倒
劇
明
潤
「
劃
引
引
『
ｄ
あ
る
。

こ
う
し
た
、
言
語
行
為
の
所
産
と
し
て
所
与
の
モ
ノ
と
な
っ
た
コ
ト
パ

は
、
行
為
者
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
て
モ
ノ
化
し
た
、
ま
さ
に
モ
ノ
と
し
て

の
コ
ト
バ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
ま
た
、
言
塁
狙
塁
徊
の
所
産
ぼ
か
り
で
な
く
言
塁
狙
塁
魯
の
素
材
と
し

て
の
言
塁
ｍ記
号

（単
華
じ

も
そ
れ
の
み
で
は
や
は

，
モ
ノ
と
一言
つ
べ
き
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
対
象
に
あ
て
は
め
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
場
新
た
に
形

成
さ
れ
る
言
塁
“記
号
も
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
お
行
為
な
ら
ぎ
る
モ
ノ
で

あ
る
と
言
う
よ
り
あ
る
ま
い
。
し
て
み
る
と
、
そ
う
し
た
言
塁

記̈
号
を
と

り
出
し
て
不
す
、
こ
の
稿
の

「呼
び
名
を
引
く

『引
用
』
」
も
、
そ
う
し

た
周
辺
的
な
も
の
―
―
モ
ノ
と
し
て
の
コ
ト
パ
を
引
く

「引
用
」
の
一
つ

と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（７
）。

ち
な
み
に
、

「
Ｘ
ヲ
Ｙ
卜
命
名
ス
ル
」
の
よ
う
な
表
現
に
つ
い
て
、
拙

稿

（
一
九
八
六
）
で
は
■
類
の

「引
用
」
と
扱
っ
て
い
る
が
、
現
在
の
考

え
方
は
こ
こ
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

４
　
以
上
、
こ
の
稿
で
は
、

「
ｘ
ヲ
Ｙ
卜
名
ラ
ケ
ル
／
呼
ブ
」
の
よ
う
な

構
文
を
と
る
呼
び
名
を
引
く

「引
用
」
に
つ
い
て
、

「考
え
る
」

「言
う
」

な
ど
思
惟

・
発
話
の
意
の
動
詞
を
述
語
と
す
る
一
般
の

「引
用
」
と
対
比

し
な
が
ら
簡
単
に
検
討
し
、

「引
用
」
全
体
の
中
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ

け
を
述
べ
て
み
た
。

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
次
の
稿
で
は
、
こ
の
種
の
、
呼
び
名
を
引
く

「引
用
」
自
体
も
細
か
く
は
更
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
そ
れ

ぞ
れ
が
文
法
的
に
性
格
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
、
現
象
に
即

し
て
述
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

全

九
八
九

・
三
・
五
　
稿
）

注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（１
）
「名
づ
け
る
」
な
ど
は
、
対
象
を
二
格
で
も
示
せ
る
が
、
以
下
の
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論
で
は
、
典
型
的
な
フ
格
を
と
っ
た
場
合
を
専
ら
考
え
る
。
フ
格
を

と
り
に
く
く
、
ま
た
、
今
日
で
は
言
い
切
り
の
形
で
使
い
に
く
い

「題
す
る
」
な
ど
は
、
次
の
稿
で

一
部
一言
及
す
る
が
、
主
た
る
考
察

の
対
象
と
は
し
な
い
。
　
フ
有
の
る
」
等
自
称
の
表
現
に
つ
い
て
は
別

稿
を
中覆
恵
す
る
。

（２
）益
岡

（
一
九
八
七
）

，
０
卜”

（３
）益
岡

（
一
九
八
七
）
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
、
認
識
動
詞

述
語
の
場
合
の
み
、
フ
格
と
引
用
句
と
の
語
順
に
制
約
が
あ
る
と
し

た
。
　
含
二
ま

な
お
、
＊
は
益
岡
の
判
定
）

ア
・
ａ
　
当
時
は
大
学
の
こ
と
を
象
牙
の
塔
と
い
っ
た
が
、
…
…

（高
橋
た
か
子

「高
橋
和
巳
の
思
い
出
」
）

Ｉ
Ψ
ア
・
ｂ
　
当
時
は
象
牙
の
塔
と
大
学
の
こ
と
を
呼
ん
だ
。

イ

・
ａ
　
彼
は
、
中
国
の
儒
教
を
、
い
つ
わ
り
の
道
と
考
え
…
…

（
極
原
猛

「学
問
の
す
す
め
」
）

ｌ
ψ
イ

・
ｂ
Ⅸ
彼
は
い
つ
わ
り
の
道
と
中
国
の
儒
教
を
考
え
た
。

し
か
し
、
筆
者
に
は
、
イ

。
ｂ
が
明
ら
か
に
不
適
格
な
表
現
だ
と

す
る
こ
と
は
疑
間
に
思
え
る

（例
え
ば
、
ヲ
格
を

「中
国
の
儒
教

の
こ
と
を
」
と
す
る
だ
け
で
も
随
分
許
容
度
が
上
が
ろ
う
し
、
ア

・
ｂ
の
方
を

「
大
学
を
」
と
す
る
と
い
さ
さ
か
落
ち
着
か
な
く

な
る
だ
ろ
う
）
。
実
際
の
用
例
で
は
、
イ

。
ｂ
の
よ
う
な
語
順
の

例
は
い
く
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
し
、
ま
た
、
次
の
よ
う
な

例
で
も
、
引
用
句
と
ヲ
格
成
分
の
語
順
を
入
れ
か
え
て
も
さ
ほ
ど

不
自
然
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
え
る
が
ど
う
だ
ろ
う
か
。

ウ
・
ａ
　
そ
し
て
少
し
ひ
が
ん
だ
者
達
は
自
分
の
愚
を
認
め
る
よ

り
も
葉
子
を
年
不
相
応
に
ま
せ
た
女
と
見
る
方
が
勝
手
だ
っ
た
か

ら
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（有
島
武
郎

「或
る
女
」
）

―
―
ウ
ｏ
ｂ
　
そ
し
て
少
し
ひ
が
ん
だ
者
達
は
…
…
年
不
相
応
に

ま
せ
た
女
と
葉
子
を
見
る
方
が
勝
手
だ
っ
た
か
ら
。

工
・
ａ
　
「国
家
社
会
」
を

一
つ
の
全
体
と
見
て
、
そ
の
秩
序
を

維
持
し
、
そ
の
成
員
の
福
祉
の
増
進
を
は
か
っ
て
い
く
行
為
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
（中
村
菊
男

「社
会
を
う
ご
か
す
こ
と
ば
」
）

―
―
工
。
ｂ
　
一
つ
の
全
体
と

「国
家
社
会
」
を
見
て
、
…
…

私
見
で
は
、

「考
え
る
」

「見
る
」
等
認
識
動
詞
が
述
語
と
な
る

こ
う
し
た
表
現
は
、
現
実
の
思
惟

・
認
識
の
心
内
発
話
を
分
析
的
に

ひ
く
も
の
な
の
で
、
フ
格
１
引
用
句
の
語
順
が
主
―
述
の
順
に
対
応

す
る
も
の
と
し
て
基
本
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
絶
対
的
と
は
言
い

に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（４
）三
上

（
一
九
五
三
）

，
〓
ト

（５
）森
山

（
一
九
八
八
）

，
８
、
∽Ｌ
卜参
照
。

な
お
、
森
山
は

「彼

（の
こ
と
）
を

『馬
鹿
だ
な
あ
」
と
思
う
」

の
よ
う
な
文
は
言
い
に
く
い
と
し
て
、　
ヨ
副
撃
螢
刀
の
主
語
の
フ
格

に
よ
る
判
断
対
象
の
繰
り
出
し
で
は
、
終
助
詞
が
分
化
す
る
よ
う
な

直
接
的
引
用
は
で
き
ず
、
引
用
と
い
う
扱
い
が
適
当
か
ど
う
か
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
筆
者
の
語

感
で
は
右
の
よ
う
な
文
は
特
に
不
自
然
と
は
思
え
な
い
。
強
い
て
い

う
な
ら
、

「思
う
」
の
よ
う
な
基
本
形
言
い
切
り
の
形
を
と
っ
た
例
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文
が
い
か
に
も
作
り
も
の
臭
い
か
ら
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、

「そ

の
時
は
彼
の
こ
と
を
馬
鹿
だ
な
あ
と
思
っ
た
よ
」
と
す
る
と
何
ら
不

自
然
で
は
な
い
と
思
う
が
ど
う
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
筆
者
は
、

「終
助

詞
が
分
化
す
る
よ
う
な
直
接
的
引
用
は
で
き
ず
」
と
い
う
森
山
の
断

定
は
あ
た
ら
な
い
と
考
え
る
し
、

「引
用
と
い
う
扱
い
」
で
問
題
な

い
も
の
と
考
え
る
。

（６
）ち
な
み
に
、
益
岡
が

「
Ｘ
ヲ
Ｙ
卜
考
エ
ル
」
の

「
Ｙ
卜
」
を
必
須

補
語
的
成
分
と
考
え
る
な
ら
、
以
上
見
た
よ
う
に
、
同
様
に
し
て

「
Ｘ
フ
Ｙ‐
Ｈ
述
ベ
ル

（言
ウ
）
」
の
よ
う
な
、
発
話
を
意
味
す
る
述

語
動
詞
が
こ
う
し
た
構
文
を
と
っ
た
場
合
の

「
Ｙ
卜
」
も
必
須
的
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
指
摘
が
な
い
の
は
不
審
で
あ
る
。

（７
）そ
の
他
、

「言
い
換
え
」

「訳
出
」

「読
み
つ
け
」
の
よ
う
な
場

合
の

コ引
用
」
も
、
一皇
呻行
為
の
素
材
と
し
て
の
一皇
睾
暮
を
引
く

コ引
用
」
と
い
え
よ
う
。

オ
　
「わ
が
」

「わ
れ
」
は
子
音
が
取
れ
て

「あ
が
」

「あ
れ
」

日
も
な
る
が
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど

「わ
た
く
し
」
を

「あ
た
く

Ы
Ч
コ
剥
矧
倒
劇
「
Ｊ
言
う
の
と
同
じ
だ
。

（森
田

「日
本
語
を
み
が
く
小
辞
典
∧
名
詞
篇
ｖ
」
）

力
　
そ
う
い
え
ば
、
か
れ
は
、

「幸
長
」
を
『
翻
側
『
ｄ
か
き
あ

．　
　
や
ま
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、

「西
仏
」
を

「生
仏
」
と
か
き

あ
や
ま
っ
て
い
る
。

（花
田

「小
説
平
家
」
）

キ
　
歌
の
末
尾
の
「や
さ
し
き
」
は
、
『
′、―
刻
川
冽
引
「
ｄ
訳
さ

れ
て
い
る
が
、
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
。

（佐
竹
昭
広

「古
語
雑
談
」
）

ク
　
現
代
で
は

「雑
談
」
の
二
字
を
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
、
ザ

ツ
ダ
ン
と
読
む
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

こ
の
種
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
整
理
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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