
「
女
」
（
め
・
お
ん
な
）
を
語
頭
に
持
つ
語
彙

 
「
女
」
 
（
め
・
お
ん
な
）
を
語
頭
．
に
持
つ
語
の
総
体
を
整
理
し
て
み
た
い
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
ど
き
 
 
 
 
め
ど
き

い
う
思
い
は
、
世
阿
弥
の
『
花
伝
書
」
の
中
で
、
 
「
男
時
」
 
「
女
時
」
な
る
語

に
出
会
っ
た
時
以
来
、
私
の
中
に
あ
っ
た
。

 
そ
の
動
機
は
か
な
ら
ず
し
も
語
学
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
整
理
し
て

い
く
う
ち
に
、
こ
れ
は
日
本
語
造
語
法
、
ま
た
命
名
法
の
研
究
で
あ
る
と
、
み

ず
か
ら
納
得
す
る
に
い
た
っ
た
。

 
と
こ
ろ
で
語
の
総
体
を
得
る
一
つ
の
方
法
は
辞
書
の
利
用
で
あ
る
が
、
私
は

語
数
の
多
い
も
の
と
い
ヶ
基
準
で
、
小
学
館
の
『
日
本
国
粒
子
辞
典
」
を
用
い

た
，
そ
の
ほ
か
多
く
の
国
語
辞
書
・
方
言
辞
典
を
参
照
し
た
が
、
書
名
は
省
略

さ
せ
て
い
た
だ
く
。
地
名
関
係
の
語
の
蒐
集
に
は
、
 
『
日
本
地
名
索
引
」
 
（
金

井
弘
夫
編
、
ア
ポ
ッ
ク
社
、
一
九
八
一
年
）
を
用
い
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
た

ま
た
ま
読
ん
で
い
た
小
説
の
申
の
語
、
あ
る
い
は
身
辺
に
聞
く
方
言
語
詞
を
と

り
あ
げ
て
も
い
る
。

 
「
女
」
-
関
係
の
語
を
と
り
あ
げ
る
と
な
れ
ば
、
「
め
」
・
「
お
ん
な
」
の
ほ

か
に
、
 
「
め
ん
」
・
「
め
す
」
、
 
「
お
み
な
」
・
「
お
な
ご
」
、
さ
ら
に
漢
語

の
「
に
よ
」
・
「
じ
ょ
」
、
あ
る
い
は
「
女
子
」
 
「
女
性
」
 
「
女
流
」
も
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
の
稿
で
は
「
め
」
と
「
お
ん
な
」
だ
け
を
扱
っ
て
い
る
。

岡

野

信

子

 
「
め
」
．
「
お
ん
な
」
を
語
頭
に
持
つ
語
に
は
、
そ
れ
に
接
頭
辞
性
を
認
め

得
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
「
め
」
・
．
「
お
ん
な
」
が
複
合
語
の
上
部
要
素
と
し

て
働
い
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
 
「
め
」
・
「
お
ん
な
」
を
語
基
と
し
て
、
こ
れ

に
接
尾
辞
の
添
う
た
語
も
あ
る
。
ま
ず
、
 
「
め
」
・
「
お
ん
な
」
が
接
頭
辞
と

し
て
働
い
て
い
る
も
の
か
ら
と
り
あ
げ
て
、
順
次
見
て
い
く
。

 
 
一
、
 
「
め
」
 
（
女
）
を
語
頭
に
持
つ
派
生
語

 
語
頭
の
「
め
」
が
「
女
性
」
の
意
味
を
持
た
ず
、
あ
る
状
況
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
働
い
て
い
る
ば
あ
い
、
こ
れ
を
接
頭
辞
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

種
の
「
め
～
」
は
派
生
語
で
あ
る
。
こ
れ
の
中
に
は
、
対
立
す
る
「
お
（
男
）

2．

v
を
持
つ
語
と
持
た
な
い
語
と
が
あ
る
。
ま
ず
対
立
語
「
お
（
男
）
～
」
を

持
つ
語
か
ら
と
り
あ
げ
る
。
，

 
1
 
対
立
語
「
お
（
男
）
～
」
を
持
つ
「
め
（
女
）
～
」

 
こ
の
類
の
語
の
接
頭
辞
「
め
」
（
女
）
は
、
 
「
小
さ
い
」
、
 
「
や
さ
し
い
」
、

「
美
し
い
」
、
 
「
ご
流
で
あ
る
」
、
 
「
劣
っ
て
い
る
」
な
ど
の
意
味
を
象
徴
す

る
働
き
を
見
せ
て
い
る
。

 
④
接
頭
辞
「
め
」
 
（
女
・
雌
）
が
、
 
「
小
さ
い
」
、
 
「
低
い
」
、
 
「
ゆ
る
や
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「
女
」
 
（
め
・
お
ん
な
）
を
語
頭
に
持
つ
語
彙



 
 
か
」
な
ど
の
意
で
あ
る
語

 
女
岳
（
雌
岳
）
・
女
山
（
三
山
）
・
女
坂
・
女
島
（
雌
島
）
・
雌
岩
（
め
す

 
い
わ
）
・
女
滝
（
雌
滝
）
・
女
増
・
女
垣

 
こ
れ
ら
の
語
は
、
相
並
ぶ
二
つ
の
も
の
の
一
方
を
「
お
（
男
）
～
」
、
一
方

を
「
め
（
女
）
～
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
麗
麗
・
女
山

は
、
一
方
の
き
び
し
い
山
一
三
岳
・
男
山
～
に
対
し
て
、
低
い
、
あ
る
い
は

な
だ
ら
か
な
ぼ
う
の
山
を
言
っ
て
い
る
。
女
島
・
雌
岩
も
小
さ
な
島
、
小
さ
な

岩
で
あ
り
、
女
滝
は
背
す
じ
の
滝
の
う
ち
の
、
水
勢
が
ゆ
る
く
、
小
さ
い
方
の

滝
を
言
う
語
で
あ
る
。
 
「
婚
」
は
馬
場
の
周
囲
に
設
け
た
柵
で
、
高
く
結
っ
た

左
手
の
も
の
を
「
オ
ラ
チ
」
 
（
雄
増
）
と
言
う
の
に
対
し
て
、
右
手
に
低
く
結

っ
た
も
の
が
「
メ
ラ
チ
」
（
雌
将
）
で
あ
る
。
 
「
女
坂
」
と
い
う
語
は
、
『
日
本

書
紀
」
神
武
即
位
前
紀
戊
午
年
九
月
の
条
に
「
語
語
女
坂
置
二
女
軍
一
、
男
坂
置
二

男
軍
一
」
と
見
え
て
い
る
。
書
紀
は
、
女
坂
の
名
の
由
来
を
、
女
軍
を
置
い
た

か
ら
だ
と
記
す
に
と
ど
ま
る
が
、
前
後
の
状
況
か
ら
、
ま
た
江
戸
時
代
の
文
献

に
見
え
る
「
お
ん
な
ざ
か
（
女
坂
）
」
の
意
味
か
ら
類
推
し
て
、
傾
斜
の
ゆ
る

や
か
な
坂
を
言
う
語
と
考
え
た
。

 
②
接
頭
辞
「
め
」
 
（
女
・
雌
）
が
、
 
「
弱
い
」
、
 
「
や
さ
し
い
」
、
 
「
美
し

 
 
い
」
な
ど
の
意
で
あ
る
語

、
女
波
・
雌
拍
子
・
女
博
士
・
女
（
雌
）
松

 
「
女
波
」
 
高
低
の
あ
る
波
の
、
．
低
く
弱
く
打
つ
方
の
波
。
高
く
強
く
打
つ

の
が
「
男
波
」
で
あ
る
。

 
「
雌
拍
子
」
 
雅
楽
の
太
鼓
の
奏
法
に
言
う
語
で
、
左
手
の
ば
ち
で
打
た
れ

る
弱
い
拍
子
を
言
う
語
。
 
「
雄
拍
子
」
の
対
語
。
今
日
で
は
「
容
態
」
 
（
お
ば

ち
）
、
・
「
唱
首
」
と
言
う
。

 
「
女
博
士
」
 
（
め
は
か
せ
・
め
ば
か
せ
）
 
音
曲
に
お
け
る
陰
（
い
ん
）
の

調
子
、
す
な
わ
ち
美
し
く
少
し
弱
い
調
子
。
 
「
男
博
士
」
の
対
語
で
あ
る
。

 
「
女
松
」
 
赤
松
を
言
う
。
こ
れ
も
美
し
く
や
さ
し
い
姿
の
松
の
意
で
あ
ろ

う
。
黒
松
が
「
男
松
」
・
で
あ
る
。

 
㈲
接
頭
辞
「
め
（
女
・
雌
）
」
が
、
陰
・
副
・
劣
な
ど
の
意
で
あ
る
語

 
女
時
・
め
て
・
、
女
軍
・
雌
虹
・
雌
針
・
女
（
雌
）
節
・
女
幕
・
雌
鳥
羽

 
「
女
時
」
 
世
阿
弥
の
著
『
風
姿
花
伝
」
の
「
書
伝
第
七
別
紙
口
伝
」
中

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ぞ

に
、
 
「
ま
た
、
時
分
を
も
罵
る
べ
し
。
去
年
盛
り
あ
ら
ば
、
今
年
は
花
な
か
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま

べ
き
事
を
知
る
べ
し
。
時
の
間
に
も
、
男
時
・
女
時
と
て
あ
る
べ
し
。
」
と
あ

る
。
芸
に
花
の
な
い
時
、
ス
ラ
ン
プ
の
時
、
す
な
わ
ち
陰
の
時
を
「
女
時
」
と

言
っ
て
い
る
。

 
「
め
て
」
 
『
黒
本
国
語
大
辞
典
」
は
、
 
「
劣
っ
て
い
る
さ
ま
」
、
 
「
落
ち

目
で
あ
る
さ
ま
」
と
説
明
す
る
が
、
漢
字
は
当
て
て
い
な
い
。
 
「
女
時
」
か

ら
、
 
「
女
手
」
か
と
類
推
す
る
。
江
戸
時
代
の
浮
世
草
子
や
浄
瑠
璃
本
に
も
見

え
で
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
 
「
長
門
方
言
集
」
 
（
重
本
多
喜
津
著
、
昭
和
五
十

一
年
、
国
書
刊
行
会
復
刻
）
に
、
 
「
下
手
を
う
ち
、
負
け
を
ど
る
こ
と
を
〈
メ

テ
を
や
る
〉
と
，
い
ふ
」
，
と
あ
る
。

 
「
三
軍
」
 
（
め
め
い
く
さ
）
 
「
女
坂
」
の
項
に
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、

『
日
本
書
紀
」
中
に
見
え
る
語
で
あ
る
。
 
『
日
本
国
語
大
辞
典
」
は
、
語
義
未

詳
と
し
た
上
で
、
 
「
一
説
に
、
男
軍
（
お
の
い
艮
さ
）
・
女
軍
（
め
の
い
く

さ
）
と
は
追
手
（
お
う
て
）
・
搦
手
（
か
ら
め
て
）
の
こ
と
で
、
敵
軍
の
後
側

に
攻
め
か
か
る
軍
隊
を
女
軍
と
す
る
」
と
説
明
す
る
。
 
「
女
」
は
正
に
対
す
る

副
を
象
徴
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

 
「
雌
虹
」
 
二
重
に
か
か
．
つ
た
虹
の
、
内
側
に
薄
く
見
え
る
方
が
雌
虹
で
あ

く 220〕



る
。
 
「
雌
」
に
は
副
次
的
、
二
次
的
の
意
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
外

側
の
大
き
く
濃
い
方
を
「
雄
虹
」
と
す
る
。

 
 
「
雌
針
」
 
 
『
日
本
国
博
大
辞
典
」
、
 
『
新
潮
国
語
辞
典
』
は
と
も
に
、

 
「
長
い
針
目
、
大
針
」
と
説
明
す
る
。
大
小
の
針
目
で
縫
う
時
、
大
針
は
内

側
、
裏
側
に
出
る
針
目
で
あ
る
か
ら
、
 
「
女
」
は
す
な
わ
ち
「
陰
」
、
 
「
副
」

を
意
味
し
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
，
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
，
と
こ
ろ
で
、
私
が
下
関
市
域
・
北
九
州
市
域
で
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
人
々

・
の
答
は
小
さ
な
針
目
が
女
針
、
大
き
な
針
目
が
男
針
で
あ
る
。
「
女
」
を
「
小
」

の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
「
女
節
」
 
雌
節
と
も
あ
る
。
鰹
の
腹
部
の
肉
で
つ
く
っ
た
鰹
節
だ
と
い
う

か
ら
、
背
肉
で
作
っ
た
男
節
（
本
節
）
に
つ
ぐ
二
流
品
が
女
節
だ
と
理
解
で
き

る
。

 
 
「
女
幕
」
 
陽
の
幕
の
「
男
幕
」
に
対
し
て
陰
の
幕
が
「
角
落
」
で
あ
る
。

幕
の
両
端
の
折
り
方
が
違
う
よ
う
で
あ
る
。

 
．
「
雌
鳥
羽
」
 
メ
，
ン
ド
リ
バ
と
も
。
雌
鳥
は
左
の
翼
で
右
の
翼
を
お
お
う
と

こ
ろ
が
ら
、
左
を
上
に
、
右
を
下
に
し
て
物
を
重
ね
る
こ
と
を
言
う
。
h
雄
鳥

羽
」
の
対
語
で
あ
る
。
'

 
以
上
、
ω
か
ち
㈲
ま
で
の
分
類
を
試
み
た
が
、
こ
れ
ら
は
一
連
の
発
想
の
も

の
で
あ
り
、
文
献
の
上
で
は
早
く
「
日
本
書
紀
」
に
見
え
て
い
る
こ
と
は
す
で

に
述
べ
た
。
 
『
日
本
書
紀
」
は
、
 
「
古
天
地
未
剖
、
陰
陽
不
犯
」
か
ら
始
ま
る

 
 
 
 
 
い
に
し
へ
あ
め
つ
ち
 
 
 

わ
か
 
 
 
 
め
を

が
、
こ
れ
は
「
古
に
天
地
い
ま
だ
剖
れ
ず
、
陰
陽
分
か
れ
ざ
り
し
と
き
」
と

訓
ぜ
ら
れ
る
。
私
は
こ
の
訓
が
い
つ
ご
ろ
の
も
の
で
あ
る
か
を
明
確
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
か
な
り
古
い
こ
ろ
か
ら
こ
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
の
で

「
女
」
 
（
め
・
お
ん
な
）
を
語
頭
に
持
つ
語
彙

あ
ろ
う
。
陰
陽
の
思
想
は
中
国
思
想
の
受
容
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
「
女
・

男
」
を
当
て
る
考
え
方
は
長
く
伝
え
ら
れ
た
。
世
阿
弥
の
『
花
伝
書
」
な
ど
に

も
そ
の
こ
と
は
濃
く
見
え
て
い
る
。
天
地
の
万
物
を
陰
・
陽
、
す
な
わ
ち
女
・

男
と
分
け
る
時
、
 
「
女
」
は
お
の
ず
か
ら
上
記
の
よ
う
な
状
況
を
シ
ン
ボ
ラ
イ

ズ
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

 
㈲
接
頭
辞
「
め
」
 
（
女
）
が
豊
穣
を
意
味
す
る
語

 
女
穂

 
『
日
本
国
語
大
辞
典
」
は
、
 
「
稲
な
ど
の
穂
の
う
ち
、
基
部
で
第
一
枝
梗
が

一
本
だ
け
出
て
い
る
通
常
の
穂
を
男
穂
と
い
う
の
に
対
し
て
、
第
一
枝
幸
が
二

本
対
を
な
し
て
出
て
い
る
も
の
。
豊
作
種
と
 
し
て
尊
重
さ
れ
る
」
と
説
明
す

6
。
出
典
は
島
崎
藤
村
の
「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」
で
あ
る
。
手
元
の
諸
辞
書

・
方
言
辞
典
に
は
見
え
な
い
の
で
、
さ
ほ
ど
一
．
般
的
に
用
い
ち
れ
た
語
で
は
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

 
生
む
力
を
持
つ
女
性
が
豊
穣
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
史
時
代
に
す

で
に
見
ら
れ
る
と
聞
い
て
い
る
。
 
「
女
穂
」
の
語
形
は
新
し
い
も
の
の
よ
う
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
あ
る
思
想
は
き
わ
め
て
古
い
土
俗
的
な
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
め
 
 
 
 
 
お

 
㈲
接
頭
辞
「
女
」
 
「
男
」
を
冠
し
て
一
対
の
も
の
を
言
う
語

 
女
瓦
（
牝
瓦
）
と
男
瓦
（
牡
瓦
）
・
雌
臼
と
雄
臼
・
雌
ね
じ
と
雄
ね
じ
㎏
雌

 
紐
と
雌
紐

 
こ
れ
ら
は
性
交
の
形
か
ら
の
見
た
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
雌
ね
じ
1
雄
ね
じ

を
除
い
て
は
い
ず
れ
も
古
い
語
で
あ
る
。
民
間
語
と
し
て
は
こ
れ
ら
以
外
に

も
、
こ
の
種
の
語
は
、
た
と
え
ば
大
工
道
具
、
大
工
仕
事
な
ど
に
多
く
得
ら
れ

そ
う
で
あ
る
。

 
2
 
対
立
語
「
男
～
」
を
持
た
な
い
「
女
～
」
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こ
の
類
は
、
あ
る
語
の
上
に
「
女
（
雌
）
」
を
冠
し
た
も
の
で
、
こ
の
ば
あ

い
も
、
 
「
め
」
が
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
す
る
と
こ
ろ
は
、
 
「
小
さ
い
」
、
 
「
き
ゃ
し

ゃ
で
あ
る
」
、
 
「
第
二
の
も
の
」
、
 
「
似
て
い
る
」
な
ど
Z
、
前
項
の
ば
あ
い

と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
類
の
語
は
草
木
名
に
こ
と
に
多
い
。

 
ω
草
木
類
の
名

 
小
脳
（
め
び
る
1
野
び
る
の
異
名
）
・
野
面
（
め
が
や
1
犬
が
や
の
異
名
）

 
・
雌
し
だ
・
雌
日
芝
（
め
ひ
し
ば
・
め
ひ
じ
は
・
め
し
ば
）
・
雌
刈
萱
（
め

 
が
る
か
や
）
 
・
女
蒲
（
め
か
ま
）
・
女
葡
（
め
あ
ざ
み
1
野
芥
子
の
異
名
）

 
・
雌
宝
香
（
め
た
か
ら
こ
う
）
・
雌
牛
膝
（
め
こ
し
つ
1
葉
茅
草
の
異
名
）

 
女
竹
（
め
だ
け
一
な
よ
竹
）
・
女
四
手
（
め
し
で
）
・
雌
桜
（
め
ざ
く
ら
i

 
深
山
桜
の
異
名
）
・
野
盗
（
め
が
し
。
白
樫
）
・
女
胡
桃
（
め
く
る
み
）
・

 
雌
櫟
（
め
く
ぬ
ぎ
）
・
女
桂
（
め
か
つ
ら
一
肉
桂
の
異
名
）
め
ひ
ら
ぎ
（
雌

 
柊
1
り
ん
ぽ
《
の
異
名
）
・
め
ひ
る
ぎ
（
雌
蛭
木
）
．
女
石
楠
（
め
し
や
く

 
な
げ
1
日
陰
つ
つ
じ
の
異
名
）
・
雌
椋
木
（
め
む
く
の
木
i
榎
の
異
名
）
・

 
雌
椋
（
め
む
く
1
椋
木
の
異
名
）
雌
瓜
木
（
め
う
り
の
き
1
瓜
楓
の
別
名
）

 
こ
の
類
の
中
で
、
 
「
小
禄
」
 
「
女
胡
桃
」
の
「
め
」
は
、
そ
の
形
の
小
さ
い

こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
 
「
女
竹
」
は
「
な
よ
た
け
」
の
別
名
に
も
知
ら
れ
る
よ

う
に
、
そ
の
姿
の
き
ゃ
し
ゃ
な
こ
と
を
言
う
名
で
あ
ろ
う
。
 
「
女
葡
」
も
と
げ

が
な
く
柔
ら
か
い
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
名
で
あ
ろ
う
か
。
．
「
赤
四
手
」
の
別
名

も
あ
る
「
女
四
手
」
は
、
、
秋
に
美
し
く
紅
葉
す
．
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
「
め
」

（
女
）
で
あ
ろ
う
。
 
「
め
が
や
」
に
は
「
犬
が
や
」
と
い
う
名
も
あ
る
。
 
「
雌

櫟
」
は
そ
の
葉
の
形
が
正
し
く
な
い
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
”
似
て
二
流
な
る
も

の
”
の
意
の
「
め
」
 
（
女
）
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
他
の
名
の
「
め
」
の
意
味

も
こ
の
類
で
あ
ろ
う
。

働
魚
貝
類
の
名

 
女
鯛
（
め
だ
い
一
い
し
な
ぎ
の
異
名
）
・
女
亭
（
め
か
つ
お
一
そ
う
だ
が
つ

 
お
の
異
名
）
・
雌
鱒
（
め
ご
ち
）
・
雌
貝
飽
（
め
が
い
あ
わ
び
）
・
女
冠
者

 
（
め
か
ぴ
や
…
し
ゃ
み
せ
ん
貝
の
異
名
）
・
め
ん
ど
り
（
ひ
め
じ
の
異
名
）

 
「
女
鯛
」
は
鯛
に
似
て
い
る
が
味
は
劣
る
。
ま
た
「
女
鰹
」
は
鰹
よ
り
小
形

で
あ
り
、
 
「
め
が
い
あ
わ
び
」
は
「
ま
だ
か
あ
わ
び
」
よ
り
小
形
だ
と
い
う
。

「
め
」
 
（
女
）
の
働
き
は
、
魚
貝
類
の
名
の
ば
あ
い
も
同
様
で
あ
る
。

 
㈲
そ
の
他

 
倉
皇
（
め
と
ら
）
・
女
大
黒
（
め
だ
い
こ
く
）
・
．
女
モ
ー
ル

 
．
「
雌
虎
」
 
享
保
二
年
の
「
書
言
字
書
節
用
集
」
は
、
 
「
豹
メ
ド
ラ
」
と
記

し
、
 
『
古
楽
府
」
の
「
掛
持
弟
」
を
も
引
い
て
い
る
。
豹
が
虎
に
似
た
動
物
で

あ
る
こ
と
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
 
「
倭
名
類
聚
抄
」
 
（
二
十
巻

本
巻
十
八
）
．
に
も
「
似
二
念
円
文
也
」
と
あ
る
。

 
「
女
大
黒
」
 
大
黒
柱
に
次
ぐ
重
要
な
柱
を
こ
う
呼
ぶ
所
が
、
長
野
県
・
静

岡
県
・
愛
知
県
に
あ
る
。
 
『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
」
は
、
 
「
愛
知
県
北
設
楽
郡

な
ど
で
ニ
ダ
イ
コ
ク
と
も
言
う
の
は
、
二
大
黒
と
解
す
る
者
が
あ
っ
．
た
の
で
あ

る
」
と
説
い
て
い
る
。

 
「
女
モ
ー
ル
」
 
モ
ー
ル
革
の
薄
い
も
の
を
言
う
。

 
以
上
、
 
「
め
」
 
（
雌
・
女
）
が
シ
ン
ボ
ル
的
接
頭
辞
と
し
て
働
い
て
い
る
語

を
と
り
あ
げ
て
き
た
が
、
そ
の
語
彙
分
野
は
自
然
・
人
事
の
諸
般
に
わ
た
っ
て

い
で
、
草
木
名
に
は
こ
と
に
そ
れ
が
著
し
か
っ
た
。

 
こ
れ
ら
の
語
の
出
典
を
見
る
時
、
 
「
め
（
女
）
」
の
こ
の
よ
う
な
接
辞
的
利

用
は
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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二
、
お
ん
な
（
女
）
を
語
頭
に
持
つ
派
生
語

 
こ
の
語
彙
の
中
で
、
女
山
・
女
坂
・
女
松
・
女
竹
・
女
結
び
・
女
瓦
・
女
臼

の
「
お
ん
な
」
は
「
め
」
を
言
い
か
え
た
語
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
新
し
い
こ

・
と
ば
の
よ
う
で
あ
る
。
 
「
め
～
」
に
見
え
な
か
っ
た
語
に
は
以
下
の
も
の
が
あ

る
。

 
 
「
女
絵
」
 
（
お
ん
な
え
）
 
平
安
時
代
の
物
語
や
日
記
に
見
え
て
い
る
語
で

あ
る
。
た
と
え
ば
現
存
の
『
源
氏
物
語
絵
巻
」
が
そ
れ
で
、
貴
族
社
会
の
女
性

た
ち
が
愛
好
し
た
物
語
絵
に
見
ら
れ
る
、
情
趣
に
富
ん
だ
絵
で
あ
る
。
一
方
、

 
「
男
絵
」
は
、
唐
絵
の
伝
統
に
立
っ
て
、
墨
の
描
線
を
生
か
レ
、
彩
色
を
施
し

た
力
強
い
絵
を
言
う
。

 
 
「
女
節
」
 
（
お
ん
な
ぶ
し
）
 
「
日
本
国
亜
大
辞
典
」
幽
は
語
義
未
詳
と
し
た

上
で
、
 
「
能
楽
で
、
小
歌
節
（
こ
う
た
ぶ
し
）
と
同
じ
か
」
と
説
く
。
出
典
と

し
て
『
申
楽
談
儀
」
中
の
用
例
が
あ
が
っ
て
い
る
。

 
 
「
女
水
」
 
（
お
ん
な
み
ず
）
 
軟
水
を
言
う
。
「
男
水
」
は
硬
水
で
あ
る

が
、
 
『
俳
譜
類
船
集
』
に
は
、
 
「
せ
ん
じ
た
る
茶
に
う
め
水
を
遷
す
を
男
水
と

い
ふ
に
や
」
と
あ
る
。
層

 
 
「
女
膝
」
 
（
お
ん
な
ひ
ざ
）
 
 
『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
に
内
 
「
熊
本
県
天

草
の
島
々
で
、
胡
座
を
オ
ト
コ
ピ
ザ
と
い
う
に
対
し
て
、
正
座
す
る
こ
と
を
女

ひ
ざ
と
い
う
」
と
あ
る
。
福
岡
県
域
で
は
、
子
供
た
ち
の
こ
と
ば
に
「
オ
ガ
ー

サ
ン
ズ
ワ
リ
」
 
（
正
座
）
、
 
「
オ
ト
ー
サ
ン
ズ
ワ
リ
」
 
（
胡
座
）
を
聞
く
。

 
 
「
女
連
」
 
（
お
ん
な
づ
め
）
 
細
く
て
き
ゃ
し
ゃ
な
爪
。
短
く
丸
い
の
を

 
「
男
爪
」
と
言
う
。
福
岡
県
下
で
聞
く
。

 
．
「
女
跳
び
」
 
（
お
ん
な
と
び
）
 
子
供
た
ち
の
縄
跳
び
遊
び
の
折
、
上
品
な

「
女
」
 
（
め
・
お
ん
な
）
を
語
頭
に
持
つ
語
彙

跳
び
方
を
「
女
跳
び
」
と
言
い
、
三
三
な
前
跳
び
を
「
男
跳
び
」
と
言
う
。
福

岡
県
域
で
聞
く
。

 
「
女
侍
」
 
（
お
ん
な
ざ
む
ら
い
）
 
意
気
地
の
な
い
武
士
を
あ
ざ
け
っ
て
言

う
語
。
 
「
男
侍
」
な
る
語
は
見
え
な
い
。

 
「
女
芸
」
 
（
お
ん
な
げ
い
）
 
つ
ま
ら
な
い
芸
。
 
「
男
芸
」
と
い
う
語
は
こ

れ
と
対
応
し
な
い
。

 
「
女
金
漆
」
 
（
お
ん
な
ご
ん
ぜ
っ
）
 
植
物
「
こ
し
あ
ぶ
ら
」
の
異
名
で
あ

る
。 

こ
れ
ら
の
う
ち
、
 
「
女
絵
」
、
 
「
女
節
」
以
外
は
い
ず
れ
も
新
し
い
こ
と
ば

で
あ
る
。

 
以
上
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
接
頭
辞
「
女
（
め
・
お
ん
な
）
」
を
見
て
き
た
。

こ
の
造
語
法
は
、
 
『
日
本
書
紀
」
と
い
っ
た
古
い
文
献
以
来
現
代
ま
で
続
い
て

い
る
。
今
日
も
、
た
と
え
ば
「
女
爪
」
、
 
「
女
跳
び
」
の
よ
う
に
、
民
間
で
、

ま
た
子
供
た
ち
の
問
で
、
容
易
に
こ
の
種
の
語
が
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目

さ
せ
ら
れ
る
。
歴
史
の
長
い
造
語
法
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
さ
て
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
役
割
り
を
担
う
接
頭
辞
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
ど

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
「
赤
嘘
」
 
（
ま
っ
た
く
の
う

そ
）
な
ど
は
そ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
九
州
地
方
で
は
死
の
汚
れ
を
「
黒
不
浄
」

（
ク
ロ
フ
ジ
ョ
i
）
、
出
産
の
汚
れ
を
「
赤
不
浄
」
 
（
ア
カ
フ
ジ
ョ
i
）
と
言

う
が
、
と
の
「
黒
」
 
「
赤
」
も
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
接
頭
辞
と
見
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
ら
以
外
の
も
の
を
今
は
思
い
つ
か
な
い
。
い
や
、
漢
語
で
あ
る
，

が
、
 
「
小
生
」
、
 
「
豚
児
」
な
ど
の
謙
辞
も
こ
の
類
に
数
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
と
も
あ
れ
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
接
頭
辞
は
か
な
り
特
異
な
も
の
で
は
あ
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る
ま
い
か
。

 
と
こ
ろ
で
、
漢
語
の
ば
あ
い
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
 
『
大
漢
和
辞
典
」

は
、
た
と
え
ば
「
女
垣
」
に
は
、
『
説
文
通
訓
定
聲
』
の
「
日
二
女
垣
一
、
云
云
、

言
・
女
（
皆
小
意
、
猶
レ
言
二
小
腰
一
也
」
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
「
女
院
」
 
（
ひ

め
し
お
ん
の
異
名
）
に
は
、
 
『
本
草
綱
目
」
の
「
其
道
似
二
女
体
一
柔
娩
、
故

名
」
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
女
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
和
語
の

「
女
」
 
（
め
・
お
ん
な
）
と
同
様
で
あ
る
。

 
た
だ
し
、
菊
の
異
名
の
「
女
華
」
、
 
「
女
節
」
な
ど
の
「
女
」
は
「
秋
」
を

表
わ
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
「
女
親
」
は
小
児
の
衣
を
見
れ
ば

か
な
ら
ず
毛
を
飛
ば
せ
て
、
そ
の
児
に
発
熱
さ
せ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
虫
で
あ

る
が
、
「
別
名
を
「
夜
飛
遊
女
」
と
も
言
う
。
 
「
乙
鳥
」
の
「
女
」
は
、
あ
る
い

は
「
夜
」
の
意
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
こ
の
よ
う
に
、
接
頭
辞
風
に
用
い
ら
れ
た
漢
語
語
頭
の
「
女
」
は
、
和
語
の

「
女
」
 
（
め
・
お
ん
な
〉
の
ば
あ
い
よ
り
、
意
味
が
撮
そ
う
で
あ
る
。
も
っ
と

も
『
大
漢
和
辞
典
」
は
「
女
」
の
意
味
と
し
て
、
 
「
陰
陽
に
配
し
て
陰
に
あ
て

る
」
、
 
「
易
で
は
、
坤
・
免
・
巽
・
二
等
に
あ
て
る
」
、
 
「
し
な
や
か
。
又
、

小
さ
い
も
の
の
喩
」
な
ど
も
あ
げ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
語

の
語
頭
の
「
女
」
は
、
シ
ン
ボ
ル
的
接
頭
辞
と
考
え
る
よ
り
は
、
複
合
語
の
前

・
部
要
素
で
、
修
飾
の
働
き
の
も
の
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

三
、
め
（
女
）
を
前
部
要
素
と
す
る
複
合
語

語
頭
の
め
が
「
女
性
」
の
意
味
を
持
つ
も
の
を
複
合
語
と
考
え
た
。

1
 
人
間
を
言
う
語

女
子
（
め
の
こ
・
-
め
ん
こ
）
・
女
子
子
（
め
の
こ
ご
）
・
女
親
（
め
お
や
）

・
女
君
（
め
ぎ
み
）
女
重
（
め
わ
ら
わ
・
め
ら
わ
・
め
の
わ
ら
わ
・
め
な
ら

わ
）
・
女
童
部
（
め
わ
ら
べ
・
め
ら
べ
・
め
の
わ
ら
わ
べ
・
め
な
ら
わ
べ
）
町

奴
入
め
や
っ
こ
）
・
女
子
奴
（
め
の
こ
や
っ
こ
）
・
女
髪
長
（
め
か
み
な
が
・

め
の
か
み
な
が
一
尼
僧
）
・
女
童
子
（
め
ど
う
じ
）
・
女
本
尊
（
め
ほ
ん
ぞ
ん

i
小
説
な
ど
の
女
主
入
興
）
・
女
唐
人
（
め
と
う
じ
ん
一
西
洋
の
女
性
）

 
こ
こ
に
記
し
た
語
は
、
最
後
の
三
語
を
除
い
て
は
「
和
語
＋
和
語
」
の
語
構

造
の
語
で
、
そ
の
出
典
も
平
安
朝
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
 
「
和
語
＋
漢
語
」
の

語
構
造
の
三
語
の
う
ち
、
「
女
童
子
」
は
江
戸
時
代
の
浮
世
草
子
に
見
え
る
語

で
あ
り
、
 
「
女
本
尊
」
は
坪
内
遣
遙
の
「
小
説
神
髄
」
中
に
見
え
て
い
る
。

「
女
唐
人
」
も
明
治
の
こ
と
ば
で
南
る
。

 
2
・
人
間
以
外
の
も
の
を
言
う
語

 
㈲
動
植
物
を
言
う
語

 
温
語
（
め
け
も
の
）
・
牝
馬
（
め
う
ま
・
め
う
め
・
め
ま
）
・
牝
牛
（
め
う

 
し
・
め
う
じ
）
・
牝
鹿
（
め
じ
か
・
め
し
か
・
め
か
・
・
め
が
）
・
牝
豚
（
め

 
ぶ
た
）
・
牝
羊
（
め
ひ
つ
じ
）
牝
熊
（
め
ぐ
ま
）
・
心
猿
（
め
ざ
る
）
・
女

 
狐
（
め
ぎ
つ
ね
）
．
・
．
牝
犬
（
め
い
ぬ
）
・
牝
猫
（
め
ね
こ
）
・
雌
鯨
（
め
く

 
じ
ら
）
・
雌
鳥
（
め
ど
り
・
め
ん
ど
り
・
め
す
ど
り
・
め
ち
ょ
う
）
・
雌
鷲

 
（
め
わ
し
）
・
雌
器
鴛
（
め
お
し
ど
り
・
め
お
し
）
・
雌
蜂
（
め
ば
ち
）
・

 
雌
鳥
（
め
ん
ご
一
め
ん
ど
り
の
方
言
）
・
雌
蝶
（
め
ち
ょ
う
）
・
雌
魚
（
あ

 
い
お
）
・
女
木
（
め
ぎ
）
・
雌
麻
（
め
あ
さ
）
・
雌
花
（
め
ば
な
）
・
雌
蕊

 
（
め
し
べ
）

 
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
類
の
語
は
動
物
に
多
く
植
物
に
少
な
い
。
接
頭

辞
「
女
」
 
（
め
）
-
を
冠
し
た
も
の
の
ば
あ
い
は
逆
で
あ
っ
た
。

 
②
そ
の
他
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女
神
（
め
が
み
・
め
の
か
み
）
・
女
星
（
め
ぼ
し
）
・
女
七
夕
（
め
た
な
ば

 
た
1
織
女
星
）
・
女
雛
-
（
め
び
な
）
・
女
餓
鬼
（
め
が
き
）
・
女
踏
歌
（
め

 
ど
う
か
）
・
女
時
計
（
め
ど
け
い
i
女
持
ち
の
時
計
）
・
女
皇
服
（
女
性
の

 
洋
服
）
・
女
唐
傘
（
め
と
う
が
さ
ー
パ
ラ
ソ
ル
）

 
「
女
時
計
」
以
下
は
明
治
期
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

 
5
 
「
め
（
女
）
」
が
対
格
で
あ
る
語

 
女
捕
（
め
と
り
）
・
女
狂
（
め
ぐ
る
い
）

 
「
女
捕
」
は
、
道
で
女
を
捕
え
て
強
姦
す
る
こ
と
、
 
「
女
狂
」
は
男
性
が
女

色
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

 
語
頭
に
「
め
（
女
）
」
を
持
つ
複
合
語
は
以
上
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
の
、

「
お
ん
な
（
女
）
」
を
語
頭
に
持
つ
複
合
語
と
く
ら
べ
る
と
は
る
か
に
少
な

く
、
か
つ
そ
の
内
部
が
単
純
で
あ
る
。

四
、
お
ん
な
（
女
）
を
前
部
要
素
と
す
る
複
合
語

 
先
の
、
「
め
」
を
前
部
要
素
と
す
る
複
合
語
に
く
ら
べ
る
と
、
き
わ
め
て
多

．
．
量
で
あ
り
、
そ
の
内
部
も
多
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
 
「
め
～
」
複
合
語
に
は
人

間
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
言
う
語
も
多
か
っ
た
が
、
、
「
お
ん
な
～
」
複
合
語
に

は
、
そ
れ
は
数
語
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

幽
1
 
人
間
以
外
の
も
の
を
言
う
語

 
女
神
9
女
星
・
，
女
雛
一
女
牛
・
女
犬
・
女
猫
・
女
雛
（
お
ん
な
び
な
）

 
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
以
降
の
造
語
に
な
る
語
で
、
さ
き
の
「
め

～
」
を
言
い
か
え
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

 
2
 
さ
ま
ざ
ま
の
女
性
を
言
う
語

「
女
」
、
（
め
・
お
ん
な
）
を
語
頭
に
持
つ
語
彙

 
こ
の
内
部
の
分
類
は
む
ず
か
し
い
。
ひ
と
ま
ず
次
の
よ
う
に
整
理
を
試
み

た
。 

働
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
女
性
を
言
う
語

 
女
御
子
（
お
ん
な
み
こ
）
・
女
宮
（
お
ん
な
み
や
）
・
女
東
宮
（
お
ん
な
と

 
う
ぐ
う
）
・
女
一
宮
・
女
二
宮
・
女
三
宮
・
女
公
達
・
女
君
・
女
童
（
お
ん

 
な
わ
ら
わ
・
お
ん
な
わ
む
べ
・
お
ん
な
わ
ら
わ
べ
・
お
ん
な
わ
ら
ん
べ
・
お

 
ん
な
わ
ろ
う
べ
）
・
女
親
・
女
同
胞
・
女
き
ょ
う
だ
い
・
女
仲
間
・
女
傍
輩

 
・
女
友
達
・
女
主
（
お
ん
な
あ
る
じ
）
．
・
女
戸
主
・
女
主
人
・
女
刀
自
（
お

 
ん
な
と
じ
）
・
女
隠
居
？
女
寡
（
お
ん
な
や
も
め
・
お
ん
な
や
ま
め
）
・
女

 
地
主
・
女
家
主
（
お
ん
な
い
え
ぬ
し
）
・
女
施
主
（
お
ん
な
せ
し
ゅ
）
・
女

 
主
人
公
・
女
客
人
（
お
ん
な
ま
ろ
う
ど
）
・
女
客
・
女
賀
客
・
女
礼
者
・
女

 
異
人
・
女
じ
ゃ
者
・
女
成
金
・
女
専
拐
（
お
ん
な
て
っ
か
い
ど

 
「
女
鉄
拐
」
は
『
好
色
一
代
女
』
に
見
え
る
語
で
、
年
老
い
な
が
ら
若
く
み

せ
る
女
を
言
う
。
鉄
拐
仙
人
が
空
中
に
自
分
の
姿
を
吐
き
出
し
た
と
い
う
伝
に

も
と
つ
く
。

 
②
あ
る
働
き
の
女
性
を
言
う
語
-
江
戸
時
代
以
前
の
語

 
女
使
・
女
巫
子
（
お
ん
な
み
こ
）
女
法
師
・
女
医
師
」
女
医
者
・
女
手
書

 
（
お
ん
な
て
か
き
1
女
性
の
能
書
家
）
・
女
右
筆
・
女
預
（
お
ん
な
あ
ず
か
．

 
り
）
・
女
寺
屋
・
女
頭
6
■
女
急
患
（
お
ん
な
こ
し
ょ
う
）
女
従
者
（
お
ん
な

 
ず
さ
）
・
女
小
姓
・
女
六
尺
・
女
師
匠
・
女
皇
聾
心
・
女
帯
間
（
女
太
鼓
）

 
・
女
物
師
・
女
髪
結
・
女
按
摩
・
女
芸
者
・
女
太
夫
・
女
踊
子
・
女
巡
礼

 
・
女
六
部
・
女
武
者
・
女
家
老
・
女
伊
達
・
女
浪
人
・
女
虎
落
（
お
ん
な
-

 
も
が
り
）
・
女
団
七
・
女
山
賊
（
お
ん
な
や
ま
だ
ち
）
女
道
楽
（
お
ん
な
ど

 
ら
）
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こ
れ
ら
の
う
ち
「
女
使
」
は
、
中
古
、
春
日
神
社
、
‘
賀
茂
神
社
の
祭
に
朝
廷

か
ら
勅
使
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
内
侍
で
あ
る
。
 
「
女
手
書
」
の
出
自
と
し
て
は

 
『
大
鏡
」
が
あ
が
ら
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
平
安
時
代
に
は
あ
っ
た
語
と
考
え

ら
れ
る
。
 
「
女
巫
子
」
の
出
典
は
あ
が
っ
て
い
な
い
が
、
 
「
巫
女
」
は
『
梁
塵

秘
抄
』
に
見
え
る
の
で
、
 
「
女
巫
子
」
も
そ
の
こ
ろ
に
あ
っ
た
語
と
考
え
て
よ
．

い
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
女
法
師
」
、
 
「
女
従
者
」
の
出
典
に
は
『
古
本
説
話
集
」

が
あ
が
っ
て
い
る
。
 
「
女
山
賊
」
・
は
狂
言
の
中
に
見
え
る
。

 
こ
れ
ら
以
外
は
江
戸
時
代
の
文
献
に
見
え
て
い
る
語
で
、
 
「
女
～
」
と
い
う

複
合
語
は
江
戸
時
代
忙
な
っ
て
に
わ
か
に
文
献
の
上
に
多
く
現
れ
る
の
で
あ

る
。

 
㈲
あ
る
働
き
の
女
性
を
言
う
語
-
明
治
以
降
の
語

 
女
役
者
・
女
芸
人
・
女
義
太
夫
（
女
義
太
と
も
）
・
女
学
者
・
女
事
務
員
・

 
女
ボ
ー
イ
・
女
人
夫
・
女
乞
食
・
女
天
一
・
女
将
軍

 
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
も
の
に
く
ら
べ
る
と
は
る
か
に
少
な
い
。
ま
た

．
こ
れ
ら
の
語
は
、
．
今
日
、
理
解
は
で
き
．
る
が
日
常
語
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
使
用
．

一
さ
れ
て
い
な
い
乃
 
「
女
天
～
」
は
女
天
一
坊
の
略
で
、
坪
内
晶
群
の
「
当
世
書

生
気
質
」
に
見
え
て
い
る
語
で
あ
る
。

 
以
上
、
 
「
メ
」
あ
る
い
は
「
オ
ン
ナ
」
を
上
部
要
素
と
し
て
女
性
を
表
わ
す

．
語
を
見
て
き
た
。
そ
れ
は
人
間
の
ほ
か
に
も
、
動
植
物
、
神
、
星
、
餓
鬼
き
雛

人
形
と
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
「
女
性
」
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
、
h
メ
ン
鳥
」
、
」

 
ヘ
 
 
へ

「
メ
ス
犬
」
の
よ
う
に
「
メ
ン
」
 
「
メ
ス
」
を
つ
け
て
言
う
こ
と
も
あ
る
が
、
．

「
メ
ン
」
 
「
メ
ス
」
を
上
部
要
素
に
持
つ
語
は
ご
く
少
数
で
あ
る
。
．
そ
し
て

‘
「
メ
ン
」
 
「
メ
ス
」
も
「
メ
」
の
属
で
あ
る
。

．
ま
た
「
オ
ン
ナ
」
属
の
「
オ
ナ
ゴ
」
、
 
「
オ
ミ
ナ
」
を
上
部
要
素
と
す
る
も

の
に
は
、
 
「
オ
ナ
ゴ
亭
主
」
 
（
女
主
人
）
や
「
オ
ミ
ナ
神
」
が
あ
る
が
、
こ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
よ

も
辞
書
の
上
で
は
一
例
ず
つ
得
ら
れ
た
程
度
で
あ
る
。
漢
語
を
用
い
た
「
女
学

 
 
 
に
ょ
か
ん
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ

生
」
、
．
「
女
官
」
、
 
「
女
流
作
家
」
の
類
も
、
例
は
さ
し
て
多
く
な
い
。
つ
ま

り
日
本
語
造
語
法
に
お
い
て
は
男
性
女
性
の
区
別
は
、
「
メ
」
と
「
オ
ン
ナ
」

お
よ
び
そ
の
属
の
少
数
の
語
で
な
し
得
て
い
る
。

、
一
方
、
漢
語
の
ば
あ
い
は
、
男
女
を
区
別
す
る
の
に
、
男
女
、
雌
雄
、
牝
牡

と
、
少
な
く
と
も
三
種
類
の
別
は
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
英
語
の
ば
あ
い
は

次
表
に
記
す
よ
う
に
き
わ
め
て
多
種
で
あ
る
。
こ
れ
は
語
源
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
表
は
、
市
川
三
喜
編
「
英
語
学
辞
典
」

（
研
究
社
）
、
長
井
氏
臼
政
編
、
萩
原
恭
平
改
訂
「
英
語
ニ
ュ
ー
ハ
ン
ド
ブ
ッ

     英語のばあい

1男性と女性が話語
'ox． bull（牡牛） cow（牝牛）
cock（おんどり） hen（めんどり）

2男性語に接尾辞をつけて女性語を造る
9Qd（神）  、 goddess（女神）
prince（皇子）． princess（皇女）

 1ion（ライオン） liofless（雌ライオン）

3女性語が男性語の語尾を変じて「6ssを
つけるもの
actor（男優）  actress（女優）
tiger（おす虎）  tigress（めす虎）

4女性語が、ess以外の語尾変化によって
造られたもの
comedian（喜劇役者） comedienne
hero（物語の男主人公） heroine

5男性、女性に別語をつけるもの
（1）性別語を前につけるもの

 bull-elephant cow-elephant
 cock-pheasant hen-pheasant
  （嘆きじ）    （蠕きじ）
 do9-ape（雄ざる）bitch-ape
 he-goat（雄iやぎ） she-goat

（2）性別語を後につけるもの

 turkey-coek turkey-hen
雄のしちめんちょう雌のしちめんちょう
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ク
』
 
（
研
究
社
）
に
よ
っ
て
作
製
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
い
ず
れ
に
し
て
も
、
、
日
本
語
の
ば
あ
い
男
女
の
言
い
わ
け
が
こ
の
よ
う
に
単

純
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本
語
命
名
法
の
一
特
色
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
5
「
女
性
的
な
容
姿
・
心
情
・
思
慮
を
言
う
語

 
女
気
（
お
ん
な
げ
・
お
ん
な
つ
け
）
・
女
切
れ
（
お
ん
な
ぎ
れ
・
お
ん
な
つ

 
き
れ
）
・
女
振
り
（
お
ん
な
ぶ
り
・
お
ん
な
つ
ぶ
り
）
・
女
体
（
お
ん
な
て

 
い
）
・
女
様
・
女
姿
・
女
影
・
女
懸
り
・
女
工
・
漫
言
・
女
声
・
女
顔
・
女

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
た
ぎ

 
付
き
・
女
面
（
お
ん
な
づ
ら
）
・
女
心
・
女
心
地
・
女
気
・
女
気
質
・
女
性

 
根
・
女
計
い
（
お
ん
な
ば
か
ら
い
）
・
女
分
別
・
女
了
簡
・
女
知
恵
・
女
好

 
み
・
女
好
き
・
女
惚
れ
・
女
盛
り
・
．
女
冥
利
・
女
冥
加
・
女
の
道

 
こ
れ
ら
の
語
の
中
、
 
「
女
心
」
に
つ
い
て
は
、
 
『
日
本
国
語
義
辞
典
」
は
、

「
女
・
1
9
の
は
か
な
さ
は
、
都
を
独
あ
こ
が
れ
出
て
」
（
謡
曲
・
女
郎
花
）
、
 
「
つ

き
せ
ぬ
あ
は
れ
は
女
心
の
く
せ
に
て
」
 
（
浮
世
草
子
・
好
色
万
金
丹
）
「
女
心

の
一
筋
に
、
．
思
ひ
詰
め
た
る
こ
の
身
の
わ
づ
ら
ひ
」
 
（
歌
舞
伎
・
東
海
道
四
谷

怪
談
）
を
あ
げ
て
い
る
。
や
さ
し
さ
、
一
途
さ
が
女
性
特
有
の
気
持
と
考
え
ら

れ
て
い
る
と
察
せ
ら
れ
る
。

 
一
方
、
「
女
計
い
」
、
「
女
分
別
」
、
 
「
女
了
簡
」
、
「
女
知
恵
」
は
、
い

ず
れ
も
“
あ
さ
は
か
な
も
の
”
と
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
 
「
女
性
根
」
も
「
欲

の
深
い
女
性
根
」
 
（
歌
舞
伎
・
心
謎
解
色
糸
）
と
さ
れ
る
。

 
こ
れ
ら
の
語
の
用
い
ら
れ
様
を
見
て
い
く
時
、
女
性
の
心
情
・
思
慮
に
対
す

る
評
価
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
「
女
の
道
」
が
、
 
『
源
氏
物
語
」
に
は

「
色
恋
の
道
」
の
意
昧
で
出
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
浄
瑠
璃
に
は
「
女
の
守
る

べ
き
道
」
の
意
に
な
っ
て
い
る
。

 
4
 
女
性
の
服
飾
・
用
具
な
ど
を
言
う
語

「
女
」
 
（
め
・
お
ん
な
）
を
語
頭
に
持
つ
語
彙

 
女
の
装
い
・
女
装
束
・
女
出
立
・
女
帷
子
・
女
広
袖
・
女
帯
・
女
量
・
女
笠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
む

 
・
女
傘
・
女
頭
巾
・
女
被
り
・
女
足
袋
・
女
草
履
・
女
雪
駄
・
女
下
駄
・
女

 
の
隠
し
道
具
・
女
扇
・
女
車
・
緯
糸
・
女
駕
籠
・
女
乗
物
・
女
長
柄
・
女
鞍

 
・
女
船
・
女
物
・
女
模
様
！
江
戸
以
前

 
「
女
船
」
は
女
だ
け
が
乗
っ
て
い
る
船
で
あ
る
。

 
女
帽
・
女
羽
織
・
女
袴
・
女
官
・
女
乗
り
（
自
転
車
な
ど
）
・
女
箪
笥
．
女

 
持
ち
・
女
向
き
・
女
柄
一
明
治
以
降

 
5
 
女
性
の
か
か
わ
る
芸
能
・
遊
戯
を
言
う
語

 
女
楽
・
女
舞
・
女
踏
歌
・
女
曲
舞
・
女
田
楽
・
女
猿
楽
・
女
能
・
女
狂
言
・

 
女
祭
文
・
女
浄
瑠
璃
・
女
歌
舞
伎
・
女
芝
居
・
女
役
・
女
踊
り
・
女
手
踊
・

 
女
相
撲
・
女
面
・
女
物
狂
・
女
木
偶
・
女
鞠
・
女
剣
劇

 
「
女
鞠
」
は
女
性
の
す
る
蹴
鞠
で
、
遊
戯
で
あ
る
。
遊
戯
を
言
う
語
は
こ
の

一
語
の
み
で
あ
る
。

 
こ
れ
ら
の
中
で
、
明
治
以
降
の
も
の
は
「
女
剣
劇
」
の
一
語
の
み
で
あ
る
。

女
性
を
主
役
と
し
た
こ
の
剣
劇
は
昭
和
五
年
ご
ろ
生
ま
れ
た
。

 
6
 
女
性
の
い
た
、
さ
ま
ざ
ま
の
場
所
を
言
う
語

 
女
所
・
女
方
・
女
寺
・
女
宿
・
女
茶
屋
・
女
単
糸
・
女
牢
・
女
溜
り
・
女
部

 
屋
・
女
座
・
女
湯
・
女
風
呂
・
女
塚

 
「
女
所
」
、
 
「
女
方
」
は
、
平
安
時
代
、
禁
中
で
女
房
の
控
え
た
場
所
で
あ

る
。
 
「
女
宿
」
は
、
江
戸
時
代
、
女
性
の
奉
公
人
の
身
元
を
引
請
け
て
周
旋
し

た
家
を
言
う
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
娘
宿
を
「
女
宿
」
と
も
言
う
。
 
「
女
溜
り
」

は
「
女
牢
」
と
お
な
じ
く
留
置
場
で
あ
る
。
 
「
女
座
」
は
い
ろ
り
の
そ
ば
の
主

婦
の
座
で
あ
る
。

 
7
 
女
性
の
年
中
行
事
な
ど
を
言
う
語
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諸
地
方
に
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
。
以
下
に
あ
げ
た
も
の
は
、
 
『
日
本
国
語
大
回

血
ハ
」
と
「
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
」
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
。
説
明
は
省
略
し

て
、
地
域
（
多
く
は
県
名
）
と
時
期
と
を
記
し
た
。

 
女
礼
（
正
月
）
・
女
の
正
月
（
東
北
地
方
、
一
月
十
五
日
、
ま
た
は
一
月
二

 
十
日
）
女
正
月
（
京
都
、
一
月
十
五
日
）
、
女
の
年
取
り
（
東
北
地
方
、
正

 
月
十
四
日
、
ま
た
は
十
五
日
）
、
女
節
分
（
京
都
、
一
月
十
九
日
）
、
女
の

 
ピ
ア
リ
（
千
葉
、
一
月
十
九
日
・
二
十
日
）
、
女
オ
ビ
シ
ャ
（
千
葉
、
一
月

 
二
十
七
田
）
・
女
の
節
供
（
全
国
、
三
月
三
日
）
・
女
の
天
下
（
香
川
、
五

 
月
四
日
）
・
女
の
晩
（
群
馬
、
五
月
四
日
）
・
女
シ
ノ
ウ
チ
（
群
馬
、
五
月

 
四
日
）
・
女
の
家
（
旧
地
、
五
月
節
供
）
・
女
の
屋
根
（
神
奈
川
、
五
月
五

 
日
）
・
女
名
月
（
福
岡
、
九
月
十
三
日
）
・
女
の
神
事
（
福
島
、
十
一
月
十

 
 
 
 
 
 
お
と
や

 
五
日
）
・
女
御
頭
屋
（
長
崎
、
秋
の
．
二
十
三
日
）

 
正
月
の
多
忙
の
後
の
慰
労
、
あ
る
い
は
田
植
え
や
稲
刈
り
と
い
っ
た
重
労
働

の
前
後
の
慰
労
が
こ
の
よ
う
な
形
で
お
こ
な
れ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
．

 
女
一
見
（
オ
ン
ナ
イ
チ
ゲ
ン
、
群
馬
）
・
女
残
酒
（
石
川
）

 
 
「
女
一
見
」
は
、
花
嫁
の
姉
妹
や
お
ば
が
二
方
に
招
か
れ
る
こ
と
を
言
う
。

 
「
女
残
酒
」
は
嫁
取
り
の
翌
日
の
慰
労
宴
で
あ
る
。

 
女
相
撲
（
秋
田
、
雨
乞
い
）

 
女
君
（
仏
道
修
業
の
た
め
の
講
）

 
8
 
女
性
の
生
活
の
諸
相
を
写
し
て
い
る
語
，

 
㈹

 
女
叙
位
・
女
冠
（
お
ん
な
こ
う
ぶ
り
）
・
女
公
事
（
お
ん
な
公
事
i
女
性
の

 
起
こ
し
た
訴
訟
）
・
女
禁
制
・
女
不
入
田
（
お
ん
な
い
れ
ず
の
た
）
・
女
手

 
 
 
 
と
お
り

 
形
・
女
通
手
形
・
女
手
形
証
文
・
女
切
手
（
女
手
形
に
同
じ
）
・
女
旅

 
位
階
を
授
け
ら
れ
る
女
性
、
訴
訟
を
起
こ
し
た
女
性
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活

相
が
こ
と
ば
の
上
に
見
ら
れ
る
。
女
性
は
不
浄
と
さ
れ
た
、
ま
た
関
所
の
通
過

は
男
性
よ
り
よ
り
厳
し
ぐ
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
生
活
が
こ
こ
に
見

え
る
9

 
②

 
攻
口
・
女
所
帯
・
女
天
下
・
女
縁
者
・
女
腹
・
女
子
供

 
「
女
腹
」
は
女
児
ば
か
り
を
産
む
女
で
あ
る
が
喜
ば
れ
な
か
っ
た
。
 
「
女
子

供
」
は
足
手
ま
ど
い
と
、
い
っ
た
心
持
ち
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
女
縁

者
」
は
妻
、
娘
お
よ
び
妻
方
の
親
類
を
総
称
す
る
語
で
あ
る
。
夫
が
わ
の
縁
者

よ
り
は
軽
視
さ
れ
た
。

 
⑤

 
女
仕
事
・
女
わ
ざ
・
女
力
・
女
手
・
女
文
字
・
女
筆
・
女
文
・
女
文
章

 
㈲

 
女
談
合
・
女
知
音
（
お
ん
な
ち
い
ん
1
女
の
同
性
愛
）
・
女
ま
じ
り
・
賢
酒

 
盛
り
・
女
夜
這

 
こ
れ
ら
0
諸
語
は
、
そ
の
こ
と
ば
の
担
う
内
容
、
つ
ま
り
は
女
性
が
ど
の
よ

う
に
遇
さ
れ
生
き
て
き
た
か
を
考
え
さ
せ
る
。

 
9
 
 
「
お
ん
な
耳
 
（
女
）
が
対
格
要
素
で
あ
る
語

 
「
女
」
．
を
上
部
要
素
と
す
る
が
、
一
語
の
語
意
は
、
男
性
の
女
性
に
対
す
る

態
度
、
あ
る
い
は
女
性
と
の
交
渉
を
言
っ
て
い
る
も
の
を
こ
こ
に
集
め
た
。

 
回
縁
．
女
運
．
女
沙
汰
．
女
自
慢
・
女
道
楽
・
女
三
昧
．
女
狩
り
・
小
買
い

 
・
女
食
い
・
女
選
み
・
女
話
・
女
遊
び
・
女
荒
し
・
女
た
ら
し
・
女
狂
い
・

 
女
こ
か
し
・
女
殺
し
・
女
出
入
り
・
女
嫌
い
・
女
受
け
・
女
擦
れ
・
女
任
せ

 
・
女
形
（
女
方
）
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こ
れ
ら
の
語
の
半
ば
以
上
は
江
戸
時
代
の
作
品
に
見
え
る
も
の
で
、
そ
れ
よ

り
古
い
も
の
は
、
 
「
女
狂
い
」
の
初
出
が
「
虎
明
本
狂
言
・
鏡
男
」
と
記
さ
れ

て
い
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
初
出
が
明
治
以
後
ら
し
い
語
も
十
語
あ
っ
た
。

 
1
0
・
そ
の
他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
女
島
・
女
達
磨
・
女
武
道
・
女
工
・
女
首
・
女
読
み

 
説
明
は
省
略
す
る
。
な
お
、
江
戸
時
代
の
女
子
教
育
書
に
は
「
女
と
」
の
名

の
も
の
が
多
い
が
、
こ
こ
に
は
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。

五
、
 
「
女
（
め
・
お
ん
な
）
」
に
接
尾
辞
の
添
う
た
語

 
「
女
郎
」
の
「
郎
」
を
接
尾
語
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

ひ
と
ま
ず
そ
の
よ
う
に
認
定
す
る
と
し
て
、
 
「
め
（
女
）
」
に
接
尾
辞
の
添
う

た
も
の
は
こ
の
』
語
で
あ
る
。

 
「
お
ん
な
（
女
）
」
に
接
尾
辞
の
添
う
た
も
の
は
以
下
の
諸
語
で
あ
る
。

「
女
子
（
お
ん
な
ご
）
・
女
衆
（
お
ん
な
し
ゅ
う
・
お
ん
な
し
）
・
女
輩
（
お

 
ん
な
ば
ら
）
・
女
ど
も
・
女
ど
ち
・
女
ど
し
・
女
連
れ
・
女
連
・
三
殿
・
女
．

 
じ
る
し
・
女
＝
二
昧
（
お
ん
な
い
っ
さ
ん
ま
い
）
・
女
日
照
り

 
こ
れ
ら
の
接
尾
辞
の
多
く
は
複
数
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、
・
「
女
殿
」
の

「
殿
」
は
敬
意
を
示
す
接
尾
辞
で
あ
る
。
た
だ
し
「
三
殿
」
は
、
山
梨
県
静
岡

県
で
女
中
を
冨
う
方
言
で
あ
る
。
 
「
女
じ
る
し
」
の
「
し
る
し
」
は
「
遠
ま
わ
，

し
に
表
現
す
る
語
之
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
女
一
三
昧
」
は
「
女
の
こ

と
、
女
色
に
専
念
す
る
こ
と
だ
と
い
う
。
 
「
女
日
照
り
」
は
「
男
が
好
ま
し
く

思
う
女
の
数
が
少
な
い
こ
と
」
だ
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
．
「
日
照
り
」
は
比
喩

的
、
あ
る
い
は
象
徴
的
接
尾
辞
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

お
 
わ
 
り
 
に

 
語
頭
の
「
女
」
 
（
め
・
お
ん
な
）
に
接
頭
辞
の
働
き
と
複
合
語
の
要
素
と
し

て
の
働
き
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
語
彙
総
体
の
上
に
そ
の
状
況
を
明
ら
か

に
し
ょ
う
と
試
み
た
。

 
そ
の
結
果
、
 
一
拍
語
の
「
め
」
に
は
接
頭
辞
性
が
よ
り
濃
く
、
三
三
三
の

「
お
ん
な
」
に
は
、
複
合
語
要
素
と
し
て
の
働
き
が
よ
り
濃
い
こ
と
も
わ
か
っ

た
。
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
も
っ
と
も
、
 
「
め
坂
」
か
ら
「
お
ん
な
坂
」
へ
、
 
「
め
竹
」
・
か
ら
「
お
ん
な

竹
」
へ
と
い
っ
た
移
行
状
況
も
あ
る
。
ま
た
方
言
社
会
に
は
、
「
お
ん
な
膝
」
、

「
お
ん
な
爪
」
 
「
お
ん
な
跳
び
」
と
い
う
新
造
語
も
あ
っ
て
注
目
さ
せ
ら
れ

る
。
そ
の
よ
う
に
、
と
か
く
「
男
」
「
女
」
を
借
り
て
、
あ
る
状
況
を
言
お
う

と
す
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
伝
統
を
負
う
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
、
関
心

は
そ
の
方
向
に
よ
り
強
く
な
，
っ
て
い
る
。
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「
女
」
 
（
め
・
お
ん
な
）
を
語
頭
に
持
つ
語
彙


