
所
謂

「謙
譲
語
の
丁
寧
語
化
」
に

つ
い
て

ー

「尊
者
定
位
重
視
」
の
敬
語
か
ら

「自
己
定
位
重
視
」
の
敬
語

へ

森

山

由

紀

子

キ

ー
ワ
ー
ド

"
謙

譲
語

丁
寧

語

敬
語
史

マ
ラ
ス
ル

文
法
化

は

じ

め

に

日
本
語
に
お
け
る
敬

語
法

の
通
時
的
展
開

の
ト
ピ

ッ
ク
の

一
つ
と
し
て
、

(
1
)

中
世
期
を
端

緒
と
す
る
、
所
謂

「謙
譲
語

の
丁
寧
語
化
」
と

い
う
現
象
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
古
的
敬
語
法

に
お
い
て
は
、
所
謂

「
行

為

の
受

け
手

」
と
い
う

、
素
材
を
待
遇
す

る
た

め
に
用

い
ら
れ
て

い
た
表

現
が
、
近
代
敬
語
の
発
達

の
中

で
、
聞
き
手
め
あ

て
に
用

い
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
て

い
く
現
象

で
あ

り
、
現
代

日
本
語

に
お

け
る
敬
語
法

の
基
盤
を

明
確
に
す
る
上
で
も
重
要

で
あ

る
ば

か
り

で
な
く
、
あ
る
語
彙
が
、
通
時

的
な
流
れ

の
中
で
、
新

た
な
文
法
的
意
味
を
獲
得

し
て
い
く
過
程

の
サ

ン

プ
ル
と
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
深
い
問
題
を
内
包

し
て
い
る
。

従
来

の
研
究

に
お

い
て
、
こ

の
現
象

は
、
金

田
弘

(
一
九
八

一
)
が
、

中

世
を
通

じ
て
使
わ
れ

た

「申
す
」

「
い
た
す
」

「
つ
か
ま

つ
る
」

な
ど

の
用
法

に

つ
い
て
み
る
と
、
上
位
者
を
客

体
と
す

る
動
作
、

な
い
し
は
上
位
者

へ
の
敬
従
関

係
を
前
提

と
す
る
下
位
者

の
動
作

を
表

す
敬
語

か
ら
、
話

し
手
が
聞

き
手

に
対

す
る
敬
意
を
示

す
敬

語

へ
移
行
す

る
傾
向
が
見
ら

れ
、
こ
こ

に
謙
譲

語
漸
減

、
衰

退

の

き
ざ

し
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
。

(傍
線
筆
者
)

と
、
述

べ
て
い
る

の
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
①

「対
者
敬
語

の
発
達
」

と
、
そ
れ
と
表
裏

の
関
係
に
あ
る
②

「謙
譲
語

の
衰
退
」
を
示
す
も

の
と

し
て
理
解
さ
れ

て
き
た
面
が
あ
る
。

六

三



所
謂

「
謙
譲
語

の
丁
寧
語
化
」

に

つ
い
て

し

か
し
、
第

一
に

「
対
者
敬
語

の
発
達

」
と
い

っ
た
説
明

は
、
単

に
現

象
を
把
握
し
た
も

の
に
過
ぎ
ず
、
さ
ら
に
も
う

一
歩
踏

み
込
ん

で
、
な
ぜ
、

ど

の
よ
う
な

メ
カ

ニ
ズ

ム
で
、
こ
う
い

っ
た
現
象

が
生

じ
て
き
た

か
を
考

え
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
う

い

っ
た
変
化

の
メ
カ

ニ
ズ

ム
を
、
各
用
法

に
お
け
る
人
間
関
係

の
認
識

の
在

り
方

と
い
う
観
点
か
ら

整
理

し
て

い
け
ば
、

「謙
譲

語
の
丁
寧
語
化
」
が
、

そ
の
ま
ま
に

「
謙
譲

語

の
衰
退
」

に
結
び

つ
く
わ

け
で
は
な
く
、
そ

の
背
後

に
、
「尊

者
定
位

(2
)

重
視

の
敬
語
か
ら
自
己
定
位
重
視

の
敬

語

へ
」

と
い
う

、
大
き
な
流
れ
が

作
用

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

一
、
謙
譲
語
が

「丁
寧
語
化
し
す
る
ま
で
の

諸
段
階
の
整
理

そ
も
そ
も
、
素
材
敬
語
で
あ
る
謙
譲
語
と
、
対
者
敬
語

で
あ

る
丁
寧
語

と
は

、
話

し
手

に
よ
る
人
間
関
係

の
認
識

の
在

り
方

と
い
う
観
点

か
ら
、

ど

の
よ
う
な
違

い
が
あ

る

の
だ

ろ
う
か
。

「謙
譲
語
」

と
言
わ
れ
る
も

の

で
あ

っ
て
も
、
用
法
上

の
制
限
に
注
目
し
て
、
そ

の
表

現
を
用

い
る
場
合

の
認
識

の
在
り
方
を
考
え
れ
ば
、
現
代
語
と
、
古

典
語
と
で
は
い
く

つ
か

の
違

い
が
あ
る
。
ま
た
、

「謙
譲

語

の
丁
寧
語
化
」

と
言

わ
れ
る
場
合

の

「丁
寧
語
」
と
は
、
広

い
意
味
で

の
対
者
敬

語
を
さ
し
て
用

い
ら
れ

て
い

六
四

る
が
、
現
代

の
対
者
敬
語

は
、
そ

の
用
法
上
、
「
丁
重
語
」
と

「
丁
寧
語
」

と

い
う
二
種

類
に
分
類

さ
れ

る
。
従

っ
て
、
ど
ち
ら

の
タ
イ
プ
の
対
者
敬

語

へ
の
移
行

な

の
か
、
と
い
う

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も

、
や
は
り
、

「
対
者
敬
語
」

の
認
識

の
在
り
方
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
う

い

っ
た
認
識

の
在

り
方
を
考
え
る

こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
敬
語
法

相
互

の
関
係
も
明

ら
か
に
な

っ
て
い
く
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

第

一
に
、
平
安
時
代

の
文
献

に
見
出
さ
れ
る

「
謙
譲
語
」
は
、

(
1
)

(帝

が
)

一
の
宮
を
見
た

て
ま

つ
ら
せ
た
ま
ふ
に
も
…

(源
氏
物
語

・
桐
壺
)

と

い

っ
た
例
か
ら
、

(3
)

A

「尊
者

(こ
の
場
合

は

一
の
宮
)

に
関
わ
る
行
為

で
あ

る
」

と
い

う
認
識
を
表
現
す

る

も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り

、
こ
の
段
階
に
お

い
て
は
、
①

「行
為

の

主
体
は
必
ず
し
も

「
下
位
者
」

で
あ

る
必
要
は
な
く

(用
例
1
の
場
合

は

帝
)
」
、
ま
た
、
②

「聞
き
手
が
誰

で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
は

一
切
関
与

し

な

い
」
。

し
か
し
、
現
代

の
敬
語
表
現

に
は
、

こ
れ
に
そ

の
ま
ま
該
当

す
る
形
式

は
存
在
し
な
い
。
と
い
う

の
は
、
現
代
日
本
語
に
お

い
て

「謙
譲
語
」

と

呼
ば
れ
る
形
式

は
、
す

で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、



(2
)
課
長
が
社
長

に
お
会

い
さ
れ
た
。

の
よ
う

に
、
「行
為

の
主
体

(こ
の
場
合

は

「課
長
」
)
」
が

「尊
者

(こ

の
場
合
は
社
長
)
」

よ
り
も

下
位
で
あ

る
場
合

に
限
ら
れ
、
行
為

の
受

け

手

で
あ

る
課
長

に
敬
意
を
払
う

と
し
て
も
、

(
4
)

(3
)

*
社
長
が
課
長
に
お
会

い
さ
れ
た
。

の
よ
う

に
は
、
用

い
ら
れ
な

い
か
ら

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
前
出

の
A
の
段

階
の
謙
譲
語

か
ら

、

B

「尊
者

に
関
わ

る
下
位
者

の
行
為

で
あ
る
」
と

い
う
認
識
を
表
現

す

る

と
い
う
段
階

へ
の
移
行
が
、

い
ず
れ

か
の
時
点

で
生
じ
、
こ
れ
が
、
概
ね

(
5
)

現
代

の
謙
譲
語

に
つ
な
が

る
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方

、
現
代
語

に
お

け
る

「対
者
敬
語
」
に
は
、
大
き
く
二

つ
の
タ
イ

プ
が
あ

る
こ
と
が
既

に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

一
つ
は
、
宮
地
裕

(
一
九

六

五
)

に
お
い
て

「丁
重
語
」
と
分
類
さ
れ
た
、

(4
)
私
が

、
こ
の
仕
事
を
致

し
ま
し
た
。

(5
)
私

は
、
こ
れ

か
ら
買

い
物

に
参
り
ま
す
。

と
い

っ
た
類

の
も

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
、
①

「
聞
き
手
を
敬
意

の
対
象

と

す
る
」

と
同
時

に
、

(6
)

*
先
生
が

、
こ
の
仕
事
を
致
し
ま
し
た
。

(致
さ
れ
ま
し
た
。)

所
謂

「謙
譲
語

の
丁
寧
語
化
」

に
つ
い
て

(7
)

*
先
生
は
、
買
い
物

に
参
り

ま
し
た
。

(参
ら
れ
ま
し
た
。)

と
は
言
え
な

い
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
②

「行
為

の
主
体
を
話
し
手

に
対

し
て
下
位
に
位
置
づ
け
る
」

と
い
う
性
質
を
持

つ
。

こ
の
こ
と
は
、

行
為

の
主
体
が
人
物
で
あ
る
場
合

に
は
、
た

と
え
そ
れ
が
目
上

の
人
物

で

な
く
同
等

の
人
物
で
あ

っ
た
と
し
て
も

、
自
分

の
側

に
属
す
る
人
物
で
な

け
れ
ば
、
話
し
手
が
勝
手

に
下
位

に
位
置
づ

け
る

こ
と
は

で
き
な

い
の
で
、

(8
)

*
A
さ
ん
が
、

こ
の
仕
事
を
致
し
ま
し
た
。
(致
さ
れ
ま

し
た
。)

(9
)

*
A
さ
ん
は
、
買
い
物

に
参

り
ま

し
た
。

(参
ら
れ
ま
し
た
。
)

(「
A
さ
ん
」
が
、
聞
き
手

に
対

し
て
、
特

に
話
し
手
側

の
人
物

に
あ
た
ら
な

い
場
合
。
す
な
わ
ち

「
A
が
」
と
言
う
こ
と

の
で

き
な

い
場
合
。
)

の
よ
う

に
、

や
は
り
不
適

切
な
表

現
と
な
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
対
者
敬
語
で
あ
り
な
が
ら
も

、
や
は
り
、
素
材

の
上
下
関
係
に

(6
)

よ

っ
て
運
用
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、

こ
の
点
に
お

い
て
、

「丁
寧
語
」
と
区
別
さ
れ
る
。

そ

し
て
、
そ

の

「
丁
寧

語
」
と
は
、

(10
)
鳥
は
空
を
飛
び

ま
す
。

(11
)
先
生
が

い
ら

っ
し

ゃ
い
ま
す

。

(12
)
鳥
は
生
き
物
で
す
。

六

五



所
謂

「謙
譲
語

の
丁
寧
語
化
」
に

つ
い
て

(13
)
先
生

は
滋
賀
県

の
ご
出
身
で
す
。

の
よ
う

に
、
①

「
聞
き
手

を
敬
意

の
対
象

と
す

る
」

だ
け

で
な
く
、
②

「主
語

の
属
性
等

に

一
切
関
わ
り
な

い
」
、
③

「
文
体

的
な
表

現
で
あ

る
」

と
い
う
特
質
を
持
ち

、
後
者

の
二
点
に
お

い
て

「
丁
重
語
」
と
区
別

さ
れ

る
。こ

の
よ
う

に

「対
者
敬
語
」
が

二
種

に
分
け
ら
れ
る

の
に
対
応

さ
せ
よ

う

と
す

る
な
ら
ば
、
所
謂

「謙
譲
語

の
丁
寧
語
化
」
も
、
二

つ
に
分
け
な

け
れ
ぼ

な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、

(イ
)

行
為

の
主
体
が
話

し
手

(側
)
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
、
行
為

の
主
体
を

下
げ

る
と

い
う
意
味
を
保
存
し
た
ま
ま
、
対
者

へ
の

敬
意
を
表
現
す

る
よ
う

に
な
る
場
合

(謙
譲
語

の
丁
重

語
化
)

と
、(

ロ
)

認
識

の
内
容

に

一
切
関
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
内
容

の
表

現
に
文

体
的

に
用

い
る
こ
と

に
よ

っ
て
対
者

へ
の
敬
意
を
表
現
す
る
よ

う
に
な
る
場
合

(謙
譲
語

の
丁
寧
語
化
)

と
い
う

、
二

つ
の
タ
イ
プ
が
論
理
的

に
想
定
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
表
現
を
支
え

て
い
る
認
識

の
在
り
方
と

い
う
観

点

か
ら
見
れ
ば

、

(イ
)

「謙
譲
語

の
丁
重
語
化
」

の
ほ
う
は
、

C

「
聞
き
手

に
対

し
て
下
位
者

で
あ
る
話

し
手

(側
)

の
行
為
で
あ

六
六

る
」

と

い
う
認
識

へ
の
移
行

で
あ

り
、

(
ロ
)

「謙
譲
語

の
丁
寧
語
化

」

の
ほ
う

は
、

D

「
表
現
す
る
内
容

に
は

一
切
関
わ
り
な
く
、
話
し
手
が
、
聞
き
手

に
対
し
て
下
位

に
位
置

す
る
」

と

い
う
認
識

へ
の
移
行

で
あ

る
と
言
え

る
。

な
お
、

「謙
譲
語

の
丁
寧
語
化
」

に

つ
い
て
考
え
る
と
き
、
「
被
支

配
待

遇
」

「
か
し
こ
ま
り

の
語
法
」

と
呼
ば

れ
る

「侍
り
」

「候
ふ
」

「仕

る
」

と

い

っ
た
語
彙
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
「侍
り
」

「仕
る
」
な
ど
も
、

「侍
ら
れ

る
人
」
「仕

ら
れ
る
人
」
を
上
位
待

遇
す
る
表
現
と

し
て
用

い

ら

れ

て

い
る
限

り

に
お

い
て
は
、

「尊

者

の
支
配

下

に
あ

る
者

の
行
為

(存
在
)

で
あ

る
」
こ
と
を
表
現

し
て
い
る
わ
け
で
、

こ
れ
は
あ

く
ま
で

も
素
材
敬
語

で
あ
る
と
言
え

る
。
た
だ

し
、
こ
れ
ら

の
語
は
、
尊
者
を
行

為

の
目
的
格

に
と
ら
ず
、
「尊

者

の
も

と
に
存
在
す
る
」
と

い

っ
た
、
「被

支

配
」
を
表

し
て

い
る

と
い
う
点

で
、
「謙

譲
語
」
と
は
異
な

る
こ
と
が

指
摘

さ
れ
て

い
る
。
し

か
し
、
「侍

り
」

や

「
候
ふ
」
に
代
表

さ
れ

る
よ

う

に
、

こ
れ
ら

「
被
支
配
待

遇
」
を
表
す
語
彙
も
、

「謙
譲
語
」
と
同
様
、

対
者

に
対
す
る
敬
意
を
表
す
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。

つ
ま
り
、
対
者
敬
語

に
は
、
「謙
譲
語
」
出
自

の
も

の
と
、
「被
支
配
待
遇
」
出
自

の
も

の
と

の
、



図

1

(
旧
謙
譲
語)A「尊者に関わる行

為
で
あ
る」

(
被
支
配
待
遇)「尊者の支配下にある者の行為である」

や

B

「尊
者
に
関
わ
る
下
位
者
の
行
為
で
あ
る
」

↑

-…

触
酌

一三
口敬者対匸

司
一三
口敬材素匚現

代
謙
譲
語

C

「聞
き
手
に
対
し
て
下
位
者
で
あ
る

話
し
手

(側
)
の
行
為
で
あ
る
」

」ト
や

D

「表
現
す
る
内
容
に
関
わ
り
な
く
、
話
し
手

が
、
聞
き
手
に
対
し
て
下
位
に
位
置
す
る
」

現
代
丁
重
語

φ

現
代
丁
寧
語

所
謂

「謙
譲
語
の
丁
寧
語
化
」
に
つ
い
て

二
つ
の
系
列
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。

以
上
述

べ
て
き
た
、
素
材
敬
語

で
あ

る
A

「
旧
謙
譲
語
」
・
B

「新
謙

譲
語
」
、
「
被
支

配
待

遇
」
、
及
び

、
対
者
敬
語
で
あ
る
C

「
丁
重

語
」
・
D

「
丁
寧
語
」
に
お
け
る
、
そ
れ
ぞ
れ

の
認
識

の
在
り
方
を
整
理
す
る
と
、

図
1

の
よ
う
な
流

れ

の
模
式
図
が
想
定

さ
れ
る
。

(⇔
は
、
質
的
な
変
化

が
起
こ

っ
た
こ
と
を
示
す

。)

上
図

に
お

い
て
Φ
で
示

し
た
、
変
化

の
時

期
は
、

そ
れ
ぞ
れ

の
語

に

よ

っ
て
異
な

っ
て
く

る
が
、
中

で
も

「
申
す
」

の
場
合

は
、

(14
)

(随
身
↓
源
氏
)
「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
ん
夕
顔
と
申
し
侍
る
」

(源
氏
物
語

・
夕
顔
)

の
よ
う

に
、
対
者
め
あ
て
に
用

い
ら
れ

た
例
が

、
す

で
に
中
古

の
文
献

の

特

に
会
話
文

に
お

い
て
用

い
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
杉

崎

一
雄

(
一
九
人

人
)
等

に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
こ

の
、
「
申
す
」

に

つ
い
て
は
、

(14
)

の
例

の
よ
う

に
、
目
的
格
を
明
示

し
な

い
で
も
用

い
ら
れ

る
性
質

の
語
彙

で
あ

る
こ
と
か
ら
、

「謙
譲
語

の
丁
寧

語
化

」
と
し

て
の
現
象

で

は
な
く
、

「侍

り
」

な
ど
と
同
類

の

「被
支
配
待

遇
」
と
し

て
の
用
法

か

ら
、
C

の
用
法

へ
と
移
行

し
た
も

の
で
あ

っ
た
た
め
に
、
C
の
用
法

が
早

く
現
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。
本
稿
で
は
詳

し
く
触
れ
得
な

い
が
、
「侍

り
」

に
し
て
も

「候
ふ
」
に
し
て
も
、
「被
支

配
待
遇

の
丁
寧

六
七



所
謂

「
謙
譲
語

の
丁
寧

語
化
」

に

つ
い
て

語
化
」

は
、

「謙
譲

語

の
丁
寧
語
化
」

に
さ
き
が
け

て
生

じ
て

い
る
。

こ

れ
ら

の
語
は
、
「
謙
譲
語
」

と
異

な
り
、
素
材
敬
語

で
あ

る

「
被
支
配
待

遇
」

で
あ

っ
た
段
階

に
お
い
て
、
す
で
に
、

「行
為
者

の
下
位
定
位
」

と

い
う
表
現
価
値
を
担

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
A
か
ら
B
に
移
行
す

る
必
要
が
な

い
ぶ
ん
だ
け
早
く

C
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

こ

と
が
考
え
ら
れ

る
。
そ

し
て
、
そ

の
出
自
は
と
も
か
く
、
C

の
用
法

の
出

現
が
早

け
れ
ば

、
D
の
用
法

の
出
現
も
早
く
、
大
塚

(
一
九
六
六
)
が
指

摘

す
る
よ
う

に
、

(15
)

元
正
云

「
ま
た
く
あ

や
ま
た
ざ
る
事
な
り
。
申
さ
る

・
が
如

く

:
・」

(古
人
コ
著
聞
集

・
亠バ
ー

一
一二
)

と
、
す
で
に
鎌
倉
時
代
前
期

に
、
明
ら

か
に
D
の
用
法

で
用

い
ら
れ
た
例

が
見
出
さ
れ
る
。

二
、
話
し
手
の
下
位
定
位
を
経
て
対
者
敬
語

へ

l

B
段
階
か
ら
C

・
D
段
階

へ
の
移
行
1

さ

て
、
本
稿

に
お

い
て
考
察

し
よ
う
と
す

る

の
は
、
「
謙
譲
語
」
か
ら

対
者
敬
語

へ
と
移
行

し
て
い
く
過
程
、
す
な
わ
ち
、
A

.
B
か
ら

C

.
D

へ
の
移
行

で
あ

る
。
中
古

に
お

い
て

「
謙
譲
語
」
と
し
て
活
発

に
用

い
ら

れ
て
い
た
も

の
が
、
中
世
を
経

て
、
後

に

「
丁
寧
語
」
と
し
て
用
い
ら
れ

六
八

叢
爨

書
馨
儷
薹
蕪

髴
薩
郵
黥

る髪

甕

た諏
購
鞍
位

者
」

に
は
、
当
然
、
話

し
手

以
外

の
人
物
が
該
当
す
る
場
合

(B

1
)
と
、

一

話

七
手
本
人
が
該
当
す
る
場
合

(B
2
)

と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

さ
ら

に
、
話
し
手
を
主
語
と
す
る
B
2
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
も

の
の
中
に

は
、
①

被
行
為

者

(尊
者
)
が

三
人
称

で
あ

る
場
合
と
、
②

被
行
為

者

(尊
者
)
が
聞
き
手
と

一
致
す
る
場
合
と
が
想
定
さ
れ

る
。

従

っ
て
、
こ
の
B
2
②

の
場
合

の

「敬
意

の
対
象
」

は
、
被
行
為
者

で

も
あ

り
、
ま
た
、
聞
き
手

で
も
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

こ

う
い

っ
た
状
況

は
、
謙
譲
語

に
お

い
て
も
し
ぼ

し
ば
見
ら
れ

る
状
況

で
あ

り
、

こ
れ
だ
け

で
は
、
《謙

譲
語
》
が
、
対
者
敬
語

に
な

っ
た
と

い
う

こ

と
は
で
き
な
い
。

《
謙
譲
語
》

が
、
は
じ
め
て

「対
者
敬
語
」
と
し
て

の
性
格
を
帯
び

て

く
る

の
は
、
「行
為

の
内
容
が
、
尊
者

(11
聞
き
手
)

に
関
わ
る
か
ど
う

か
」
を
問
わ
ず

、
「尊
者

で
あ
る
聞
き
手

の
前

で
、
自

分

の
行
為

に
言

及

す
る
」
場
合
に

「
マ
ラ
ス
ル
」

と
い
う
形
式
が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、

C
の
段
階
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
『閑
吟
集
』

(
一
五

一
人
年

)

の
、



ー
ー
i
L

7
)

(16
)
奥

の
朴

の
木
よ
な
う

一
度
は
鞘
に
な
し
ま
ら
し
よ

と
い
う
用
法

は

「聞
き
手

醐
行
為

の
対
象
」
と
な

っ
て

い
る
た
め
に
、
未

だ

B
の
段
階

で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

一
方
、
歌
集
自
体

の
成
立

は
、

時
代
が

や
や
下
る
も

の
の
、
同
じ
く
安
土
桃
山
期

の
小
歌
を
集

め
た

『宗

安
小
歌
集
』

に
あ
る
、

(17
)
俺
は
石
川

の
濁
ら
ね
ど
も
な
う

人
が
濁
り
を
な
う

掛

け
う

は
何

と
し
ま
ら
せ
う

と

い
う
例

は
、
確
実

に
C
の
段
階

で
あ
る
と
言
え
る
。

た
だ

し
、
前
章

の
図

で
は
、

C
の
用
法

の
前
段
階
と
し
て
、
す

で
に
A

か
ら

B
の
変
化
が
生
じ

て
い
る
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
が
、
厳
密

に
言
え

ば
、
少
な
く
と
も
文
献
上

の
用
例
か
ら
は
、
A
か
ら
B

へ
の
変
化

と
、
C

の
出
現
と

の
間

に
は
多
少

の
重
複
が
生
じ
る
。

つ
ま
り
、
用
例

(1
)

の

よ
う

に
、
行
為
者
が
被
行
為
者
よ
り
も
上
位
で
あ

っ
て
も

、
謙
譲
語
を
用

い
る
と
い
う
、

A
の
用
法

の

「
マ
ヰ

ラ
ス
ル
」
が
、

(
18
)
景
帝

ハ
孝
景

ノ
七
年

二
生
シ
サ
シ

モ
タ

ソ
。
文
帝

ノ
代
王

ノ
時

ニ
マ
ウ
ケ

マ
イ

ラ
セ
ラ
レ
タ

ソ

(桃
源
瑞
仙

・
一
四
七
七
年

『史
記
抄
』

七
-

五
ニ
ー

オ
)

(
19
)
定
ー

ヲ

ハ
本
太
子

ヨ
リ

モ
イ
ト
ウ
シ
カ
リ

マ
ラ
セ
ラ
ル

・
ソ

(清
原
宣
賢

・
一五
三
四年

『蒙
求
抄
』

四
-

ニ
ー

オ
)

所
謂

「謙
譲
語

の
丁
寧
語
化
」
に

つ
い
て

の
よ
う

に
、

C
の
用
法

の
出
現
と
重

な
る
形

で
、
抄
物
資
料

の
申
に

い
く

つ
か
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

に
従
え
ば
、

A
か
ら

B

へ
の
変
化

と
、

C
の
出
現
と

の
時
期

は
重
複

さ
せ
る
べ
き

で
は
な

い
か
と

い
う
見
方

も
出

て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
言
語
が
、
多
少

の
ゆ
れ
を
含
み

つ
つ
変

化
し

て
い
く
こ
と
は
当

然

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
う

い

っ
た
見
方
は
、
あ
く

ま

で
も
文
献
に
現
れ
た
例
か
ら
の
機
械
的
な
判
断

に
過
ぎ
な

い
と
言
え
よ

う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
右

の
模
式
図

は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
用
法

の
基
盤
と
な

る
認
識

の
在
り
方
を
考
え

た
上
で
、
合
理
的

に
考
え
ら
れ
る
大
き
な
流
れ

を
描

い
た
も

の
で
あ
る
。

と

い
う

の
は
、
謙
譲

語
出
自

で
あ

る

「
マ

(ヰ
)

ラ
ス
ル
」
と

い
う
語

は
、
そ
れ
自
体
、
直
接

聞
き
手
を
上
位

に
待
遇
す
る

こ
と

の
で
き
る
意
義

を
有
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
図
H

(次

ペ
ー
ジ
)
に
示
す
よ
う
に
、

「
ー

マ
ラ
ス
ル
」

の
持

つ
、
「
下
位
者

の
行
為
」
と

い
う
意
義
を
利
用
し
、

話
し
手
で
あ
る
自

分

の
行
為
を
低
く
定
位
す
る

(下
位
者

の
発
話
で
あ
る

こ
と
を
表
す
)
と
い
う
操
作
を
経

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
、
聞
き

手
に
対
す
る
敬
意

を
表

す
こ
と
が

で
き
る

の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
C
が
出

現
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
立

っ
て
、

「謙
譲
語
」
が
、
「行

為

の
主
体

を
低
く
定
位
す
る
」
と
い
う
意
義
を
獲
得

し
て
い
る
必
要
が
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
先

に
挙
げ

た
抄
物
資
料

の
持

つ
、
文
章

語
的
性
格

六
九



所
謂

「謙
譲
語

の
丁
寧
語
化
」

に
つ
い
て

図
H

卵

鑿

ア

話
し
手

上
位
↑

標
準
↓

下
位

を
考
え
る
と
、
文
献

上

の
重
複
は
、
こ
の
判
断
を
覆
す
も

の
で
は
な

い
と

言
え
よ
う
。

そ
し

て
、

こ
う

い

っ
た
B
か
ら
C

へ
の
変
化

は
、
話

し
手
が
、
話
題

の

中

の
登

場
人
物

を
位
置
づ

け
て
い
た
段
階

か
ら
、

「話

し
手
」

と
し
て

の

訃
己

0
位
貴
づ
眺
を
行
う
よ
う
に
な
る
変
化

で
あ

る
と
解
釈
す

る
こ
と
が

七

〇

で
き
る
。
と
、
す
る
な
ら
ば

、
こ

の
変
化
は
、
「
こ

の
人
物

は
尊
者

で
あ

る
」

と
定
位
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る

「尊
者
定
位
重
視

の
敬
語
」
か
ら
、

「話

し
手
が
、
自
分

の
立
場
を
定
位
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る

「自
己

定
位
重
視

の
敬
語
」

へ
の
方
向

へ
と
、

一
段
階
進
行

し
た
も

の
で
あ
る
と

位
置
付

け
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

次

に
、
「話

し
手
を
低
く
定

位
す

る

(下
位
者

の
発
話

で
あ

る
こ
と
を

表

す
)
」
こ
と
に
よ

っ
て
、
聞
き
手

に
対
す
る
敬
意
を
表

現
す

る
よ
う

に

な

っ
た

「
マ
ラ
ス
ル
」
が
、

D

「
丁
寧
語
」

の
段

階
、
す
な
わ
ち

「表
現

す
る
内
容

に
は

一
切
関
わ
り
な
く
、
話
し
手

が
聞

き
手

に
対

し
て
下
位

に

位
置

す
る
」

と
い
う
認
識
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な

る
に
は
、

ど
う
い

っ
た
過
程
が
想
定

で
き
る

で
あ
ろ
う
か
。

こ

の
、

D

「
丁
寧
語
化
」

の
段

階
と

い
う

の
は
、
「行
為

の
主
体

が
何

で
あ

る
か
に
関
わ
り
な
く
」
対
者

に
向
け
て

の
敬
意
を
表
現
す

る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
点

で
、
C
の
段
階
と
区
別
さ
れ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
つ
ま

り
、
C

の
段
階

で
は
、
行
為

の
主
体
が
話
し
手

に
限
ら
れ
る
の
に
対

し
て
、

丁
寧

語
と
い
う

の
は
、
先

に
述

べ
た
通
り
、

(20
)
先
生
が
部
屋

に
い
ら

っ
し

ゃ
い
ま
す
。

(21
)
鳥

は
空
を
飛
び
ま
す
。

(22
)

こ
こ
は
、
よ
く
事
故
が
起
こ
り
ま
す
。



の
よ
う
に
、
行
為

の
主
体

が
目
上
の
人
物

で
あ

ろ
う

と
、
動
物
、
事
物
で

あ
ろ
う
と
、
そ
う
い

っ
た
こ
と
に

一
切
関
わ

り
な
く
運
用
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

そ
こ
で
、
そ
う
い
う
目
で
見

る
な
ら
ば
、

(23
)

さ
あ

ら
ば

、
ま
た
某

に
こ
の
讒
言
を
申
し
掛
け
た
人
々
に
も

私

が

ご
と
く

に
仕
れ

と
仰

せ
付
け
ら
れ

い
か
し
。
し
か
ら
ば
食

し

た
人

(小
姓
た
ち
)
は
必
ず
現
は
れ
ま
ら
せ
う
ず
る
」
と
申

せ

ぼ

…

(天
草
本

エ
ソ
ポ
物
語

・
四

一
二
頁
)

(24
)
件

の
両
人
が
悉
く
存
じ
尽
く

い
た
に
よ

つ
て
、
私
が
存
ず

る
為

に
何
も
残
り
ま
ら
せ
ぬ
。

(同

・
四

一
四
頁
)

(25
)

エ
ソ
ポ
こ
れ
を
見

て
、
た
ち
帰

っ
て
、

「風
呂

に
は
た
だ

一
人

居
ま
ら
す
る
」
と

(
シ
ャ
ン
ト
に
)

言
う
た
れ
ぼ

、
す
な
は
ち

シ
ャ
ン
ト
喜
う

で
風
呂
に
入
ら
う
と
赴

か
る
る
に
…

(同

・
四

一
七
頁
)

(
26
)
下
人
共
皆
集
ま
り
ま
ら
し
た
。

(
ロ
ド
リ
ゲ

ス
日
本
大
文
典

・
邦
訳

五
八

五
頁
)

(
27
)
百
姓
共
当
年

の
御
年
貢

を
量

り
ま
ら

し
た
。

(同
右
)

と

い

っ
た
例
は
、
確
か
に
、
話

し
手
が
行
為

の
主
体

と
な

っ
て
い
な

い
と

い
う
点
で
、
C

の
段
階
を
脱

し
た
も

の
で
あ

る
。
し
か
し
、

こ
の

(26
)

所
謂

「謙
譲

語

の
丁
寧
語
化
」

に
つ
い
て

(27
)

の
例
文
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
箇
所
に
付
さ
れ

た

ロ
ド
リ
ゲ

ス
の
説

明
に
は
、
次

の
よ
う

に
記
さ
れ
て

い
る
。

(28
)
○
身
分

の
低

い
者
が
、
目
上
の
人
と
話

し
た
り
貴

い
方

の
前

で

話
し
た
り
す
る
場
合
に
、
こ
の
助
辞

に
先
行
す

る
動
詞
が
身
分

の
低

い
者
か
特
別
に
敬
意
を
払

ふ
必
要

の
な

い
者
か

の
動
作
を

示
す
時
に
は
、
こ

の
助
辞
を
使

は
ね
ぼ
な
ら
な

い
。
…(同

右
)

つ
ま
り
、
行
為

の
主
体
が
話

し
手

に
限
ら
れ

る
と

い

っ
た
制
限
が
な

い

こ
と
、
ま

た
、
「対
者

」
め
あ
て

の
敬
意

で
あ

る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
問

題
な

い
の
で
あ
る
が
、
傍
線
を

ほ
ど

こ
し
た
部
分
に
あ
る
よ
う
に
、
行
為

の
主
体
が
、
目
上

の
人
物

で
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
と

い
う
制
限
は
、
依
然

と

し
て
指
摘

さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。
確
か

に
、

(23
)
か
ら

(27
)

の

用
例
を
見

る
と
、
事
柄
を
主
語
と

し
て

い
る

(24
)

の
例
を

除
き

、
人
物

を
主
語
と
す

る
四
例
に
お

い
て
、

「
マ
ラ
ス
ル
」
が
付

さ
れ
て

い
る
動
詞

は
す
べ
て
、
対
者

に
比

し
て
明
ら
か
な
下
位
者
を
行
為

の
主
体

と
し
て
い

る
。
と
い
う

こ
と
は
、
右

の
五
例
は
、
確
か
に
C
の
段
階

に
は
な
い
け
れ

ど
も

、
や
は
り
な

お
、
行
為

の
主
体
が
上
位
者

で
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
と

い
う
制
限

の
も

と
に
用

い
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
あ

っ
て
、
完
全
な

D
の
段

階
に
も
至

っ
て
い
な

い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

七

一



所
謂

「
謙
譲
語

の
丁
寧

語
化
」

に

つ
い
て

さ
ら

に
、
『
天
草
本

エ
ソ
ポ
物

語
』

に
見
え

る

「ー

マ
ラ

ス
ル
」

の
う

ち
、

C
の
段
階
を
は
ず
れ
る
も

の
は
右

に
あ
げ

た

(23
)
ー

(25
)

の
三
例

の
み
で
あ

っ
て
、
他
は
、

た
と
え
対
者

め
あ

て
に
用

い
ら
れ

た
も

の
で

あ

っ
て
も
、
自
分
を
主
語
に
し
た
C

の
段
階

の
も

の
ば

か
り
で
あ

る
こ
と

か
ら

、
こ
の
三
例
は
、

C
の
段
階
を
逸
脱
し
た
、
ご
く
初
期

の
用
例

で
あ

る
こ
と
が
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
安
田
章

(
一
九
七
三
)

は
、

一
五

九

二
年

か
ら

一
六
〇

二
年

に
日
本

に
滞
在
し
て

い
た
康

遇
聖
が
最
初

に
著

し
た

『原
刊
本
捷
解
新
語
』

に
は
、
尊
敬

の
動
詞

・
助
動
詞
な
ど
に
重
ね

て
付

さ
れ
る

「
マ
ル

ス
ル
」

(即
ち

「
ラ
レ

マ
ル
ス
ル
」
な
ど
)
が

、
わ

ず

か
五
例

し
か
な

い
の
に
対

し
て
、

一
七
六
五

ー

一
七
七
〇
年

に
刊
行
さ

れ
た

『改
修
本
捷
解
新
語
』

に
は
、

一
人
○
例
も
見
ら
れ
る
と

い
う
こ
と

に
、
「
(話

し
手

に
ウ

ェ
イ
ト
を
置
く
)
第

二
次
敬
語
法

の
展
開
を
認
め
ね

ば

な
ら
な
い
」

と
述

べ
て
い
る
が

、
C
の
歿
階
を
は
ず
れ
る
用
法
が
出
現

し
て
か
ら
、
こ
う
い

っ
た
、
本
当

の
意
味

で
の
D

「丁
寧
語
」
が
定
着
す

る
ま
で
に
は
、
上
位

の
者
を
主
語

と
す

る
よ
り

は
、

下
位

の
者
を
主
語
と

し
た
ほ
う
が

、
「
マ
ラ
ス
ル
」
が
用

い
ら

れ
や
す

い
と

い
う

、
過

渡
期
と

も
言
え
る

ワ
ン
ク

ッ
シ

ョ
ン
が
存
在

し
、
次
章

に
述

べ
る
よ
う

に
、
そ
れ

が
、
短
か
か
ら
ぬ
あ
る

一
定

の
期

間
存
在

し
た
事
実
を
、
見
過
ご
し

て
は

な
ら
な

い
。

七
二

実
際
、
こ
の
過
渡
期

に
あ
た

る
、
江
戸
時
代
前
期

の

「ー

マ
ラ

ス
ル
」

「ー

マ
ス
」
に

つ
い
て
見

て
み
る
と
、

(
29
)
た
の
ふ
だ

人
申

さ
れ

ま
す
る
は
、
…
と
申
さ
れ
ま
ら
す
る
。

(
一
六

四
二
年

『虎
明
本
狂
言
集

・
松

や
に
』
)

(
30
)

ア

・
よ
う
お
出
で
な
さ
れ
ま

し
た
。
大
坂

の
お
衆
で
ご
ざ

り
ま

す
か
。

(
一
七
〇
六
年

『
ひ
ぢ
り
め
ん
卯
月

の
紅
葉
』
)

の
よ
う
に
、
尊
者
を
主
語
と
す

る
動
詞

に
付
さ
れ

て
完
全
な

「
丁
寧
語
」

と
み
な
さ
れ
る
用
法
で
用

い
ら
れ
て
い
る

一
方

で
、
そ

の
同
じ
形
式
が
、

同

じ
文
献

に
お

い
て
、

(31
)

(大
名
↓

太
郎
冠
者
)
汝

は
各

の
か
た

へ
ゆ
き
、
…

ご
ざ

つ
て

く
だ
さ
れ

ひ
と

い
ふ
て
、
よ
び

ま
ら
し
て
こ
ひ

(
『虎

明
本
狂
言
集

・
松

や
に
』
)

(32
)

(滋
野
井
↓
お
仲
居
若
菜
)
「
そ
れ
は
聞
き
及
う
だ
、
道
中

の
絵

を
見

せ
ま

し
…
」

(
一
七
〇
八
年

『丹
波
与
作
待
夜
待
夜

の
小
室
節
』
)

(33
)

(親
↓
娘
)
こ
れ

お
む

め
、
久
米
様

二
階

へ
連

れ
ま
し

て
、
新

し
う
出
来

た
寝
道
具
を
見
せ
ま
し
や
。

(
一
七
〇
八
年

『心
中

万
年
草
』
)

(8

)

と
、

B

「
謙
譲

語
」

と
し
か
と
れ
な

い
用
法
で
用

い
ら
れ
て
い
る
と
い
う



こ
と
が
、
し
ば
し
ば

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
確
か
に

一
面
か
ら
見
れ
ぼ

、
本
来

「謙
譲
語
」

と
し
て

の
機
能
を
有

し
て

い
た

「ー

マ
ラ

ス
ル
」
「ー

マ
ス
」
が
、

一
方

で
新

し
く

「丁
寧
語
」
と

し
て
の
機
能

で
も
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て

い
た
と
い
う

こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
従
来
か
ら
、
ま
さ
に
こ

の
点

を

も

っ
て

「謙
譲

語

の
丁

寧
語
化

」
と

い
う

こ
と
が

言
わ
れ

て
き
た

の
で

あ

っ
た
。
し
か
し
考
え

て
み
れ
ぼ

、
こ
の
現
象
が
も

し
も
本
当
に
、
謙
譲

語

の

「
丁
寧
語
化
し
た
」
結
果
で
あ

る
な
ら
ば

、
謙
譲
語
本
来

の
機
能
を

に
な
う
語
が
足
り
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
例

が
出
て
き

て
し
ま
う
。
た

と
え
ば
、

(34
)

い
や
、
身
共
ら
も
久
し
う
見
廻
ま
ら
せ
ぬ
程
に
、
定

て
う
ら

み

ら
れ

ま
ら

せ
う

(『虎
明
本
狂
言
集

・
さ

い
ほ
う
』
)

(35
)

(三
吉
↓
当
番
)

こ
れ
旦
那
様

、
盗
ん
だ
銀
は
返
し
ま
す
と

(『丹
波
与
作
…
』
)

の
よ
う
な
文

脈
に
お

い
て
、
現
代

語
な
ら
ば

(
30
)

「
お
見
舞

い
し
て

い

瀏

ん

の
で
」

(31
)
「
お
返
し
し
ま
す
」
の
よ
う

に
、
謙
譲
語

と
丁
寧
語

と
を

重
ね

て
用

い
る
こ
と
が
必
要

と
さ
れ

る

は
ず

で
あ
る

と
こ
ろ
が
、

「
マ
ラ
ス
ル
」
或

い
は

「
マ
ス
」
と

い
う
、

一
つ
の
形
式

だ
け
で
済

ま
さ

れ

て

い
る
と

い
う

こ
と
に
な

る
。
従

っ
て
、

こ
れ
ら

の

「
マ
ラ
ス
ル
」

所
謂

「謙
譲
語

の
丁
寧
語
化
」

に
つ
い
て

「
マ
ス
」
が
、
も

し
も
丁
寧

の
意
味
だ
け
を
に
な

っ
て

い
た
と
す

る
な
ら

ば
、
謙
譲

の
意

味
を
表

す
語

が
足

り
な

い
と

い
う

こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
こ

の
当
時

の

「
マ
ラ

ス
ル
」
「
マ
ス
」
は
、
そ

の
本
来

の

意
義

に
お

い
て
現
代

の

「
丁
寧
語
」
と
は
異
な

り
、
丁
寧
語
と
し
て

の
敬

意

を
表

す
と
同
時

に
、
「謙
譲
語
」

と
し
て

の
意
味
を
も

に
な

っ
て

い
た

と
い
う

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

冒
頭
に
挙
げ

た
金

田
弘

の
記
述
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
所
謂

「謙
譲

語

の
丁
寧

語
化
」

は
、
し
ぼ

し
ば

「
謙
譲
語

の
衰
退
」
と
結
び
付

け
ら
れ

る
こ
と
が
多

い
。
し
か
し
、
た
と
え
従
来
謙
譲
語
と
し
て
用

い
ら
れ

て
い

た
語
彙
が
対
者
敬

語
と
し
て
の
機
能
を
持
ち
は

じ
め
た
と
し
て
も
、
現
代

に
お
い
て
も
な
お
、
「
謙
譲
語
」
と

い
う
敬

語

の
カ

テ
ゴ
リ
ー
は
必
要

と

さ

れ
て

い
る
以
上
、

「謙
譲
語
」

と
い
う
カ

テ
ゴ

リ
ー
が

「
丁
寧

語
」
に

変
化

し
て

い

っ
た
わ
け

で
は
な

い
。
に
も
か

か
わ

ら
ず

、
「
マ
ラ
ス
ル
」

「
マ
ス
」

に
代
わ
る
新
し

い
謙
譲
語

の
形
式

が
、
わ
ず

か
に
活
動
を
は

じ

め
て

い
た

「申
す
」
を
除

い
て
、

い
ま
だ
確
立
し
て

い
な
か

っ
た
、
こ
の

過
渡
期

に
お
い
て
、
「
マ
ラ
ス
ル
」

「
マ
ス
」
が

、
「謙

譲
語
」
と
し

て
の

働
き
と

「
丁
寧

語
」

と
し
て
の
働
き
を
同
時

に
に
な

っ
て

い
た
と
い
う

こ

と
は
、
き
わ
め
て
理
に
か
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

七
三



所
謂

「謙
譲
語

の
丁
寧
語
化
」

に
つ
い
て

三
、
「自
己
定
位
重
視

の
敬
語
」

へ
の
傾
斜
と

「現
代
丁
寧
語
の
分
出
」
の
過
程

で
は
、
前
章

で
述

べ
た
よ
う

な
、
「
謙
譲
」
と

「丁
寧
」
を

同
時
に
に

な
う
敬
語
と
は
、
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
と
説
明

で
き
る
だ
ろ
う
か
。

現
代
語

に
お
け
る

「丁
寧
語

(聞
手
尊

敬
)
」
に

つ
い
て
、
例
え
ば

渡

辺
実

(
一
九
七

一
)

は
、

「話
手
が
話

の
場
面

の
聞
手

に
対

し
て
抱
く
敬
意
を
最
も
直
接
的

に

表
す
敬
語
」

と
し
な
が
ら
も

、
特

に

「
で
す
」
「
ま
す
」
に

つ
い
て
は
、

「話
手
が
自
分

の
言
葉

の
嗜
み
と
し
て
他

人

へ
の
敬
意

と
は
無
関
係

に
用

い
る
敬
語
」

と
し

て
用

い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
買

い
物

場
面
な
ど
、
必
ず
し
も

、
話
し
手

が
聞
き
手

に
対

し
て

「敬
意
」
を
抱

い

て

い
な

い
場
合

を
考
慮
し
た
記

述
で
あ
り
、

「文
体
」
と

し
て
の
丁
寧

語

の
存
在

を
指
摘

し
た
も

の
で
あ

り
、
特
定

の
人
物

に
対
す
る
敬
意
と
は
無

(9

)

関
係
に
丁
寧

語
が
発
動

さ
れ

る
場
合
が
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
し

て
、
「敬
意
を

表
現
す
る

た
め
に
発
動
さ
れ

る
敬

語
」

が
、

「話

し
手
が

、
年
齢

や
、
地
位
、
立
場
な
ど
、
何
ら
か

の
基
準

に
よ

っ
て
、

七

四

そ

の
人
物
を
自

分
よ

り
上
位

と
認

め
る
意
識
」

で
あ
る

の
に
対

し
て
、

「
敬
意
と
は
無

関
係

に
発
動

さ
れ

る
敬
意
」
と
は
、
「
そ

の
場
に
お
い
て
、

話
し
手
が
、
敬

語
的
文
体
を
用

い
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
す

る
意
識
」

で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
判
断

は
、
聞
き
手
と

の
問

の
上
下
関
係

の
み
な
ら

ず

、
ウ
チ
/

ソ
ト
の
別

や
、
親
疎
関
係
、
恩
恵

関
係
、
発
話

の
環
境
、
話

(
10
)

し
手

の
自
己
認
識
と

い

っ
た
、
さ
ま
ざ

ま
な
要

因
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
る
。

こ
れ
が
、
す
な
わ
ち
、
「
文
体
」

の
選
択
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
「
敬
意
を
表
現
す
る
た
め
に
発
動
さ
れ
る
敬
語
」

(図
皿
)
と

は
、
話
し
手
に
よ
る
、
素
材

と
自
分

と
の
問

の
上
下
関
係

の
認
識

の
在

り

方
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
「敬
意

と
は
無
関
係

に
発
動
さ
れ
る
敬
語
」

(図

W
)
と
は
、
話
し
手

の
、
そ
の
場

に
お
け
る
聞
き
手
と

の
関
係

や
、
そ
の

他

の
、

さ
ま
ざ

ま
な
要
因

の
認
識

に
基
づ

い
た
、
話

し
手

自
身

の

(言

表
)
態
度

の
在

り
方

の
判
断
を
示
す
も

の
で
あ
る
と
言
え

る
の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
考
え
る
と
、
室
町
末
期
か
ら
江
戸
中
期

に
か
け
て
の

「ー

マ
ラ

ス
ル
」

「
マ
ス
」
は
、
「
対
者
敬
語
」
と
し
て
用

い
ら
れ

て
は
い
て
も
、

「話

し
手
が
、
聞
き
手
に
対
し
て
、
話

し
手

で
あ

る
自
分
を
低
く
定
位
す

る
」

こ
と
に
よ

っ
て
、
話
し
手
が
、
聞
き
手
を
上
位

に
認
識
し

て
い
る
と

い
う

こ
と
を
、
積
極
的
に
表

現
し
て
い
る
と

い
う
意
味

で
、
現
代
語
に
お

け
る

「敬
意

を
表

現
す
る
た

め
に
発
動

す
る
敬
語
」

(図
皿
)

に
相
当
す



図
砠

現表意敬

k
、
、
一

話
し
手

汎
v
表

現

素

材

上
位

話
し
手

話
し
手
の
認
識

下
位

図
W

係関無意敬

話
し
手

上
下
関親疎関

聞き

手

r

ー

ー

ー

1

話
し
手
の
認
識

上
下
関
係

・
ウ
チ
/

ソ
ト
関
係

・
発
話

の
環
境

親
疎

関
係

・
恩
恵

関
係

・
話

し
手

の
自

己
意

識
…

口
圜

]
莎
言
表
態
度
の
選
択

畢

表

現

内
に
対

し
て
は
素
材

敬
語
を
用

い
な

い
と
い
う
、
現
代
敬
語

の
ル
ー
ル
も
、

「
ソ

ト

の
人
に
対
す
る
時
」
に
運
用
さ
れ
る
も

の
で
あ
り

、
言
表
態
度

の
判
断
を
経
て

選
択
さ
れ
た

一
つ
の

ス
タ
イ

ル
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

所

謂

「謙

譲

語

の
丁

寧

語

化

」

に

つ

い
て

る
性
格
を
有

し
て
い
た
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
当
時

の

「謙
譲
語
」

は
、
「話

し
手
が
、
素
材

に
対
し
て
行

為
者

を
下
位

に
定
位
す
る
」

こ
と
に
よ

っ
て
、
被
行
為
者
を
上
位

に
待
遇

す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、

[素
材
H
聞
き
手

・
行
為
者

H
話

し
手
]

と
な

っ
た
場
合

に
は
、

「謙
譲
語
」
と
、
「
丁
寧

語
」
は
、
全
く
同

じ
構
造

を
持

つ
こ
と
が

で
き
た

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

(34
)

(35
)

の
よ
う

に
、
「謙
譲
語
」
を
用

い
る

べ
き
意
味
と
、
「
丁
寧
語
」
を
用
い
る
べ
き
意

味
と
を
、

「ー

マ
ラ
ス

ル
」

一
語
で
表

現
し

て
し
ま
う

と

い
う
こ
と
が
可

能
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

こ

の
よ
う

に
、
当
時

の

「
マ
ラ
ス
ル
」

「
マ
ス
」

が
、
自

己

の
下
位
定

位
と

い
う
意
味
あ

い
を
強
く
残

し
て
い
た
こ
と
は
、
前
章
に
述
べ
た
よ
う

に
、
「ー

マ
ラ
ス
ル
」

の
丁
寧
語
化
が
、

「自
己

の
下
位
定
位
」
と
い
う

、

C
の
段
階
か
ら
は
じ
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
や
、
こ

の
過
渡
期

に
お

い
て
も
な
お
、

(
36
)
某
は

い
そ
ぎ

ま
ら
す

る
、
ご

め
ん
な
れ
。

(『虎
明
本
狂
言
集

・
こ
ぶ
う
り
』
)

(
37
)

い
や
、
縛

ら
る
る
咎

は
持
ち
ま
せ

ぬ
。

(
『薩
摩

歌
』
)

(38
)
錠
を
下
し
て
動

か
せ
ず

、
蚊

に
食

は
れ

て
ゐ
ま
し
た
が
…

(同
右
)

七

五



所
謂

「謙
譲
語

の
丁
寧
語
化
」
に

つ
い
て

の
よ
う

に
、
自
己

の
動
作

に
付
さ
れ
た

C
段
階
的
な
も

の
が
多
数
を
占

め

る
こ
と

か
ら
も
、
十
分
納
得
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。

そ

し
て
、
「
丁
寧

語
」
が
、
次
第

に
現

代

の
よ
う

な
文
体

的
な
性
質
を

獲
得

し
て

い
く

に
従

い
、
当

然
、
「
謙
譲
語
」

と

「
丁
寧

語
」
と
が
、
同

じ
形
式
を
持

つ
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
「
マ
ス
」
は
、

丁
寧
語
専

用

の
形
と

し
て
卓

立
し
、
「
謙
譲
語
」

は
、
新

た
に

「
お
ー
申

す
」
「
お
～
す
る
」
と

い
う
形
を
と

っ
て
、
「
マ
ス
」

か
ら
分
離

し
て
い

っ

た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は

「
丁
寧

語
の
、
謙
譲
語

か
ら

の
分
出
」
と

で
も
言
う

べ
き
も

の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
現
代

語
に
お

い
て
も

な
お
、
「
行
為
者

の
下
位
定
位

」
と

い
う
意
義

を
も

つ

「
丁
重
語
」

が
用

い
ら
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、

必
ず

「
丁
寧

語
」

と
と
も

に
用

い
ら
れ

、
し
か
も
、
多
く

の
場
合
、
公

の

場
で

の
ス
ピ

ー
チ
や
、
接
客
用
語
な
ど
、
特

に
聞
き
手
が
限
定
さ
れ
な

い

場
合

に
用
い
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
代

に
お
け
る

「
丁
重
語
」
も
ま

た
、
「
丁
寧

語
」
と
同
様

、
話

し
手
自
身

の
言
表
態

度

の
在
り
方
を
示

す

た
め
に
選
択
さ
れ

る

一
つ
の
ス
タ
イ

ル
で
あ

っ
て
、
同

じ
よ
う

に
、
「話

し
手
」

が
自

己
を

下
位

に
定
位
す

る
表
現
を
手
段
と
し
な
が
ら
も
、
江
戸

時
代

の

「
マ
ラ
ス

ル
」
や

「
マ
ス
」

の
よ

う
に
、
「
聞
き
手
」
を
上
位

に

認

識
す

る
こ
と
を

目
的
と

し
た
も

の
で
は
な

く
、
あ
く

ま
で
も
、
そ
う

七
六

い

っ
た

ス
タ
イ

ル
を
選
択
す

る
こ
と
を
通

し
て
、
自
己

の
言
表

態
度

を

へ

(
12
)

り
下
ら
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
対
者
敬
語

の
在
り
方

の
違

い
も
、
本
当

の
意
味

で
、
対
者
を
尊
者

と
し
て
待
遇
す

る
と
い
う
、
「
尊
者
定
位
重
視

の
敬

語
」

か
ら
、
自
己

の
言
表
態
度

の
表
明
と

い
う

「自
己
定
位
重
視

の
敬

語

へ
」

と

い
う
方
向

へ
と
、
敬
語
を
要
請
す
る
原
理
が
変
化
し

つ
つ
あ

る
結

果
で

(
11
)

あ
る
と
解
釈

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「現
代

丁
寧

語
」

の
成
立
は
、
先
代

の
敬

語
表

現
に
お
け
る
、
「言
表
内
容
内
部

で
の
自

己
定
位
」

に
加
え

て
、

新
た
に
、

「自
己

の
言
表
態

度
全
体

の
定
位
」

と
い
う
操
作

を
行
う

こ
と

に
よ

っ
て
、
人
間
関
係

の
把
握

の
仕
方
を
表

現
す
る
方
法
を
獲
得

し
た
結

果
で
あ

る
と
と
ら
え
る

こ
と
が

で
き
る

の
で
あ
る
。

〔注
〕(1

)

こ
こ
で
言
う

「
謙
譲
語
」
と
は
、
行
為

の
目
的
格

に
あ
た
る
人

物
を
上
位
待
遇
す
る
表
現
を
意

味
し
て
お
り
、
具
体
的

に
は
現
代

語

に
お
け
る

「お

ー
す

る
」

「
お
ー
申

し
上
げ

る
」

「
伺
う
」
「
差

し
上

げ
る
」
等

の
グ
ル
ー
プ
に
該
当

す
る
。

一
方

、
「行
為

の
主

体
が

へ
り
く
だ
る
」
と

い
う
面
を
重
視

し
た
広
義

の

「
謙
譲
語
」

と
し

て
は
、
先
に
述
べ
た
も

の
と
は
異
な
り

、
素
材

の
表
現
で
あ

り
な
が
ら

も
対
者

へ
の
敬
意
を
表
す

た
め

に
用

い
ら

れ
る
、
「
致



す
」

「存
ず

る
」
「
参
る
」

「ー

イ
タ

ス
」
等

の
グ
ル
ー
プ
が
含
ま

れ
る
場
合
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
、
対
者

め
あ

て
の
敬
意

表
現
と

し
て
用

い
ら
れ
る
も

の
に

つ
い
て
は
、
宮
地
裕

(
一
九
六

五
)

の
命
名

に
従

い
、
「
丁
重
語
」
と
称

し
、
「謙
譲
語
」

と
は
区

別
す
る

こ
と
と
す
る
。

(2
)

筆
者
が
、
敬
語
表
現

の
通
時
的
な
流
れ
を
説
明
す

る
原

理
と
し

て
考
察
中

の
仮
説

で
あ
る
。

(3
)

「尊
者
を
受

け
手
と
す
る
」
と
せ
ず
、
あ
え
て

「尊
者

に
関
わ

る
」

と
す
る
理
由

の
概
略

に
つ
い
て
は
、
森
山
由
紀
子

(
一
九

人

九
)

(
一
九
九

〇
)
等

で
述

べ
た
。

(4
)

*
印

は
、
そ
の
文

に
お
け
る
当
該

の
敬
語
表
現
が
不
適

切
で
あ

る
こ
と
を
表
す

。
以

下
同

じ
。

(5
)

森
山
由
紀
子

(
一
九
九

〇
)
等

で
述

べ
た
通
り
、
中
古
謙
譲
語

に
対
し
て
、
現
代
謙
譲
語

に
お

い
て
は

「尊
者
に
関
わ
る
」
と

い

う
部
分

の
関
わ
り
方

に
大
き
な
限
定
が
生

じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
本
稿

に
お
い
て
は
、
そ
の
点

に
は
触
れ
な

い
こ
と
と
す
る
。

(6
)

た
だ
し
、
現
代
語
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
人
物

で
な

い
場
合

で
も
、

・
な
に
ぶ
ん
野
良

猫
が
致

し
た
こ
と
で
す

の
で
、
あ
き
ら
め
る

ほ
か
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。

・
風
が
吹

い
て
参

り
ま
し
た
。

と

い
う
表
現
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
素
材

の
表
現
を
離
れ

て
、

文
体
的
な
性
質
を
多
分
に
帯
び

つ
つ
あ
る
と
言
え

る
。
な
お

、
菊

所
謂

「謙
譲
語
の
丁
寧
語
化
」
に
つ
い
て

地
康

人

(
一
九
九

四
他
)

で
は
、

一
人
称
を
主
語
と
し
て
、
主
語

を
低

め
る
働
き
を
持

つ
場
合

(例

5
・6

の
類
)
を

「謙
譲
語

B
」

と
称
し

コ
咼
め
る
必
要

の
な

い
三
人
称
」
を
主
語
と
し
て
、
単

に

聞
き
手

に
対
す

る
丁
重

さ
を
表
す

場
合
だ

け
に
使
わ

れ
る
場
合

(「
猫
が
…
」
「風

が
…
」

の
例

の
類
)
を

「
丁
重
語
」
と
称

し
て
、

両
者
を
明
確

に
区

別
し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
有

効
な
分
類

で
あ

る
と
思

わ
れ
る
が
、
た
だ

し
、
現
在

の
と

こ
ろ
、
「謙
譲

語

B
」
と
、
「
(菊
地
)
丁
重
語
」

と
は
、
形
式

の
面

で
全
く
重
な

っ

て
い
る

の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
形
式

に
重
点
を
置

い
た
分
類

を
優
先
し
、
「
謙
譲
語
B
」
と

「
(菊
地
)
丁
重
語
」

の
違

い
は
、

未
だ

「用
法

の
拡
張
」

の
段

階
に
あ

る
と
位
置
づ
け
た

い
。

(7
)

次

の
例
と
と
も
に
、
大
塚
光
信
氏

の
ご
教
示

に
よ
る
。

(8
)

石
田
春
昭

(
一
九
三
七
)
が
特

に
、
近
松
門
左
衛
門

の
作
品
に

つ
い
て
詳
し
く
指
摘
し
て

い
る
。

(9
)

こ
の
こ
と
は
、
何
も
、
「
『で
す
』

『
ま
す
』

と
い

っ
た
丁
寧
語
」

に
限
ら
れ
た

こ
と

で
は
な

い
。

・
(店
員

に
)

「さ

っ
き
、
こ
こ
に

い
ら

っ
し

や
っ
た
店
員
さ
ん

に
、
も
う

一
度
お
聞
き
し
た

い
ん
で
す
け
ど
。」

・
(初
対
面

の
人

に
)

「○
○
銀
行
を
ご
存

じ
な
い
で
す

か
。」

の
よ
う

に
、
対
者
敬
語
を
用

い
る
文
体

の
中
で
は
、
素
材
敬
語

の

敬

意

の
対
象
も

、
必
ず

し
も
、
「
話
し
手

が

『敬

意
』

を
抱

い
て

い
る
人
物
」

で
あ

る
と
は
限
ら
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
立

場

の
人
物
を

、
純
粋

に
素
材
と

し
て
待
遇
す
る
場
合
に
は
、

七
七



所
謂

「
謙
譲
語

の
丁
寧

語
化
」

に

つ
い
て

・
?

「
さ

っ
き
、
こ
こ
に
お
ら
れ

た
店
員
さ
ん

に
も
う

一
回
聞

い
て
み
よ
う
。
」

・
?

「
こ
こ
を
通
ら
れ
た
方

に
伺

っ
て
み
た

け
ど
、
わ
か
ら
な

い

っ
て
お

っ
し

ゃ
っ
て
た
よ
。」

の
よ

う

に
、

「尊

敬

語
」

や

「謙

譲
語
」

が
、

[話

し
手
が

『敬

意
』

を
抱

い
て
い
な
い
人
物
]

に
用

い
ら
れ
る

こ
と
は
、
普
通
な

い

(た
だ

し
、
関
西
方
言

に
お
け

る

「ー

ハ
ル
」
を
用

い
れ
ば

、

「
さ

っ
き

、
こ
こ
に
い
は

っ
た
店
員
さ
ん

に
も
う

一
回
聞

い
て
み

よ
う

。
」
「
こ
こ
を
通
ら

は

っ
た
人

に
聞

い
て
み
た
け
ど
、
わ
か
ら

へ
ん

て
言

う

た
は

っ
た
わ
。
」

の
よ
う

に
、
言
う

こ
と
が

で
き

る
。)

(10
)

例
え
ば

、
自
分

は
上
品
な
人
間

で
あ
る
と

い
う
意
識
な
ど
。

(11
)

な

お
、
現
代
丁
寧
語

の
起
源
と
し
て
は
、
こ
こ
で
述
べ
た
も

の

の
ほ
か

に
、

「尊
敬

語
」

出
自

の

「御
座
あ

る

・
お
ち

ゃ
る
」

の

類
が
あ
る
が
、

こ
の
、

一
見
反
対
に
見
え
る
形
式

の
丁
寧
語
化

の

現
象
も
、

や
は
り
、
自
己

の
言
表
態

度

の
定

位
と
い
う
観
点

か
ら

説
明

で
き
そ
う

で
あ
る
。

(12
)

注

6
で
述

べ
た
よ
う
に
、
最
近
は
文
体
表

現
と
し
て
の
性
質
が

さ
ら

に
強
ま
り

つ
つ
あ
る
。

【文
献
】

石
田
春
昭

(
一
九
三
七
)
「
近
松

に
於

け
る

「
マ
ス
」

の
古
格
」

七
八

(
『國
語
國
文
六
ー

一
二
』
)

大
塚
光
信

(
一
九
六
六
)

「
中
世
敬
語

の
特
質
」

(『
國
文
学
』

臨
時
増

刊
号

=

ー
人
)

金

田

弘

(
一
九
八

一
)

「中
世
敬

語
と
現
代
敬
語
)

(『講
座

日
本
語

学

9
敬
語
史
』
明
治
書
院
)

菊
地
康
人

(
一
九
九
四
)

『敬
語
』

(角

川
書
店
)

杉

崎

一
雄

(
一
九
人
八
)
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