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１ 

親
族
用
語
で
相
手
を
呼
ぶ
こ
と
も
相
手
を
三
人
称
扱
い
に
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
し
、
こ
れ
ま
で
人
称
代
名
詞
と
し
て
挙
げ
ら

れ
た
語
彙
の
殆
ど
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
、〈
僕
〉
や
〈
俺
〉、〈
貴
様
〉
や
〈
君
〉
な
ど
を
除
く
と
、
相
手
の
い

る
場
所
や
方
角
を
示
す
言
葉
の
転
用
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
つ
ま
り
日
本
語
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
と
は
違
っ
て
直
接
話

の
相
手
を
言
葉
で
指
す
こ
と
を
極
力
さ
け
て
、
そ
の
人
の
社
会
的
地
位
、
自
分
と
の
家
族
関
係
、
そ
し
て
そ
の
人
の
い
る
場
所
や

方
角
を
い
う
こ
と
で
、
間
接
的
に
相
手
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
す
。
相
手
と
の
関
係
は
む
き
出
し
の
直
接
的
な
も
の
よ
り
、

や
ん
わ
り
と
し
た
間
接
性
の
あ
る
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
の
感
覚
は
、
古
い
日
本
の
作
法
で
人
と
話
を
す
る
と
き
相
手
の
顔
を
真

正
面
か
ら
見
据
え
る
こ
と
は
無
作
法
で
あ
り
、
ま
た
相
手
の
目
を
直
視
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
こ
と
に

も
窺
え
ま
す
。
つ
ま
り
日
本
人
の
平
常
の
人
間
関
係
の
あ
り
方
を
少
な
く
と
も
言
葉
と
仕
草
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
対
立
対
決
の
欧

米
型
と
は
ほ
ど
遠
い
柔
ら
か
な
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

２ 

以
上
の
こ
と
か
ら
私
は
欧
米
の
言
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
人
称
と
二
人
称
の
交
換
に
よ
る
対
話
と
は
、
言
葉
と
い
う
ボ
ー
ル

を
二
人
が
互
い
に
相
手
を
狙
っ
て
打
ち
合
う
テ
ニ
ス
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ゲ
ー
ム
の
進
行
中
、
球
の
打
ち
手
と
受
け

手
が
く
る
く
る
と
変
わ
る
よ
う
に
、
二
人
の
間
で
は
人
称
が
一
人
称
と
二
人
称
の
交
替
を
繰
り
返
す
の
で
す
。 

 

３ 

こ
れ
に
対
し
て
い
つ
も
私
は
日
本
語
で
の
対
話
と
は
、
ス
ポ
ー
ツ
で
い
え
ば
相
手
を
直
接
狙
わ
な
い
ス
カ
ッ
シ
ュ
に
た
と
え
ら

れ
る
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
話
し
手
の
言
葉
は
ま
ず
一
度
壁
に
当
て
ら
れ
、
そ
れ
が
反
射
し
て
相
手
の
ほ
う
に
流
れ

て
い
く
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
と
き
の
相
手
は
本
来
の
二
人
称
と
し
て
の
相
手
で
は
な
く
、
す
で
に
他
者
つ
ま
り
三
人
称
な

の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
別
の
角
度
か
ら
見
る
と
、
日
本
人
は
多
く
の
場
合
相
手
が
い
る
と
き
で
も
、
話
は
そ
れ
自
体
直
接

の
相
手
不
在
の
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
独
り
言
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。 

 

４ 

こ
の
こ
と
が
概
し
て
日
本
人
は
議
論
が
下
手
だ
と
評
さ
れ
る
こ
と
と
無
関
係
で
な
い
と
私
は
思
う
の
で
す
。
相
手
を
よ
く
見
て
、

何
処
が
弱
点
で
何
処
を
突
け
ば
勝
て
る
か
と
い
う
、
相
手
を
自
分
が
望
む
よ
う
に
動
か
し
追
い
込
む
戦
術
が
弱
い
の
で
す
。
こ
れ

は
当
然
で
、
相
手
が
い
な
が
ら
、
な
る
べ
く
相
手
を
見
な
い
よ
う
に
す
る
文
化
的
な
癖
が
、
対
決
的
場
面
を
な
る
べ
く
避
け
よ
う

と
し
、
相
手
が
こ
ち
ら
の
発
言
に
対
し
て
少
し
気
色
ば
ん
だ
り
す
る
と
慌
て
て
「
そ
ん
な
つ
も
り
で
言
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
す

よ
」
な
ど
と
相
手
を
な
だ
め
よ
う
と
す
る
。
そ
も
そ
も
対
話
の
仕
組
そ
の
も
の
が
対
立
対
決
的
で
な
く
、
同
じ
社
会
的
な
枠
組
み

を
共
有
す
る
仲
間
と
し
て
の
相
手
に
む
し
ろ
同
意
協
調
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
で
す
。 

 

５ 

ま
た
日
本
語
で
は
対
話
や
議
論
が
対
立
的
に
な
り
に
く
い
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
自
称
詞
と
対
称
詞
が
多
く
の
場
合
話
し
手
と

相
手
の
間
の
上
下
関
係
を
構
造
的
に
取
り
込
ん
で
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
父
親
と
議
論
す
る
よ
う
な
場
合
、
相
手
を
「
お
父

さ
ん
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
で
自
分
を
息
子
つ
ま
り
相
手
の
目
下
と
自
己
規
定
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
か
ら
、
初
め
か
ら

立
場
が
弱
い
わ
け
で
す
。
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
論
文
で
、
父
親
を
ど
う
呼
ぶ
か
の
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
あ
る
青
年
が
、
自
分
は
父

親
と
議
論
す
る
と
き
は
、
絶
対
にF

a
th

e
r

と
呼
び
か
け
る
こ
と
は
せ
ず
、
一
貫
し
てyo

u

を
使
う
こ
と
に
し
て
い
る
と
答
え
て

い
ま
す
が
、
日
本
語
で
は
言
語
上
こ
れ
が
出
来
な
い
の
で
す
。 

鈴
木
孝
夫
『
日
本
語
教
の
す
す
め
』
二
〇
〇
九
・
一
〇 

 

【
要
約
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
】 

①
文
章
全
体
を
読
む
。 

②
全
体
を
三
つ
の
段
落
に
分
け
、
三
つ
の
段
落
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
考
え
る
。 

③
三
段
落
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
重
要
な
一
文
に
線
を
引
く
。 

④
文
章
全
体
の
中
で
最
も
重
要
な
一
文
に
二
重
線
を
引
く
。 

⑤
文
章
全
体
を
百
字
で
要
約
す
る
。 

            

②
の
ヒ
ン
ト 

筆
者
の
意
見
／
話
題
の
提
示
／
対
比
と
考
察 


