
参
l
考「

こ
れ
か
ら
の
敬
語
」
に
つ
い
て
　
（
文
部
時
報
2
7
年
6
月
号
）

「
こ
れ
か
ら
の
敬
語
」
問
答
（
文
部
時
報
2
9
年
2
月
号
）

「
こ
れ
か
ら
の
敬
語
」
解
説
（
㌘
年
6
．
月
竺

方
言
に
去
け
．
イ
敬
語

七
の
題
名
は
、
編
集
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
敬
語
は
、
こ
七
は
づ
か
い
と
し
て
見
れ
ば
、
敬
語
法
で
あ
る
。

方
言
の
敬
語
法
を
大
観
す
る
切
に
、
そ
の
性
質
は
、
ま
っ
た
く
、
待
遇
表
現

法
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
方
言
の
生
活
は
、
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
対

話
の
生
活
だ
か
ら
で
あ
る
。
′

さ
て
そ
の
待
遇
の
し
か
た
は
、
一
尊
敬
し
よ
う
と
、
謙
適
し
よ
う
と
、
い
わ

ゆ
訂
「
丁
寧
」
の
言
い
か
七
を
．
し
よ
う
と
、
要
す
る
に
、
一
〝
も
の
言
い
を

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

て
い
ね
い
に
す
る
″
と
い
う
こ
七
で
あ
る
。
方
言
敬
語
ご
の
む
幸
は
方
言
敬

語
法
の
生
活
は
」
　
「
て
い
ね
叶
」
意
識
の
は
た
ろ
く
生
活
で
あ
告
．

て
い
ね
心
に
と
の
？
も
り
で
、
話
し
手
は
、
舶
手
を
、
．
自
己
と
伊
関
係
に

．
お
い
で
待
遇
す
る
。
ま
．
た
（
第
三
者
の
こ
と
を
1
ど
の
よ
う
に
か
待
遇
す

．
．
る
。
｛
っ
七
て
∴
人
的
関
係
の
抱
握
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
1

0
．

方
言
の
生
活
に
瞥
全
国
的
に
見
て
、
諸
相
が
あ
告
そ
の
を
で
り
に
、

．
．
　
方
言
敬
語
の
生
活
に
も
ま
た
諸
相
が
あ
る
。
顕
著
な
対
照
を
な
し
て
い
る
の

は
、
東
国
（
関
東
以
北
）
と
九
州
と
で
あ
る
。
・

一
口
に
言
っ
て
、
東
国
は
敬
語
を
の
も
の
が
少
い
。
西
国
に
は
さ
ま
ざ
獣

藤

　

　

原

　

　

与

　

一

の
敬
語
が
あ
る
。
現
状
に
か
ぎ
っ
て
言
っ
て
み
て
で
あ
る
。
た
と
え
ば
尊
敬

の
助
動
詞
で
も
、
西
国
に
は
、
「
レ
ル
・
テ
レ
ル
」
、
「
シ
ャ
ル
・
サ
ッ
シ
ャ

ル
」
、
「
ナ
サ
ル
」
　
「
ナ
ル
」
　
「
イ
・
サ
イ
」
　
「
ナ
サ
ン
ス
」
、
「
ソ
ス
・
サ
ブ

ス
」
、
「
お
…
；
㍉
7
ル
」
「
ヤ
ル
」
、
「
ヤ
ソ
ス
・
ヤ
ス
」
の
お
の
お
の
に
わ
た

る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
変
柾
、
た
と
え
ば
「
ナ
サ
ル
」
に
対
す
る
「
ナ
ハ
ル
」

の
よ
う
な
も
の
も
少
Y
な
い
。
こ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
東
国
は
、
「
ナ
サ
ル
」

関
係
の
も
の
が
さ
か
ん
で
あ
る
ほ
か
は
、
西
国
ほ
ど
で
は
な
い
。

西
国
は
、
助
動
詞
に
．
よ
る
尊
敬
の
表
現
法
を
、
こ
ま
か
く
分
化
せ
七
め
て

お
り
、
現
に
そ
れ
ら
を
、
午
っ
と
う
に
活
酌
さ
せ
て
い
る
。
東
国
は
、
形
の
．

う
え
に
、
西
国
ほ
ど
の
も
の
は
見
せ
て
い
な
い
。
こ
の
踵
の
こ
と
は
、
い
ち

お
う
、
人
々
に
、
東
国
の
敬
語
法
は
荒
っ
ぽ
い
と
思
わ
t
め
や
す
い
。

閲
東
栃
木
県
下
の
一
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
一
老
女
は
、
す
こ
し
な
れ
た

私
ど
も
に
話
す
の
に
、

0
7
ツ
．
九
円
敬
4
ヂ
ャ
　
シ
ソ
り
川
J
っ
弟
　
コ
。

あ
ず
か
り
鴇
の
で
は
心
配
だ
よ
。

○
マ
イ
ニ
チ
　
マ
封
チ
、
忘
　
タ
ッ
チ
　
キ
テ
両
　
ノ
。

．
毎
日
々
々
、
そ
れ
が
欲
し
く
っ
て
、
・
ケ
ち
へ
来
て
る
の
1
4

と
い
う
調
子
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
老
女
が
、
孫
の
幼
女
の
こ
と
を
、
私

駒

tosho-seibi-repo
長方形



ど
も
に
、
二
す
っ
と
も
酷
く
言
う
の
に
は

○
誰
子
7
ヤ
ロ
ー
ダ
列
l
刊
月
刊
l
ィ
刊
が
ル
。

琵
子
の
野
郎
、
ぐ
ず
ぐ
ず
言
っ
て
や
が
る
。

0

7

」

7

－

ナ

ン

チ

ご

テ

　

イ

ラ

ー

。

ア
「
ア
ー
な
ん
て
言
っ
て
ら
あ
。
．

と
い
う
ふ
う
で
あ
っ
た
。
関
西
以
西
だ
と
、
こ
l
よ
う
な
場
合
、
お
よ
そ
こ

う
い
う
程
度
に
は
言
わ
な
い
。

九
州
南
部
と
も
な
れ
は
、
待
遇
表
現
の
言
辞
は
、
繁
栄
を
き
わ
め
る
。

．
〇
ド
ー
カ
　
オ
7
ガ
イ
ヤ
ヅ
タ
粛
河
セ

ど
う
か
お
上
が
り
下
さ
い
。

○
イ
ッ
判
　
オ
セ
ワ
サ
エ
ナ
イ
ヤ
ゲ
判
ス
。

い
つ
も
お
せ
あ
さ
ま
に
あ
い
な
り
ま
す
。

の
よ
う
に
で
あ
る
。
．
い
わ
ゆ
る
敬
語
を
重
ね
か
け
重
ね
か
け
し
て
、
相
手
を

よ
ぐ
待
遇
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
敬
意
を
十
分
に
形
に
打
ち
出
そ
う
と
す

る
．
。
お
の
ず
か
ら
複
雑
な
敬
語
法
に
な
る
。

〇

九
州
な
の
ど
場
合
は
、
心
を
敬
語
形
に
出
，
包
切
る
体
の
言
い
か
た
　
ー
　
敬

語
法
と
さ
れ
よ
う
。
∴
て
れ
に
対
し
て
、
東
国
な
ど
の
は
、
心
を
そ
の
ま
ま
相

手
に
な
げ
か
け
て
い
き
、
一
ナ
寺
は
の
形
は
か
ま
わ
ぬ
体
の
言
い
か
た
ー
そ

う
い
う
待
遇
表
現
法
と
さ
れ
よ
う
。
・

東
国
に
、
敬
語
の
表
現
が
無
い
の
で
は
な
い
。
l
敬
語
は
に
ぎ
や
か
で
な

．
く
、
敬
語
法
の
形
式
の
複
雑
な
も
の
は
な
く
て
も
、
つ
ま
h
リ
、
．
か
な
り
多
く

の
場
合
が
い
わ
ゆ
る
無
敬
語
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
外

形
誓
支
て
へ
時
に
応
じ
て
の
敬
鼓
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
．

た
だ
そ
の
敬
意
の
持
ち
か
た
な
り
、
、
待
遇
心
意
の
う
ご
か
し
か
た
な
り
に

は
、
関
西
以
西
方
面
の
そ
れ
と
は
ち
が
っ
た
性
格
の
あ
る
．
こ
と
は
み
と
め
芳

一

＼

　

．

れ
る
　
こ
れ
は
二
昌
ウ
て
み
れ
ば
、
l
日
常
盛
阻
・
生
活
感
党
聖
㌢
ィ
．
フ
の

相
違
で
あ
る
。
国
の
東
西
を
旅
行
⊥
て
み
て
、
私
ど
も
は
、
東
西
の
そ
れ
ぞ

れ
の
生
活
文
化
全
般
の
う
え
に
、
あ
る
類
型
差
の
あ
る
の
を
感
じ
る
。
．

埼
玉
県
下
を
旅
し
て
い
る
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
．
田
園
を
走
る
電
車
の
中

七
、
開
く
と
も
な
し
に
開
く
と
一
、
う
し
ろ
に
男
女
二
人
の
会
話
が
聞
こ
え

る
。
「
何
々
ヨ
t
。
」
と
い
う
強
調
の
文
末
助
詞
（
文
末
詞
）
が
出
る
。
返

事
の
、
「
ウ
ソ
」
と
「
ウ
ー
」
．
と
の
問
の
よ
う
凌
こ
え
が
」
ど
ち
ら
か
ら
と

も
な
く
聞
こ
え
て
く
る
。
「
何
々
ダ
可
－
子
、
「
何
々
ダ
利
－
。
」
。
と
r
い

う
の
は
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
、
ど
ち
ら
か
ら
も
聞
こ
え
て
く
る
。
私
は
し
ば

ら
く
と
の
会
話
を
味
わ
っ
て
、
男
女
差
を
こ
と
ば
の
形
の
う
え
に
見
つ
け
よ

う
と
し
た
が
、
き
っ
ぱ
り
．
と
し
た
差
別
は
、
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
そ
こ
．
で
し
ず
か
に
ふ
り
む
い
て
見
る
と
、
一
人
は
年
若
い
娘
さ
ん
で
あ

り
、
一
人
は
三
十
才
台
の
男
性
だ
っ
た
㌣
親
し
い
人
ど
う
し
の
よ
う
で
は
あ

っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
会
話
は
、
関
西
以
西
．
の
、
こ
の
種
の
会
話
場

面
の
ど
ん
な
会
話
と
も
、
お
よ
そ
似
つ
か
ぬ
も
の
の
を
つ
に
思
え
た
の
で
l
ぁ

．

・

る

。

　

　

　

　

　

　

一

で
は
、
こ
の
若
い
女
性
は
、
年
長
の
男
性
に
対
も
て
、
ぶ
し
っ
け
で
あ
っ

た
ろ
う
か
。
じ
つ
さ
い
は
、
．
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
時
の
こ
の
女
性
に

は
、
ま
じ
め
な
表
情
が
あ
り
あ
り
と
出
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
の
敬
語
醇

を
、
敬
語
形
を
そ
な
え
た
敬
語
法
と
言
う
な
ら
ば
、
東
の
敬
語
法
は
、
無
電

の
韻
の
敬
語
法
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
－
争
う
言
え
か
ふ
L
が
・

あ
る
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
、
東
国
に
も
、
形
を
そ
な
え
た
、
か
つ
は
複
雑
で
も
あ
る
敬
語

法
も
、
な
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
陸
中
北
部
の
軽
米
弁
の
上
品
な
こ
と
は
づ

か
い
と
な
る
と
、

－
．
〇
モ
ッ
テ
′
オ
デ
7
ツ
テ
∴
ク
ダ
す
リ
マ
廿
。
′

∴
持
っ
て
い
ら
し
で
下
さ
い
ま
せ
。
∴

1

15



な
ど
、
形
の
複
雑
さ
も
を
っ
｛
っ
で
あ
る
。
地
区
々
々
に
見
ら
れ
る
注
許
す
・

べ
き
敬
語
法
、
た
と
え
ば
磐
城
陸
前
方
面
告
7
カ
右
ノ
．
1
・
・
ケ
了
を

（
赤
い
の
を
下
さ
い
。
）
や
秋
田
県
下
の
「
コ
ッ
刊
刊
　
オ
ザ
ッ
ー
テ
　
可
叫

セ
．
。
十
（
こ
っ
ち
へ
お
い
で
下
さ
い
〇
五
の
他
を
見
て
い
る
と
、
玖
前
に
は
、

今
日
以
上
に
、
前
期
的
な
敬
語
法
が
、
各
地
で
さ
か
ん
で
あ
っ
た
か
、
．
と
思

わ
れ
る
。
．
そ
れ
や
ど
う
い
ケ
し
だ
い
で
、
あ
る
か
、
今
は
、
九
州
地
方
な
ど

に
く
ら
べ
・
る
と
、
某
国
．
一
般
は
、
日
常
的
に
は
、
表
現
形
式
の
簡
素
に
し
た

が
う
敬
語
生
活
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
．
西
の
敬
語
法
も
、
敬
語
形
を
そ
な
え
た
敬
語
法
と
望
一
口
い
条
、
そ

の
よ
l
ぅ
な
形
を
そ
な
え
な
け
れ
ば
敬
意
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
西
に
も
ま
た
、
簡
素
の
中
に
、
・
十
分
の
敬
意
を
表
現
す
る
こ
と
が
あ
h
ソ

得
る
。そ

の
よ
う
な
簡
素
な
形
式
で
の
敬
意
表
現
法
の
、
も
っ
と
も
有
力
な
き
め

手
と
な
る
の
は
．
、
．
待
遇
表
現
の
文
末
を
l
ぉ
さ
え
る
文
宋
助
詞
（
文
夫
詞
）
で

あ
る
。
こ
の
文
末
詞
に
よ
る
敬
意
表
現
法
、
い
わ
ば
て
い
ね
い
な
こ
と
ば
づ

か
い
を
、
敬
語
法
と
し
で
の
文
末
助
詞
法
、
あ
る
い
は
待
遇
表
現
の
文
末
法

と
よ
ぼ
う
。

．〇∴

文
末
詞
は
、
．
国
語
方
言
の
生
活
、
の
ど
こ
に
鴇
兄
い
だ
さ
れ
を
が
、
そ
．
の

種
類
種
別
の
繁
栄
の
あ
り
さ
ま
と
な
る
と
、
ま
た
、
国
の
属
西
に
よ
っ
て
、

差
別
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
に
言
う
待
遇
表
現
の
文
末
法
も
、
地
方
に

ょ
っ
て
、
そ
の
習
慣
や
方
式
に
差
別
が
見
ら
れ
る
。

○
イ
㌣
コ
イ
モ
　
イ
叫
叫
　
刊
ソ
。

ど
七
へ
も
行
き
ま
せ
ん
よ
。
一

こ
れ
は
土
佐
西
南
隅
空
例
で
あ
る
が
、
同
地
で
は
「
ド
ッ
到
り
モ
　
イ

刈
羽
．
倒
。
」
と
も
言
い
、
こ
町
方
は
、
〝
対
等
か
、
少
し
目
上
に
ガ
言
う
も

の
、
．
丁
y
l
ィ
加
メ
域
ソ
。
」
の
方
は
〝
目
上
に
〟
言
う
も
の
と
い
う
。

フ
」
．
の
音
を
持
っ
た
方
が
よ
り
よ
い
言
い
か
た
に
な
る
と
．
い
う
文
末
法

は
、
四
国
に
少
く
な
い
。
こ
の
種
の
、
飯
妙
な
待
遇
機
能
を
発
揮
す
る
文
末

法
を
一
、
異
方
言
の
人
は
、
と
ら
え
き
れ
ぬ
こ
と
が
多
い
。
私
が
か
っ
て
こ
の

踵
の
事
例
を
報
告
し
た
時
も
、
．
関
東
の
人
か
ら
、
．
印
刷
上
の
誤
植
で
は
な
い

か
と
の
質
問
を
う
け
た
。

遠
来
の
新
任
の
先
生
は
、
し
ば
し
ば
、
着
任
校
の
生
徒
児
童
の
こ
と
ば

を
、
〝
荒
っ
ぽ
い
〃
〝
野
卑
″
だ
主
呂
う
。
ま
た
、
〝
こ
こ
一
の
こ
と
ば
に
は

敬
語
法
が
な
い
。
ガ
と
も
言
う
。
真
を
得
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
が
、
文

末
法
に
よ
る
、
敬
意
表
現
の
隠
微
な
生
活
を
見
の
が
し
．
て
い
る
こ
と
も
あ

る
。．

国
語
は
、
自
然
の
う
ち
に
、
こ
の
簡
素
有
力
な
敬
意
表
現
法
を
発
達
さ
せ

て
い
る
こ
と
を
、
今
は
正
し
く
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
ば
ら
く
、
大
阪
府
下
の
方
言
か
ら
例
を
引
い
て
み
よ
う
。
そ
の
南
河
内

カ
．
▲
ワ
’

郡
の
河
内
村
の
方
言
生
活
で
は
、

ゝ

○
行
列
ク
ル
ワ
ヨ
。

は
〝
日
下
に
言
う
。
ガ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

25

○
サ
ヨ
（
左
様
）
ケ
t
。

○
朝
刊
。

の
二
者
は
．
″
同
じ
す
っ
た
言
い
か
た
″
で
、
∵
こ
れ
ら
よ
り
は
、

．
〇
サ
ヨ
カ
ー
。

の
方
が
て
い
ね
い
で
あ
る
と
い
う
。
「
サ
可
刈
日
。
」
と
い
う
文
表
現
に
は
、

い
わ
ゆ
る
丁
寧
の
助
動
詞
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
方
が
「
て
い
ね
い
」
で

あ
る
な
ど
と
い
う
。
〝
だ
い
ぶ
、
て
い
ね
い
な
。
″
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
．
「
て
い
ね
い
」
意
識
、
つ
ま
り
、
よ
い
《
相
手
に
対
し
て
》
こ
と
ば
だ

幸
の
考
え
が
、
．
「
サ
可
動
＝
。
」
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
し
ょ
せ
ん
は
「
サ

ー
」
と
「
カ
ー
」
と
の
ち
が
い
で
あ
る
。
こ
の
地
に
、
文
ま
詞
「
カ
イ
」
も
．



濁
り
、
コ
笥
二
．
ィ
．
レ
テ
　
ヤ
≠
l
潮
　
力
ィ
。
」
（
身
を
入
れ
て
や
ら
な
い

か
！
）
の
よ
う
に
言
い
、
そ
の
「
カ
イ
」
が
、
「
ケ
「
」
と
も
な
っ
で
い

る
。
今
、
土
地
人
が
、
「
サ
コ
ケ
t
。
」
と
「
サ
ヨ
カ
ー
。
」
と
を
比
較
し
て

「
ケ
ー
」
告
口
い
か
た
を
下
位
の
待
遇
潜
と
す
る
の
打
、
や
は
り
、
「
ケ
ー
」

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に
、
多
少
の
な
ま
り
．
あ
と
を
お
ぼ
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
ケ
ー
」
は
ほ
か
に
・

も
、

大
阪
府
下
の
方
言
に
か
り
れ
ぼ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。

1

0

コ

ド

ー

ミ

ナ

．

ハ

イ

．

ナ

。

子
ど
も
を
見
な
さ
い
な
。

○
コ
ナ
イ
　
ミ
ナ
ハ
レ
　
ヤ
ー
。

．
こ
ん
な
に
な
っ
て
、
ま
あ
、
ご
ら
ん
よ
。

○

ヤ

ロ

ケ

ー

。

　

　

　

　

　

　

　

A

や
ろ
う
か
。
（
幼
い
孫
灯
お
虻
あ
さ
ん
が
言
う
。
）

な
ど
と
、
ぞ
ん
ざ
い
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
▼
ぉ
と
な
に
向
っ
て
言
う
場
合
に

も、．

〇
オ
召
。
ス
ッ
可
叫
刊
叫
　
ケ
t
。

お
や
じ
さ
ん
。
す
っ
こ
ん
で
る
の
か
い
。

な
ど
、
「
ケ
ー
」
は
あ
る
、
か
ぎ
ら
れ
た
つ
か
わ
れ
か
た
に
な
っ
て
い
る
。

要
す
か
に
、
こ
こ
に
は
、
文
末
詞
に
よ
る
敬
語
法
の
成
り
立
っ
て
い
る
の
が

み
と
め
ら
れ
る
。

文
末
助
詞
に
は
一
∵
た
と
え
ば
「
ヤ
」
な
ど
、
地
方
に
よ
り
、
ま
た
つ
か
わ

れ
る
場
合
に
よ
っ
て
、
そ
の
待
遇
価
に
、
種
々
の
変
動
の
見
ら
れ
る
も
の
が

あ
る
。
因
幡
で
は
、
「
き
っ
と
あ
り
ま
し
ょ
う
ヤ
ー
。
」
の
よ
う
に
、
「
ヤ
」

を
共
通
語
の
「
ヨ
」
の
よ
う
に
つ
か
う
こ
と
が
あ
る
。
文
末
詞
に
よ
っ
て

は
ま
た
、
た
と
え
は
九
州
方
言
の
「
何
々
す
る
ド
ガ
。
」
（
何
々
す
る
怒
ろ
う

が
！
）
．
な
ど
の
よ
う
な
、
．
お
し
つ
け
て
問
う
こ
と
ば
づ
か
い
の
「
ガ
」
の
よ

う
に
、
大
体
、
同
輩
以
下
に
持
っ
て
い
く
の
に
き
ま
っ
．
た
も
の
も
あ
る
。

動
詞
r
助
動
詞
に
は
よ
ら
な
く
て
も
、
文
末
詞
に
′
よ
っ
．
て
、
待
遇
法
を
、

目
上
に
対
す
る
言
い
か
た
か
ら
、
目
下
に
対
す
皇
百
い
か
れ
ま
で
、
割
る
こ

と
が
で
き
る
。
．

文
末
詞
と
と
も
に
敬
語
助
動
詞
も
見
ら
れ
る
文
表
現
に
お
い
て
は
、
そ
の

動
詞
本
位
の
部
分
と
文
末
詞
と
の
統
辞
関
偏
が
澄
目
さ
れ
る
。
例
を
さ
き
の

ひ
と
⊥
く
「
な
さ
る
」
助
動
詞
に
対
し
て
、
、
「
ナ
」
文
末
助
詞
は
「
ナ
ハ

イ
」
命
令
形
を
う
け
、
．
「
ヤ
」
文
末
助
詞
は
「
ナ
ハ
レ
」
廊
l
　
令
形
を
う
け
て

い
る
。
当
方
言
で
は
、
こ
れ
が
ほ
ぼ
一
定
の
傾
向
と
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う

・
な
の
で
あ
る
。

、
○

方
言
の
生
活
は
、
一
方
か
ら
言
え
ば
、
は
な
は
だ
無
自
覚
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
、
自
然
の
流
動
・
変
動
が
は
げ
し
い
。
方
言
の
敬
語
も
ま
た
、
変
移
流
／

l
動
の
現
象
を
お
こ
し
が
ち
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、
そ
の
こ
と
ば
を
つ
か
っ
て

敬
意
を
表
示
す
る
。
そ
の
敬
意
の
度
あ
い
の
自
然
低
下
が
あ
る
。
低
下
と
と

も
に
、
新
し
い
要
素
を
附
け
加
え
る
、
表
現
法
補
強
が
お
こ
る
。
一
そ
の
複
雑
・

化
し
た
形
式
の
う
え
に
、
形
の
熱
合
・
融
合
が
お
こ
っ
て
、
晋
相
の
変
化
を

き
た
し
、
そ
こ
に
ま
た
新
し
い
次
元
の
敬
意
表
現
法
－
」
待
遇
法
が
う
ま
れ

る
。一

つ
に
は
ま
た
、
「
ナ
サ
ル
」
が
「
ナ
ル
」
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
語

態
の
変
化
が
お
こ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
然
の
う
ち
に
、
新
し
い
待
遇
潜

が
樹
立
さ
れ
、
方
言
敬
語
法
の
生
活
は
開
拓
さ
れ
る
。

日
下
、
国
の
東
西
を
通
じ
て
、
た
と
え
ば
一
「
ゴ
ザ
ル
」
こ
と
ば
や
「
シ
↓

ル
・
サ
ッ
シ
．
ヤ
ル
」
▼
関
係
の
こ
せ
ば
な
ど
は
、
い
ち
じ
る
し
．
く
退
化
し
っ
つ

あ
る
。
地
域
丸
々
で
見
る
と
、
退
化
途
上
の
も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
残
存
の

し
か
た
を
し
て
い
る
。
．
形
式
上
、
命
令
形
だ
け
で
の
こ
ろ
と
か
へ
用
法
上
、

蘇
る
特
殊
な
表
現
に
だ
け
用
い
ら
れ
る
と
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
シ
ャ
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．
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1

．

1

－

－

1

．

訂
・
サ
ッ
シ
ヤ
元
」
′
こ
と
ば
な
ど
首
題
が
、
日
月
星
辰
を
神
と
あ
が
め
て

語
る
時
に
つ
か
う
の
が
お
も
な
用
途
と
い
う
よ
う
凌
こ
と
が
あ
る
。

・
全
国
的
に
見
れ
ば
、
今
日
は
、
「
ナ
サ
ル
」
関
係
の
敬
語
の
さ
か
ん
な
時

代
と
言
う
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。

○

対
他
尊
敬
法
の
こ
と
ば
づ
か
い
奪
．
自
然
の
う
ち
に
、
自
分
に
閑
し
、
自

分
の
身
う
ち
の
者
に
関
し
て
お
こ
な
う
こ
と
も
、
（
そ
れ
の
習
慣
化
し
て
い

る
も
の
も
）
、
L
一
種
の
無
自
覚
的
な
現
像
と
し
て
、
吏
言
上
に
、
兄
い
だ
さ

れ
る
。

が
て
い
わ
ゆ
る
．
「
丁
寧
語
」
に
も
な
っ
た
㍉
方
言
上
で
一
も
よ
く
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
も
関
西
以
西
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

○

方
言
の
敬
語
生
活
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る
べ
き
研
究
事
項
は
多
い
。
中
に

音
声
敬
語
と
か
、
抑
揚
敬
語
法
と
か
い
う
問
題
も
あ
き
つ
。
九
州
中
部
以
南

に
よ
く
聞
か
れ
る
返
事
の
「
ハ
イ
。
」
聖
あ
る
高
さ
の
つ
づ
く
音
調
は
、

じ
っ
に
謙
虚
な
表
現
に
聞
こ
え
る
。

方
言
敬
語
の
生
活
に
は
、
一
方
か
ら
言
え
ば
、
は
な
は
だ
し
く
封
建
的
な

も
の
も
あ
ろ
う
。
が
、
ま
た
、
一
方
か
ら
す
れ
ば
、
人
倫
を
こ
甘
や
か
に
重

ん
じ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
。

・
耳
が
ビ
ュ
ー
と
言
っ
て
ま
す
の
よ
。

こ
れ
は
、
大
阪
府
下
の
例
で
、
自
分
の
耳
な
り
の
こ
と
至
芸
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
「
言
う
て
ハ
リ
マ
と
と
敬
語
を
つ
・
か
い
、
「
い
ヤ
ハ
ル
」
な

ど
と
い
う
十
ハ
ル
」
壷
敬
語
を
出
し
て
い
る
。

九
州
の
例
を
引
く
な
ら
、
肥
後
奥
で
、
相
手
に
自
分
の
う
ち
の
者
の
こ
と

を
言
う
時
に
も
、
．・

・
〇
オ
ン
幻
ル
ガ
l
。
．

ぶ
ら
れ
る
よ
。

と
言
っ
て
い
た
。

ナ
高
層
の
こ
七
は
、
一
種
無
自
覚
的
と
は
言
っ
た
が
、
・
一
方
か
ら
言
え

ば
、
、
も
の
言
い
を
て
い
ね
小
に
し
よ
う
と
す
る
、
広
い
意
味
の
て
い
ね
い
意

識
の
自
然
の
－
ま
た
ら
き
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
て
い
ね
い
意
識
の
お
も
む
く
七

ご
ろ
、
尊
敬
法
の
敬
語
も
、
こ
の
よ
う
に
、
転
用
し
利
用
す
る
の
で
あ
を

受
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
総
じ
て
、
周
の
層
半
地
方
に
み
と
め
ら
れ
が
ち

で
あ
ろ
う
。

二
ヤ
ル
」
尊
敬
語
に
盲
す
」
爪
つ
い
た
「
ヤ
ン
ヱ
「
ヤ
ス
」
は
、
▼
、
や
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