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中

島

京

子

は

じ

め

に

い
わ

ゆ
る
謙

譲
語

、
丁

寧
語

に
お

け

る
言
語

主
体

と
素
材

と

の
関
係

に

関
す

る
問

題

は
、
時

枝
誠

記
博

士

の

「
詞

の
敬

語
」

「
辞

の
敬

語
」

と

い

う
分

類

に
対
す

る
批

判
と

し

て
論
が

展
開

さ
れ

た
。

そ

の
論

の
多

く

は

「

侍

り
」

「
給

ふ
」

(
下

二
段
活

用

、
以
下

「
給

ふ

る
」
と

す

)
の
用
法

を

検
討

し

、
敬

意
と

い
う
感

情
的

な
も

の
に
基

く
敬
語

表

現

に
お

い
て
は
、

「
詞

の
敬
語
②

」

と

い
わ
れ

る
も

の

に

つ
い
て
も
単

に
そ
れ
が

「
話
題

と

さ
れ

る
事

物
事

柄

と
、
そ
れ

に
関
与

す

る
人
物
相

互

の
関

係
を
表

現

す

る
」

に
留

る
も

の
で

は
な

く
、
常

に
言

語
主

体

(話

手

・
聞
手

)

と
言
語

行
動

の
行
わ

れ

る
場
面

の
制
約

を

受

け

て
い
る
も

の
で

あ
る

こ
と
を

明

ら
か

に

し
よ

う
と

し
た
も

の
.て
あ

る
。

最

近
、
中

古
語

の

「
ま

か
る

」
を

こ
の
よ
う

な
方
向

に
お

い
て
把

握
し

よ
う

と
す

る
説
が

二

つ
出

た
。
そ

の

一
つ
は
杉

崎

一
雄
氏

の

「
『
ま

か

る

』

と

『
ま

う
で

く

』
β

で

あ

り
、
他

の

一
つ
は
森

一
郎

氏

の

「
一
条
摂

政
御

集

に
お
け

る
敬

語
譲

に

つ
い
て
　

主
と

し

て

『
ま
か

る

』
を
め

ぐ

っ
て

　
」

で

あ
る

。
前
者

は

「
ま
か

る
」

を

『
侍

り

』
『
給

ふ
る

』
と
同

様

な
、

話
手

の
聞

手

に
対

す

る
自

己
卑
ド

の
表

現
で

あ

る
。
」

と
捕

え
ら

れ

て
お

り
、
後

者

は

「
行
き

つ
く
先

、
あ

る

い
は
帰

り

つ
く
先

の
人
物

の

身

分

の
低

さ
を
意
識

し

て

の
読

者

(
聞
手

)

へ
の
敬

意
表

現

て
あ

る
。
」

と

述

べ
ら

れ

て
い
る
。

小

稿

は
、
中

古

末

に
位
置

し
、
文

体
的

に
も

、
位

相
的

に
も
種

々

の
様

相

を
呈

す

る

「
今
昔

物

語
集

」

(
以
下

「
今
昔

」
と
略

す
)

の
「
ま

か
る
」

に
中

心
を
置

き
、

一
方

、
平

安
時
代

の
公
卿

の

日
記
類

(以
下

「
記

録
」

と
称
す

)

に
見
ら

れ

る

「
ま

か
る

」

の
用
法

に
た
す

け
を

借
り

て
、

和
文

の
文
献

に
見
ら
れ

な

い

「
ま

か

る
」

の

元
面

を
明

ら
か

に
し

な
が

ら
、
更

に

「
ま

か

る
」
全

体
と

し

て

の
待

遇
的

あ
り

方
を

、
行
動

主
体

(素
材

で

あ
る
為

手

)
と
言

語
場

面
と

の
関

係
か

ら
考

え

て
み
よ

う
と
思

う
も

の
で

あ

る
○

註
①
時
枝
誠
記
著

「
日
本

文
法
1

文
語
篇
」

67

p

②

「
日
本

文
学
論
究
」
24
冊

(S

40

・
3
)
所
収

③

「
国
語

・
国
文
」

34

・
12

(S

40

・
12
)
所

収

④
複
合
語

の
場
合
も
含
む



⑤
筆
者
が
目
を
通
し

た
も

の
は
、
九
暦

・
貞
信
公
記

・
御
堂

関
白

記

・
小
右

記

.
後
二
条

師

通
記

(以
上

、
大

日
本
古
記
録

に
よ
る

)
小
右

記

・
権

記

・
長

秋

記

.
師
記

.
水

左

記

.
左

経
記

・
中
右

記

・
永
昌

記

(以
上
、
史

料
大
成

に
よ
る
)
春

記

(
丹
鶴

叢

書
)

一

中

古
語

の

「
ま
か

る
」

は

一
般

に
、

口
頭
語

、
対
話

専

用
語
で

あ

る
と

い
わ

れ

て

い
る

。
し

か
し

、
す
で

に
指
摘

の
あ

る
よ

う

に
、
、
全

く
地

の
文

に
用

い
ら

れ
な

い
と

い
う

の
で

は
な

い
。
表

一
か

ら
明

ら
か

な

よ
う

に
今

昔

で
も

わ
ず

か
で

は

あ
る

が
複
合

語

と
し

て

の

「
ま
か

る
」

か
地

の
文

に

用

い
ら
れ

て

い
る
し

、
又

、
記
録

で

は
和
文

に
比
較

す

る
と

は

る
か

に
多

く

の
地

の
文

の

「
ま
か
る
」
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は

「待
り
」

喰

「給

ふ
る

」
が
全

く
地

の
文

に
あ

ら
わ

れ
な

い
こ
と
を
考

え

る
と

、

「
ま

か
る
」

の
口
頭

語
と
し

て
の
確
立

が

や
や
あ

い
ま

い
.て
あ

る
と
感

じ
ら

れ

る
と

こ
ろ
で

あ

る
。
記

録

に
お

け
る

「
罷
」

は

「
罷
出

」
と

同
様

の
意
味

に
用

い
ら

れ

る
も

の
が

あ
る

反
面

、

「
貴

所
か

ら

退
出
す

る
」

と

い
う
原

義

を
失

な

っ
て
用

い
ら

れ

て
い
る
例

も
少

く
な

い
こ
れ

に

つ
い
て
は

後

に

述

べ
る
。

し
か

し
な

が
ら

「
ま
か

る
」

の
用

法

の
主
流

は
既

に
口
頭

語

に
あ

る

の

.て
あ
り

、
「
ま

か

る
」
が

ほ
ぼ

口
頭

語
と
し

て
固

定
し

て
い
た
と

す
れ
ば

、

そ
れ
は

何
ら

か

の
意

味
で

、
言

語
主

体
、
言

語
場

面
と

直
接

の
か

か
わ

り

を

も

つ
も

の
と
考

え
ら
れ

よ

う
。

ま
ず

、
先
学

の
諸

説

に
検
討

を
加

え

て
み
よ

う
。
森

氏

は
前

提

の
論

文

で

「
ま

か
る

」

に

「
貴
所

か
ら

退
出

す
る
」

と

い
う
原

義
を

い
く

ら
か

認

め

ら
れ

て
で

あ
ろ

う
か
、

「
行
き

つ
く
先

の
人
物

の
身

分
と

聞
手

の
身

分

に
よ

っ
て

『
ま

か

る
』

が

使
用

さ
れ

て

い
る
」

と
さ
れ

る

の
.て
あ

る
が

、

こ
の
解
釈

に
拠

ろ

う
と
す

る
時

、
次

の
よ

う
な

例
は
如

何

に
説

明

す

べ
き

で
あ

ろ

う
か
。

①

お

と

こ
、
京

へ
な
ん

刻

と

て
…

…

(女
↑
男

)

(
伊
勢
物

語
十

四
風
)
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②

瀧

口
、

「
疾

ク
乗

レ
。
何

チ
行

カ

ム
ズ

ル
ゾ
」

ト
問

ヘ
バ

、
女

ノ
童

、

「京

へ
罷

ル
ガ
、

日

ノ
暮

ヌ

レ
バ
、
御
馬

ノ
尻

二
乗

テ
劉

列
ム
ト
思

フ
也

」

ト
云

ヘ
バ
…

…

(
27

の
41

)

い
つ

れ
も

行

く
先

と
聞

手

と

の
上
下

関
係

を
考

え

る
時

、

行
く

先

の
方

が

は

る
か

に
貴

所
で
あ

る
と
思
わ

れ

る
。

又
、
京

へ
行

く

こ
と

、
来

る

こ
と

に
対

し

て
「
罷

上

ル
」
と

い
う
表

現

が
と
ら

れ

た
例

は

多

く
見

ら

れ

る
。
更

に
次

の

よ
う
な

例

、

③

「
…

…

實

ニ
ハ
御

前

二
矧

出

テ

ハ
、
早

シ
候

ツ

ル
也

」

(
国
司

↑
梶

.

偏

子
共

)

(
28

の

27

)

「
罷
出

ル
」

先

は
聞
手

で
あ

る
国

司

の
前

で
あ

る

。

こ
の
よ

う
な

用
法

は

決
し

て
珍
し

い
も

の
で
は

な

い
の
で

あ

っ
て
、

こ

れ

ら

の
例

の
設

明
が

つ

か

な

い
と
す

れ
ば

、

こ

の

「
ま
か

る

」

の
解
釈

自
体

に
問
題

が

あ

る
と
考

え

る
よ
り

他

は
な

い
。

そ
れ

で

は
杉
崎

氏

の
言

わ

れ

る
よ

う

に

「
侍
り

」

「
給

ふ

る

」
と
同

様

な
、

聞
手

に
対

す

る
話

手

の
自

己
卑

下

の
表

現

と
解

す

べ
き

な

の
で

あ

ろ

う

か
。

一
人

称
主

語

の
場
合

に
は
今

昔

で
も

こ
の
解

釈

.て
説

明
が

つ
く

よ

う

に
思
わ

れ

る
が

、

二
人
称

、

三
人
称

を

主

語
と

す

る

「
ま

か

る

」

に

つ

い
て
は

問
題

が
残

り

そ

う
で

あ

る
か

ら
、

そ

う
し

た
場

合

に

つ
い

て
考

え

て
み
よ

う
。

「
侍
り

」

「
給

ふ

る
」

が
自

己
卑

下

の
表

現

で

あ

る

と

い
わ

れ

る
論
拠

を

形
態
的

な

面

に
求

め

て
み

る
と

、

a
口
頭

語

に
し

か

用

い
ら

れ
な

い
。

b

尊
敬

の
補

助

動

詞

、
助

動

詞
が

接

続

し
な

い
。

c
二
人
称

、

三

人
称
を

主

語
と

す

る

こ
と

が

ほ
と

ん
ど

な

い
。

d
命
令

形

が

用

い
ら

れ
な

い
。

の

四
点
が

考

え
ら

れ

る
か

と

思
う

。

こ
れ

ら

の
点

を

「
ま

か

る

」

に

つ
い

て
考

え

て
み

る

と

、

a
に

つ
い

て
は
既

述

し

た
通

り

、

記
録

に

は
地

の
文

の
用

例
が

か

な

り

み
ら

れ

、

口
頭

語
と

し

て
の
確

立

は

「
侍

り

」

「
給

ふ

る
」

に
比

較

す

る

と
不

十

分
で

あ

る
。

b

に

つ
い

て
は

「
侍

り

」

「
給

ふ

る
」

と
同

じ

よ

う

に
尊

敬

の
補

助
動

詞

、
助

動

詞

が
接

続

し

た

例

は
見

当

ら
な

い
。

c
に

つ
い
て

は

、

「
給

ふ

る
」
が

一
人

称

の
み

な
ら

ず

、

三

人

称

を
も

主

語

と
し

た

例

の
見

ら

れ

る

こ
と

は
古

く
指

摘

さ
れ

た
%

こ

の
三

人
称

主

語

の

「
給

ふ

る

」

の
例

は
僅

少
で

、

し
か

も

話
手

側

(
話
手

と

ご

く

近
⑦

い
関

係

)
と
考

え

ら
れ

る

事

も

既

に
明

ら
か

に
さ

れ
た

と

こ
ろ

で
あ

る
。

二
人

称
主

語

の

例

は
見

当

ら
な

い
。

「
侍
り

」

も

}
人

称

主

語

が

圧

倒
的

.て
あ

り

、

「
給

ふ

る
」

ほ
ど

で

は

な

い
が
、

三
人

称

主
語

の
も

の

も

一
人

称

主

語

に
準

じ

て
考

え
ら

れ

る
と
述

べ
ら
れ

て
い

転
・

又

・

こ
人
称

主

語

の

「
侍
り

」

に

つ
い

て
は
、

い
わ
ゆ

る
被

支

配

者

待

遇

的

表

現

で

あ

る
と

は
、

阪
倉

篤

義

博

士

の
指
摘

さ
れ

た
と

こ
ろ
で

あ

る
。

こ
れ

ら

に

比
較

す

る
と

「
ま

か

る

」

が

二
人
称

、

三
人

称

を
主

語

と

し

た

例

は
、

は

る
か

に

多

い
と

言
わ

ね

ば

な
ら

な

い
。

殊

に
記
録

で

は

、

一
人

称

主

語

の

「
罷

」

と

二
人
称

、

三

人

称

を

主

語
と

す

る

「
罷
」

と

が

ほ

ぼ

一
対

一
で
あ

る

と

い

う
高

い
割

合

を
示

し

て

い

る
。
今
昔

あ

た

り

に
な

る

と

、

「
侍

り

」

は

非

人
称

主
語

を

と

る

、

い

わ
ゆ

る
丁

寧

語
的

用

法
が

著

し

く

あ

ら
わ

れ

て

く

る
が

、

「
給

ふ
る

」

は

三
人

称
主

語

の
も

の

一
例

を

除

く
以
外

は

全

て

一
人
称

を
主

語

と

し

て

い

る
。

こ
れ

に
対

し

て

「
罷

ル
」

は

二
人

称

、

三

人

称
主

語
を

と

る
も

の
が

全

体

の
約

二
割

に
も

及
ん

で

い
る

。

こ
の

こ

と

は

「
ま

か

る
」
が

一
人
称
主

語

で

用

い
ら

れ

る

こ
と

が
多

く

は
あ

っ
た

が

、

決
し

て

一
人

称
専

用
語

で

は
な
か

っ
た

こ
と
を

物
語

る
も

の
で

あ

ろ
う
。

一 ユ6一



d

に

つ
い
て
は
、

二
人
称

主

語

の

「
ま

か
る

」
は

命
令
形

、

又
は
命

令

文

に
用

い
ら
れ

た
例
が

多

く
見

ら
れ

、
む

し
ろ

二
人
称

主

語

の
も

の
は
ほ

と
ん

ど

こ
れ
で

あ
る
と

言

っ
た
方

が

適

切
で

あ

る
か
も

知

れ
な

い
。

又
、

こ

の
よ
う

な
例

は
源
氏

物

語
な
ど

に
も
見

え
、
杉

崎
氏

は

こ
れ

に

つ
い
て
、

「
こ
れ

は
自

己
卑

下

の
語
を

目
下

の
動

作

に
用

い
た
尊
大

表

現
で

あ

っ
て
、

客
体

尊
敬

、
自

己
卑

下
を

通
じ

て

一
般

に
み
ら

れ
る

用
法

の

一
つ
に
す
ぎ

な

い
国

と

述

べ
て
お

ら
れ

る
が

、
客

体
尊
敬

の
語
、

「
奉

る
」

「
申

す
」

「
参

る
」
等

(
補
助
動

詞

と
し

て
の
場
合
も

含

め

て
)

は
確
か

に
二
人
称

主
語

の
命

令
文

に
用

い
ら

れ
、

話
手

の
尊
大

表

現
と

見
ら

れ

る
も

の
は
多

い
。

し
か

し
、

「
侍

り
」

に

つ
い
て
命
令

形

の
例

の
見
ら

れ

な

い
こ
と

は

既

に
指
摘

さ
れ

た
と

こ
ろ
で
あ

る
し

、

「給

ふ
る
」

に

つ
い
て
も

そ

の
用

例

は
管
見

に
入

ら

な

い
。
む
し

ろ

そ
れ

は

こ
れ

ら

の
語
が
自

己

卑
下

表

現

に

用

い
ら

れ

る

一
つ
の

認
定
条

件

な

の
で

あ

る
。
命

令

文

に
用

い
ら

れ

た

二

人

称
主

語

の

「
ま
か

る
」

の
例

を

若
干
あ

げ

る

と

④

女

ノ

ニ
A
ク

、

「
汝

ハ
何

ニ
テ
　

ゲ

ム
ト

為

ル
ゾ

。

速

二
罷

リ

留

レ
」

ト
云

フ
音

ヲ
聞

ク

ニ
:
:
:

(
書

生
↑

羅

刹

女

)

(
12

の
%

)

⑤

「
速

二
疾

ク
罷

返

リ
ネ

」

ト
仰

セ
給

ケ

レ

バ
、
(
翁
↑

院

)
(
31

の
6

)

⑥

「
…
…
速

二
可
劉

シ
」

ト
被
書

タ

リ
。

(兵

介
院

)

(
12

の

34
)

⑦

仰

云
、

聞
食

、
但

男

大
臣

ヌ

回
漉

由
渚

。
⑪
〈
公

任
冷

天
白
王
)

(
権
記

長

徳

四

・
三

・
廿
六

)

⑧

勅

命
云

:
:
:
汝

明
暁

縄

三
井

寺
「

帽
逢

慶
柞

「
可
匠伝
鞠

此

旨
渚

。

(
資
平
介

天
皇

)

(小

右
記

・
長

和

四

・
閏

六

・
八

)

こ

の
よ
う

に

「
貴

所
か

ら
退
出

す

る
」

と

い
う
原

義
を

有
す

る
と

否
と

に

か

か
わ

ら
ず

用

い
ら

れ

て
い
る

の
.て
あ

る
。

以
上

、
自

己
卑

下

語

の
形

態
的

特
色

の
う
ち

「
ま
か

る
」

が
満

足
し

う

る

の

は
b

の

一
点

の
み
で

、

a
・

c
・
d

の
三
点

に

つ
い
て
は
各

々
幾
何

か

の
疑

い
が
残

る

こ
と
が

明
ら

か

に
な

っ
た
。

そ
れ
で

は
実
際

の

一
つ

一

つ
の
用

例

に

つ
い
て
は
、

話
手

と
聞

手
と

の
関

係
か
ら

律
し

き
れ

る
も

の

ば

か
り
で

あ

ろ
う

か
。
今

昔

の
例

に

つ
い
て
見

る
と
、

そ
う

と

は
言

い
切

れ

な

い
も

の
が
若

干
で

は
あ

る
が
見

ら
れ

る

の
で

あ

る
。

二
人
称
主

語

の

次

の
よ

う
な

例

に

つ
い
て
考

え

て
み

よ
う

。

⑨
利

仁
、

狐

ヲ
提

テ
云

ク

「汝

ヂ
狐
、
今

夜

ノ
内

二
、
利

仁

ガ
敦
賀

ノ

家

二
副

デ

云

ム
様

ハ
…
…

」

(狐

↑
利

仁
)

(
26

の

17

)

⑩

「
何

二
召

モ
兄

キ

ニ

ハ
参

タ
ル

ゾ
。

速

二
罷
リ
出

ヨ
」

ト
追

立

ル
ニ

(
曽

タ

ム
杢

判
官
代

)

(
28

の
3

)

こ
れ
ら

の
例

は
話

手

の
聞
手

に
対
す

る
尊
大

表

現
で
あ

る
と

解
す

る

に
は

抵

抗
を
感

じ

さ
せ

ら
れ

る
も

の
で
あ

る
。

と

い
う

の
は
、

こ
れ
ら

の
言

語

行
動

の
場
面

に
言

語
主

体
よ

り
も
尊

者

の
存

在

が
認
め

ら

れ
る

か
ら
で

あ

る
。
⑨

で

は
そ
れ

は
利

仁

の
客

て
あ

る

五
位
で

あ
り

、
⑩

の
場
合

は
圓
融

院

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
例

に

つ
い
て
、
殊

に
⑳

に

つ
い
て
は

「
そ

の
尊
者

を
起
点

と
し

て
そ

こ
か

ら
退
出

せ

よ
」

と

い
う

意
味

に
解
す

る

こ
と
が
で

き

る

と
考

え
ら
れ

る
か

も
知

れ
な

い
。

し
か
し

、
も

し

「
ま
か

る
」

に
そ

の
よ

う
な

用
法

が

あ

る
と
す

れ
ば

、
例

え
ば

「
ま
か
つ

」

に
お

け
る
次

の

よ
う

な
例

⑪
夕
霧
「
こ
れ

か
れ
侍

り

つ
。
」
源
氏
「
こ
な

た

へ
、
ま

か
で

ん

や
」

・
(
源

⑫

氏
物

語

若

葉
上

)

こ
れ
は
夕

霧
と

源
氏

の
対

話
で

、
解
釈

に
諸

説
が

あ
る

が
、
今

、
古

典

大

系

の
頭
註

に
従

え
ば

、

「
こ
ち
ら

(寝

殿

の
東

庭

)

へ
皆

が

や

っ
て

来
な

い
で
あ

ろ

う
か

。

こ
こ
の

『
ま
か

つ

、』
は
、

あ
ち

ら
を

退

い

て
、

こ
ち

ら

に
来

る
意

」
と

あ

る
。
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こ
の
例

の
よ

う

に
、
話

手

と

尊
者

が

別
所

に

い
る
場
合

の
用
例

が

「
ま

か

る
」

に
も

見

え

て
よ

い
よ
う

に
思

わ

れ
る
が

、
実

際

に
は

こ
の
よ
う

な

用

例

は

見
ら

れ
な

い
。

「
ま

か

る

」
は
も

っ
と

言

語
場
面

と
直

接
的

な

関
係

を
も

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

さ

て
⑨

⑩

の
例

は

、
尊
的

場

面
と

し

て

の
存

在

で

あ

る
五
位

、
円

融
院

へ
の
話

手

の
慎
し

み

が

こ
の
よ

う
な
表

現

を
と

ら
せ

た

と
解
し

て
は
如

何
で

あ

ろ
う
か

。
話

手

が
自

己
自

身
を

尊
大

に
表

現
し

よ

う
と
し

て
い

る

の
で

は

な

い
こ
と

は
、
⑨

の
例

、

同

一
文
中

に

「

利
仁

ガ
家

」
と

自

己
を
卑

下
し

て

い
る
こ
と

に

よ

っ
て
も

明
ら

か
で
あ

る

。

そ
し

て
話

手

の
慎

し
み

は
、

そ

の
ま
ま

生

の
形
で

直
接

に
尊

者

に
対

し

て

向

け
ら

れ

て
い

る
の
で

は
な

く
、

行
動
主

体

で
あ

る

狐
、
曽

タ
ム
と
尊

的

場
面

で
あ

る

五
位

、

円
融
院

と

の
関
係

を

通
し

て
表

現
さ

れ

て

い
る

こ
と

も
無

視
で

き

な

い

こ
と

で
あ

ろ

う
。

註
①

宮
田
和

一
郎

「
国
語

の
動
詞

『
ま
か

る
』
ー
中
古

語
法
覚
書

(
八
)
=

」

(平

安
文
学
研
究

10
輯
、
S
27

・
9
所
収

)

②

「
罷
リ
出

ヅ
」

(10

の
6

・
12

の
35

・
14
の
35

・
16

の
30

・
16

の
31

・
16

の
32

・
19

の
8

・
四

の
25

・
23

の
19

・
忽
の
6

・
勿

の
認

・
25

の
6

・
四

の
19

・
銘

の
32

・
28

の

41

・
29

の
14

)
、

「
罷
入
」

(
31

の
16

)

「罷
出

」
表

記

の
も

の
も
あ
り

「ま
か
つ

」
と

の
関
係

が
考

え
ら
れ
る
が
、

「

罷

リ
」
と
送

り
仮

名

を
付
し
た
例
も
あ

る
の
.て
、

こ
こ
で
は

一
括
し

て

「
罷
リ

出

ヅ
」
と

し
て
取
扱

っ
た
。

③
話
手
、

聞
手

を

(聞
手
↑
話
手

)
と
あ

ら
わ
す
。

④

日
本
古

典
文

学
大
系
伽

P

⑤
用
例

は
古

典
大
系

「
今
昔
物
語
集
」

に
よ
る
が
分
ち

書
き

に
は
し
な

い
。
X
内

は

(巻

の
語
)

⑥

伊
奈
恒

一

「
平
安
時
代

の
下

二
段
動
詞

『
た
ま
ふ
』
に
就

い
て
」

(国
語
と

国

文

学

S
13

・
3
所
収

)

⑦
松

尾
捨

治
郎

「
伊
奈
恒

「
氏

の
給
ふ
る
説
を
読
ん
で
」

(国
語
と

国
文
学

S

13

・
7
所
収

)

⑧

伊
藤

和
子

「
源
氏
物
語

に
あ
ら

わ
れ
た

『給

ふ
る
』

と

『侍

り
』
」

(国
語
国

文

S
28

・
1
所
収

)

⑨

「
『
侍
り
』

の
性
格
」

(
国
語
国
文

S
27

・
11
所
収

)

⑩

前
掲

の
論
文
鈎
P

⑪

返
点

は
筆
者

⑫

古
典
大

系

「
源
氏
物
語

三
」
05
P
3

さ

て
、

以
上

の
疑

問

に
対

す

る
解
答

を
得

る

一
つ
の
試

み

と
し

て
、

「

ま

か

る

」

(
複
合

語

の
場
合

も
含

め

て

)
を
行

動
主

体

の
言
語

場
面

に
対

す

る
自

己
卑

下

、
慎

し
み

の
表

現
で

あ
る
。

と
把

掘
し

よ
う

と
す

る
も

の

で
あ

る

。
以
下

、
卑

見
を

述

べ

て
大
方

の
御

批

正
を
乞

い
た

い
。

敬

語
表

現

に
お

い

て
言

語
行
動

の
場

面
と

い
う

こ
と

を
考

え

る
時
、

話

手

に
と

っ
て

一
番
大

き
な

存
在

で
あ

り
、

そ

の
言

語

行
動

に

一
番

強

い
支

配
力

を
持

つ
の
は
聞
手

で

あ

る

こ
と

は
言

う
ま
で

も

な

い
。

し
か

し
時

と

し

て
は

そ
れ
以

上

の
支
配

力
を

持

つ
も

の
が

あ

ら
わ

れ
る
。

即
ち

、
言

語

主
体

に
共

通

に
絶
対

的
優

位
を
占

め

る
も

の

の
存

在
で

あ

る
。

こ
の
絶
対

支

配

の
下

に
行

な
わ

れ

る
待
遇
表

現

が

い
わ

ゆ

る
被
支

配
者

待
遇

で
あ

る
。

こ
の

こ
と
を
前

提
と

し

て
、

「
ま
か

る
」
を

、

行
動
主

体

の
人
称

と
、

言

語
場

面

と
し

て
尊
的
立

場

を
保

ち
う

る

人
称

と

の
関

係
か
ら

分
類

し

て
考

察
を

加

え

て
ゆ
き

た

い
。
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1

一
人
称

(
話
手

)
が
主

語

の
場
合

a
場

面
が

聞
手

b
場

面
が

聞
手

以
外

の
も

の

H

二
人
称

(
聞
手

)
が

主
語

の
場
合

a
場

面
が

話
手

b
場

面
が

話
手

以
外

の
も

の

m
三

人
称
が

主
語

の
場
合

a
場

面
が

話
手

b
場

面
が

聞
手

c
場

面
が

行
動

主
体

以
外

の
三
人
称
者

I

a
の
場
合

、

こ
れ

は
行
動

主
体

と
話
手

が

一
致

し
、
尊

的
場

面
と

聞

手

が

一
致

す

る
。

典
型
的

な
話

手

の
聞
手

に
対

す

る
自

己
卑

下

と
解
し

う

る
も

の
で

、

「
ま

か
る

」

に

つ
い
て
は

こ

の
例

が

一
番
普

遍
的
.て
あ

る
。

I
b

の
場
合

、

こ
の
よ
う

な
例

は
見

る

こ
と

が
で

き
な

か

っ
た

の
.て
あ

る

が
、

記
録

の
地

の
文

に
お

け

る
次

の
様

な
例

は

こ
れ

に
類

し

て
解

釈
で

き

る

の
で

は
あ
る

ま

い
か
。

⑫
参
二
給

政
一
参
内

、詣

二
皇
太

后
宮

御
読

経
結

願
「此

宮
自
二
今

日
一有

犬
産

機

ハ
罷
出
罷

二
弾
正
台

一
(権

記

長

保
三

・
十

二

・
十

)

⑫
予

罷
留
参

二
清
涼

殿

「
(後

二
条

師
通

記

寛
治

五

.
四

.
廿

八

)

⑬
裏

書
、十
六

日
、申

剋
参

二
京
極

殿
ま
弁

不
レ参

…
…
乍
レ
驚
所
二
罷

留

一也

(

後

二
条

師
通

記
、

康
和

元

・
四

・
」
ー
六

)

記
録

類

に
は
前

述

し
た

よ
う

に
か
な

り

の
量

の
地

の
文

の

「
罷
」

の
使

用
が

見
ら

れ
る
。

こ
の
中

に
は

「参

」

に
対

す
る

語
と

し

て

「
罷
出

」
と

全

く

同
義

に
用

い
ら

れ

て

い
る
も

の
と

、

こ

こ
に
あ
げ

た
例

の
よ

う

に

「

貴

所

か
ら

退
出

す
る

」
と

い
う
本

義
を

失

な

っ
て
し
ま

っ
た

も

の
と
が

あ

る
。
前

者

に

つ
い
て
は
古

い
語
法

の
残
存

で

あ
る
と

考

え
れ
ば

解
決

は

つ

く
。

し
か

し
後
者

は
如

何
で

あ

ろ
う
か

。

こ
れ
を
考

え

る
時
ま

ず
念

頭

に

置
か

ね
ば

な
ら

ぬ

こ
と
は

、
記
録

と

い
う

こ
と
で
あ

ろ

う
。
普

通

の
物
語

で

な
ら
ば

こ
の
よ
う

な
用
法

は
見

ら
れ

な

い
で

あ

ろ
う
。

こ
れ
ら

の
例

は

「
罷

」
主

体

は
作
者
自

身
で

あ

る
が
、

同
じ

よ
う

な
例

は
主
体

が
他
者

で

あ

っ
て
も

行
わ

れ

て

い
る

。
そ
れ

で

は

こ
の

「
罷
」

は
如

何

な
る
意

味
を

も

つ
の
.て
あ

ろ
う
か

、
作
者

が

「
罷
」

、

「
罷
留

」

っ
た
場
所

を
考

え

て

み

よ
う
。

⑪

は
弾

正
宮
、

⑫
は
宮

中
、

⑬

は
京

極

殿
で

あ
り

、

い
つ

れ
も

「
貴

所
」
な

の
で

あ
る

。

日
記

は
あ

る
意
味

で
自

己

と

の
対

話
と

い
わ

れ

る

。
自

己

の
心

に
即
し

て
酵

か

れ
た
も

の
に
、
感
情

に
基

く
づ

言

語
表

現

で

あ
る
敬

語

が
入

り
込
む

余
地

が
あ

っ
た
と

考

え

て
は
如

何
.て
あ

ろ
う

か
、

と

す
れ
ば

、
絶

対
的

貴
所

で
あ

る

こ
れ
ら

の
場
所

に
対

す
る
作

者

の
被
支

配
者

的
意

識
が

か

か
る
表

現
を

と
ら

し
め

た
と
考

え

る

こ
と

も
、
あ

な

が

ち

に
不
当

で

は
あ

る
ま

い
。

n

a
の
場
合

、

こ
れ

は

い
わ

ゆ
る

尊
大
表

現

と
言
わ

れ

る
も

の
に
類

似

し

て
い
る
が

、

「
ま
か

る
」
あ

る

い
は

「
ま

か

る
」
を

冠
す

る
動
詞

の
表

わ
す

行
動
が

話
手

に
ま

.て
作

用
を

及
ぼ

さ
な

い
点
で

「
奉

る
」

「
申
す

」

等

と
異

な

っ
て

い
る
。

い
わ

ゆ
る
客

体
尊
敬

語

の
場
合

に
は
為
手

・
受
手

の
関
係

に
お

い
て
自

己
を

優
位

な
受

手
と

し

て
把

握
す

る

こ
と
が
で

き

、

そ

こ
に
尊
大
表

現

と

い
う

こ
と
も
言

え

る

の
で

あ
る
が

、

「
ま
か

る
」

の

場

合

は
目
的

語
を

と
ら

な

い
の
で
、

専
ら

行
動

主
体
自

身

に
そ

の
中

心

は

置

か

れ

て
い
る

の
で
あ

る
。
二
人
称
主

語

の
場
合

は

こ

の
例

が
最
も

多

く
、

一
二

「
例
を

あ
げ

る
と

、

=、珍

「
彼

ノ
過

ル
人
罷

止

マ
レ
。
…

…
」

(橘

則
光
杢

声

)

(
23

の
15
)

⑮

「
己

ハ
何

コ

マ
デ
矧

列
ム

ト
為

ル
ヲ

。
我

レ
此

二
有

ト

ハ
不
知
ザ

リ

=19=



ツ

ル
カ
」

…
…

(
東

国

の
人
↑
鬼

)

(
27

の
14

)

こ
れ
ら

の
例

に

つ
い

て
も

、
話

手
が

言
語
場

面

に
お

い

て
自
己

を
優

位
者

と

認
識

し
た
時

、

聞
手

で
あ

る
行
動

主
体

に
対

し

、

「
己

レ
」
と

い
う

よ

う

な
軽

蔑
語

と
共

に

用
い

て
お
り

、
相
手

を
卑

し
め

た
表

現
で

あ

る
と
言

え

よ
う

。

11
b

に

つ
い

て
は
前
節

、

用
例
⑨
⑭

に

つ
い

て
述

べ
た

の
で

こ
こ
で

は

省
略

す

る
。

・
m

の
場

合

に
は

、

そ

の
三
人
称
者

が

一
人
称

側

に
属

す
る

と
考

え
ら

れ

る
場

合

も
あ

り
、

問

題
は
複

雑

に

な
る
が

、
記

録

や
今

昔

で
は

こ
の
三
人

称

主
語

の

「
ま

か

る

」

の
例

が
多

い
こ
と
、
特

に

「
給

ふ

る
」

の
三
人
称

主

語
と

比
較

し
た

時

、

一
人

称
と

の
緊
密

度

が
比
較

に
な
ら

ぬ
程

躁
で
あ

る

こ
と

な
ど

の
特

色
を

持

っ
て

い
る
。

m

a
の
場
合

、

こ
れ

は

三
人
称
主

語

の
命
令

文
.て
、
今

昔

に
は

用
例
を

見

つ
け

る

こ
と
が

で
き

な
か

っ
た

が
、

記
録

に
は
し

ば
し

ば
あ

ら
わ

れ

る
。

⑯

...,

.駕
輿
丁
等
未
明
罪
向
主
殿
寮
「
翼

候
御
幽
事

等
、
殊
喫

義

(
小
右

記

寛
仁

元

・
十

一
・

朝

巨

甘

三

)

「

ー

⑰
亦

正
光
朝

臣

寵
有

僧

勝
算
許

「

刀口
出
珂

将
参

其
仰

旨
者

、

(権

記

、

長
保

二

・
五

・
十

八
)

こ
れ
は

直
接

に
命
令

を

受
け

て
行
動

す

る
も

の
が
対

話

の
場

に
存
在

し
な

い
場

合

で
あ

る
。

あ

る

い
は

H

a
に
属
す

べ
き

か
と
も

思

う
が

、
行
動

主

体

と
命
令

者

の
関

係

に
お

い

て

「
罷
」

が
用

い
ら

れ

て
い
る
と

思
わ

れ

る

の
.て
こ

こ
に
あ
げ

た
。

m

b
の
場
合
口
、

三
人

称
主

語

の
場

合

に
は

こ

の
用
例
が

一
番

多

い
。

こ

の
場

合

の
行
動

主

体

の
身
分

は
話
手

と

同
等

又
は

下

の
身

分

の
も

の
が
多

く

、
語
手

側

と
し

て
受

け
と

ら
れ

る
理
由

も

こ

こ
に
あ

る
が

、
話
手

と
聞

手

と

の
関

係

に
の
み
基

づ

い

て

「
ま
か

る
」

が
用

い
ら

れ
る
な

ら
ば

、
も

っ
と

広

い
範

囲

の
も

の
を
主

語

と
し

て
取
り

得

て
も

良

い

の
で

は
な

か
ろ

う
か

。
言

語
場

面
よ

り
も

行
動
主

体

の
方

が

下
位

に
あ

る

こ
と

こ
そ
、
素

材
で

あ

る
行
動
主

体

と
言

語
場
面

と

の
関
係

に
基

づ

い
て

「
ま

か

る
」
が

使
用

さ
れ

る
証
拠

で

は
な

い
で
あ

ろ
う

か
。
も

ち

ろ
ん

話
手

に
ご
く

近

い

関
係

を
も

ち
、

話
手
側

と

み
ら

れ
る

三
人
称

を
主

語

と
す

る
例
も

見
ら

れ

る
。⑱

「
…

…
.而

ル

ニ
己

レ
が

母

、
七
十

二
罷
除

テ
今

年

二
至

ル

マ
デ
八
年

二
満

ヌ
…
う…
・」

(
国
王

↑
大

臣

)

(
5
の
32

)

⑲

ニ

ト

セ
御

マ
シ

タ
リ

シ

ニ
、
其

ノ
後

、
人

ノ
當

リ

ニ
罷
寄

ル
事

モ

不

候
ズ

。
…
…

」

(
高
藤

↑

女

の
父

、
主

語
は

女

)

(
22

の
7

)

又
、

次

の
よ
う

な
例

⑳

久
二
A

「
仰

セ
如

ク

ニ
盗

人

二
申

シ
懸

レ
バ
…
-
…
御
衣
櫃

ヲ
免

シ
テ
盗

人
皆

　

テ
罷

ヌ

ル

ニ
…

…
強

ノ
盗

人

ノ
皆

　

テ
罷

ツ

レ
バ
…

…

」

(

弁
↑

弁
侍
久

)

(
19

の
35

)

⑳

人
、

音

ヲ
挙

テ
叫

テ
云

ク
、

「
夜
前

将
参

タ

ル
御
馬

ヲ
、
盗

人
取

テ

罷

リ

ヌ
」

ト
。

(
25

の
12

)

(⑫

「
今
夜

盗

人

ノ
填

テ
此

ク
縛

リ
付

テ
罷
去

リ
候

ヌ
ル
也

」

ト
答

ヘ
ケ

レ
バ
…
-
…

(
筑
後

ノ
前

司
↑
侍

)

(
29

の
12

)

こ
れ

ら

の
例

に
お

け

る

三
人

称
主

語
は

い
つ
れ

も
盗

人
で
あ

り
話
手

に
と

っ
て
も
害
的

存
在

で
あ

る
。

特

に
⑳

の
例

は
馬

盗
人

に
気
が

つ
い
た
頼

信

の
館

の
者
が

叫

ん
で

い
る
言
葉

で

、
聞

手

が
館

の
者

全
体
な

の
か

、
主

人

で
あ

る
頼
信

で
あ

る

の
か
決
定

す

る

こ
と

は
で

き
な

い
。

こ

の
場
合

の
盗

人
は

、
話
手

、
聞

手
を
含

め

た
館
全

体

の
者

に
対

す

る
と
見

る

べ
き
で

は

あ

る
ま

い
か

。
和

文

に
は
例

を
知
ら

な

い
の
で
あ

る

が
、

日
記

・
記
録

・

一20一



古
文
書

な

ど

に
は

こ

の
類

の
も

の
を

多
く

見

る
の
.て
あ

る

。

一
・
二
例

を

あ
げ

る
と

、

(⑳
右

、
以

常
年

御
封

代
之

内

、
旦
所

進
者

、
假
納

始
件

、
故

返
抄

を
同

住
人
笠
助
経
か
私
宅
爾
興

天
、
両
面
乃
紬
娃
一
領
鏡

一
面
等
盗
取

天
那
賀
郡
之
老
母
か
許
辺
副
國

…
…
其
後
高
野
乃
政
所
爾
雅
源
都

那
師
と
申
僧
乃
許
劉

駄
…
…

(山
城
国
石
垣
荘
住
人
紀
某
日
記
、

天
喜
六

・
八

・
十
五
、
平
安
遣
文
巻
三
)

⑳
寧
親
宅
北
小
路
等
居
住
下
女
申
云
、
件
射
人
昔
二
人
、
罷
入
此
西
小

8

宅
着

、

(
権

記

長
保

二

.
七

.
廿

⊥ハ
)

等

の
例
が

あ

る
。

m

C
の
場
合

、

「
ま
か

る
」

が
、

言
語

主
体

で
あ

る
話

手

、
聞
手

と
関

係
な

く
用

い
ら

れ

る
場
合

で
あ

る
が

、

こ

の
よ
う
な

例

は
和
文

.て
も
今

昔

に
も
あ

ら

わ
れ

な

い
の
で

あ

る
が
、

記
録

に
次

の
よ
う
な

例
が

見
え

て

い

る
。(⑳

中

将

公
成

、
以
府

生

保
重
令

申

云
、

…
…

明

日
大

相

府
疲
病

当

日
、

ー

一

傍
添
蝿

着
内
取
碧

、
余
報
云
、
-
-

(小
右
記

治
安
三
.七

・
廿

三
)

対

話
は
保

重

を
通

し

て
公
成

と
実

資
と

の
間

に
行
わ

れ

て
い
る

の
で
あ

る

が

、

行
動
主

体
で

あ

る
大
相

府
頼

通
は

言

う
ま
で

も
な

く

聞
手
実

資

よ
り

も

尊
者

で
あ

り
、

又
、

話
手

公
成

の
側

と
把

握
す

る

こ
と
も

で
き

な

い
。

こ
の
場
合
口
は

、
内
裏

即
ち

天
皇

と
頼

通
と

の
関
係

に
お

い

て
用

い
ら

れ

る

と
考

え

て
は
如

何

.て
あ

ろ
う

か
。

「
内
取

」

と

い
う
公
務

に
参

着

す

る

こ

と

が
で
き

な

い
こ
と
を
述

べ
た
言
葉

で

あ
り

、
公

、
朝

廷

に
対
す

る
行
動

主
体

の
慎

し

み
を

あ
ら
わ

し

て

い
る
と

言
え

よ
う
。

こ
の
他

に
非

人
称
を

主

語
と
す

る

い
く
ら

か

の
例
が

見
ら

れ

る
。

(⑳

「
実

二
久

ク
罷

リ
成

ヌ
。
疾

ク
礼

拝

二
令
登

メ
可
給

キ
也

」

ト
。

(

実
因

僧

郡
↑

源
信

内

供

)

(
14

の
39

)

⑳

「
…

…
寝

殿

ハ
殿

ノ
内

ノ
人

ノ
焼

物

二
罷
成

テ
、

壊

レ
候

ヒ

ニ
シ
カ

バ
倒

レ
候

ニ
キ

。
御

シ
対

モ
ロ
ハ
道
行

ク
人

ノ
壊

チ
物

二
罷
成

テ
、
其

レ

モ

一
ト

セ
ノ
大

風

二
倒

レ
候

ニ
キ
。

…
…

」

(
⊥ハ
宮
姫

君

の
夫
↑

姫

の
ヒ

ス

マ
シ
女

の
母
尼

)

(
19

の
5

)

⑱

「
…

…
神
泉

ノ
内

ノ
、
暗

二
成

テ
西
様

二
暗

ガ

リ
罷
リ

シ
ニ
…

…

」

(滝

口
↑

男

)

(
忽

の
11

)

こ
の
他

に
も
今
昔

に
は
例

が
み

え
、

記
録

に
も
あ

ら
わ

れ
る

用
法
で

あ

る

が
、

こ
れ

は

「
侍

り

」

「
候
ふ

」

の
機

能

に
非
常

に
近

い
も

の
で
あ

り

、

い
わ

ゆ

る
丁
寧

語
的

な
表

現
と

認
あ

ら
れ

よ
う
か

。
⑳

の
例

に
つ

い

て
は

梅
沢
本

古
本

説

話
集

に
同
文

的

な
類

語
が
あ

り
、
次

の
よ

う

に
な

っ
て

い

る
。㊧

し

む

で
ん
は

、
と

の
の
う
ち

の
下

人

の
た
き

物

に
て
…
…

お

は
し
ま

し
し

た

い
も
、

み
ち

ゆ
き

人

の

こ
ぼ
ち
物

に
て
…
…

(
上

・
認
話

)

こ

の
用
法

は
派

生
的
な

用
法

で
あ

り

、
同
時

に
優
勢

な
敬

辞
表

現

「
侍

り
」

「
候

ふ
」

に
圧
倒

さ

れ
、
中
世

に
至

っ
て
は
複
合

す
る

語
彙
も

少

な
く

、

待
遇
的

価
値

も
次
第

に
薄

れ

て
、

単

な
る
強

意
表

現

へ
と
転
落

し

て
ゆ

く

も

の
な

の
で

あ

ろ
う
。

以
上

、

「
ま
か

る
」

の
と

る
主

語

と
対
話

の
場

面
と

い
う

関
係
か

ら
考

察

を
加

え

て
き
た
が

、

話
手

の
聞

手

に
対

す

る
、

あ

る
い
は
場

面
的

存
在

に
対

す

る
自

己

卑
下

の
気
持

の
表

現

は
必
ず

行
動
主

体

と

い
う
も

の
を

通

し

て
行

わ
れ

て

い
る

の
.て
あ

り
、

又
、

話
手

の
直
接

関
与

し

な

い
次

元

に

お

い

て
も

、

行
動
主

体

と
絶
対

支

配
者

と

い
う
関
係

に
お

い
て
は

「
ま
か

る
」

が

用

い
ら
れ
、

話
手

の
聞
手

に
対

す

る
直
接
的

な
自

己

卑
下

の
表

現

一21一



で

あ
る

「
侍

り
」

「
給

ふ
る

」
と

は

一
線

を

画
し

て
考

え
ね
ば

な
ら

な

い

こ
と
が
明

ら

か

に
な

っ
た
と
思

う
。

三

 

同
じ
謙

譲

語
と

い
う
範

疇

に
あ

り
、

か

っ
て
は

「
奉

る
」

「
申
す

」

「

参

る
」
等

の
語
と
同

様

に
受
手

尊
敬

の
表

現
で

あ

り
、

「
貴
所

か

ら
退
出

す

る
」

と

い
う
意
味

を
持

っ
て

い
た

「
ま
か

る
」

が
何
故

辞

化

の
傾
向
を

早

く
か

ら
あ

ら
わ

し
た

か
と

い
う

こ
と

に

つ
い
て
考

え

て
み

よ
う

。
そ

れ

は

、
ま
ず

、

や
は

り

「
ま
か

る
」
自

身

の
も

つ
語
性

に
帰

す

る
も

の
と
考

え

た

い
。

「
ま

け

」

(下

二
段
活

用

)
に
対

す
る

「
ま

か
る

」
.て
あ
る

と

①

解

す
る
説

も

あ
る

が
、

「
参

る
」

と

「
ま
か

る
」

が
対

応
す

る
段
階

を

通

過

し

て

い
る

こ
と

か
ら

し

て
、
次

の
よ

う

に
考

え

て

み
た

い
。

人
間

の
行
動

に
お

い
て
進

行
方
向

に
あ

る
も

の
は
、

即
ち

何
ら

か

の
意

味
で

行
動

主

体

の
目
的

・
目
標

に
な

る
も

の
は
、

話
手

に
と

っ
て
も

行
動

主

体
自
身

に
と

っ
て
も

意
識

の
上

に
強

く

反
映

さ
れ

る
。
こ
れ

に
対

し

て
、

負

の
方
向

に
あ

る
も

の
は
意
識

か

ら
薄

れ

や
す

い
。

こ

の
人
間

の
本

性

が

「
参

る
」

「
申
す

」

「
奉

る
」
と

「
ま

か

る
」
と

を

区
別
す

る
結

果
を

生

ん
だ

の
で

は
あ

る
ま

い
か
、

即
ち

、
「
参

る
」

「
申

す
」

「
奉

る
」

等

は
、

そ
れ

ら

の
語

の
あ

ら
わ

す
動

作

の
方
向

と
敬

意

の
方
向

と
が

一
致

し

て
い

る

の
で

あ
り

、

「
ま
か

る
」

の
場
合

は
、
敬

意

の
方
向

は
動
作

の
進

行
方

向

に
逆

行

し

て

い
る
。

即
ち

、
既

に
過

ぎ
去

っ
た
場

所

に
対
し

て
敬

意
が

向

け

ら
れ

る
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

こ

の
、
敬
意

の
対
象

が

行
動

の
負

の

』方

向

に
あ

る
と

い
う
事

実
が

、

そ

の
対

象
を

あ

い
ま

い
に
さ

せ
、
意

識

の

中

心

が
行
動

主
体

そ

の
も

の

に
向

け
ら

れ

る
結

果

を

生

み
、
行

動
主

体

の

慎

し

み
を
表

現
す

る

よ
う

に
な

っ
た

の
で

は
な
か

ろ
う

か
。

そ
し

て

こ
・こ

に
言

語

場
面

(多

く

の
場

合

は
聞
手

)

と

い
う
辞
的

な

も

の
が
入

り
込

む

余
地

も
あ

っ
た

の
で

は
あ

る
ま

い
か

。

こ

の

こ
と

は
又

、

「
参

る

」

「
奉

る
」

等

の
語
が

、

原
義
を

保
ち

、
客

体
尊

敬
と

し

て

の
用
法
を

そ

の
主
流

と
し

な

が
ら
も

一
方

で

、
行
動

の
目

的

・
目
標

.て
あ

り

、
敬
意

の
向

け

ら

れ

る
対
象

そ

の
も

の

に
対

す

る
話
手

の
直

接
敬

意
を

あ

ら
わ
す

機
能

、

即

ち
為

手
尊

敬
語

と

し

て
の
機
能

を
持

つ
に
至

っ
た

こ
と

と
合
わ

せ
考

え
ら

れ

る

こ
と

.て
は
あ

る
ま

い
か
。

こ
の
よ

う
な
流

れ

の
過
渡

と
し

て
考

え
ら

れ

る
現
象

に
次

の
よ
う

な
例
が

見
ら

れ

る
。

⑳

今

、
吉
野

ノ
郡
現
光

寺

二
安
置

シ
奉

ル
。

(
11

の
23
)

⑳

翁

、

「
今

ハ
副
『
ナ
ム
」

ト
云

テ
立

テ
去

ヌ
…
…

(
28

の
40
)

⑳

の
例
で

は
安
置

さ
れ

た

の
が

仏
像
.て
あ
る

こ
と

は
直

前

・
直
後

の
文

か
ら

明

ら
か
と

な

る
。
し

か

し
安
置

し
た

の
が
誰

か

と

い
う

こ
と

は
明
ら

か

に
さ

れ

て
は

い
な

い
。

又
、
明
ら

か

に
さ
れ

る
必
要

も

な

い
の
で
あ

る
。

そ
れ

が

人

々
で

あ

ろ
う
と

、
あ

る
特

定

の
人
で

あ

ろ
う
と

、
と

も
か

く
も

仏
像

は
説

話
者

に
と

っ
て
も
読
者

(
あ

る

い
は

聞
手

)

に
と

っ
て
も

「
奉

る
」

と

い
う
客

体
尊

敬
を

受

け
る
資
格

が

あ
る

も

の
な

の
で

あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
⑳

は
、

翁
は
多

分
独

言
で

も
言

っ
た

の
で

あ

ろ
う
か

、

こ
の
言

葉

を

聞
く

人

は
誰
か

、

い
や
む

し
ろ
誰

か
聞

い
て

い
る

の
だ
ろ

う
か
。

そ

ん

な

こ
と

は
ど

う
だ

っ
て

い
い

の
で

あ

る
。
た

だ
自
分

の
行
動
を

慎
ま

し

く
述

べ
て
立
ち

去

る
翁

に
、
諸
者

は

瓢
瓢

と
し

た
、

そ
し

て
清

々
し

い
気

持
を

抱

く

に
ち

が

い
な

い
。

更

に
、

「
ま

か

る
」
と

「
申

す
」

「
奉

る
」

、
あ

る

い
ば

「
給

ふ

る
」

「
侍
り

」

「
候

ふ
」

と

い

っ
た

語

の
相

違
を

他

語
と

の
結
合

の
関

係
か

ら

見

て
み

よ
う
。

「
ま

か
る

」
は
辞

書

に

「
他

語

の
上

に
熟
語

と
し

て
意
味

な

く
敬

語
と
し

、

又
意

を

強
む

る

に
用

い
る
」

と
あ

る
よ

う

に
多

く

の
複
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尋

合

語
を

つ
く

る
。

し
か

し
如

何
な

る
語

と
結

合
す

る
か

に

つ
い
て
は
未

だ

論

を
見

な

い
。

又
、
先

に
あ

げ
た

他

の
諸

語
も
補

助
動

詞

と
し

て
用
言

、

又
は
助
動

詞

を
受

け

て
待
遇

的
意

味
を

添
加

す

る
。

こ
れ

ら

の
語

の
承

接

す

る

語
と

「
ま
か

る
」

と
結

合
す

る

語
と

の
間

に
は

ど

の
よ
う

な
相
違

が

見

ら
れ

る
で
あ

ろ

う
か

。

ま
ず

、
今

昔

に
お

い

て

「
ま
か

る
」

と
結

合
す

る
動

詞

は
表
口

の
通

り

で

あ

る
。

一
見
し

て
明
ら
か

な

よ
う

に
動

詞

に
し
か

接
続

し
な

い
。

又
他

動

詞

に
接
続

し

た

の
は
わ
ず

か

に

「
罷
渡

ス
」

「
罷

過

ス
」

の
二
例

の
み

.て
あ

り
、

あ
と

は
自

動
詞

に
接

続
し

て
い
る
。

表

に
示
し

た

三

つ
の
分
類

は
、
結

合

す

る
動
詞

の
意

味

に
よ

っ
て
、
事

物

の
進

退

行
為

に
関

す
る
も

の
、
時

の
経

過

に
関

す
る

も

の
、

そ
の
他

、
と

分
け
た

も

の
.て
あ

る
が

、

時

間
的

に
し

ろ
距
離

的

に
し

ろ
事

物

の
進

行
経
過

に
関

す

る
も

の
が
大
半

を
占

め

て

い
る

こ
と

が

そ

の
特
徴

で
あ
ろ

う

。
ち

な

み

に
記

録

に
見
ら

れ

る
複

合
呈

胴
で

五
例

以

上
例

の
見

ら
れ

る
も

の
は
次

の
諸

語
と
結

合

し

た
も

の
.て
あ

る
。

⑤
出

・
帰

・
行

・
向

・
去

・
還

・
下

・
立

・
着

・
逢

・
入

・
会

・
成

.
上

・
渡

・
留

・
乗

。

こ
の
う
ち

特

に
多

く

用

い
ら

れ

て
い
る
も

の
は
、

罷
出

・
罷
帰

・
罷
向

・
罷
下

・
罷
着

・
罷
入

・
罷

成
。

の
諸

語

で
、
傾
向

は
今
昔

と

ほ
ぼ

一
致

し

て
い
る
。

こ
れ
は

「
ま

か

る
」

が
単

独

の
動

詞
と
し

て
も

用

い
ら

れ
、

人

々
の
意
識

に
潜

在
的

に
「
進

行
」

と

い
う
意

味

を
う

え

つ
け

て
い
た

た
め
で

は

な
か

ろ
う
か

。
又

、
自

動
詞

の
中

で
も

目

的
語
を

と

ら
な

い
動

詞

に
多

く

接
続
し

て
い
る
と

い
う

こ
と

は
、

い
わ

ゆ
る
客
体

尊
敬

語

と
区
別

さ

れ
る

根
拠
を

与

え

て
い
る
と

い
え

よ
う
。

ち
な

み

に
今

昔

に
お

け
る
補

助
動

詞

「
奉

ル
」

「
申

ス
」

の
承
接

⑦

す
る
動

詞
と

の
異

同
を

み

る
と
、

「
奉

ル
」

の
承
接

す

る
動
詞

約

二

二
〇

語

(異

り

語
数
)

の
う
ち

、

「
罷

ル
」

と
結
合

し

た
例

の
み
ら

れ

る
も

の

は
、

「
下

ル
」

「
乗

ル
」

「
値

フ
」

「
渡

ス
」

の
四
語

の
み
で

あ

り
、

「

申

ス
」

の
承
接
す

る
動

詞
六

八
語

の
う
ち
、

「
下

ル
」

「
隠

ル
」

の

二
語

の
み
で

あ

る
。

「
奉

ル
」

「
申

ス
」

の
場
合

は

、
自
他

を
問

わ
ず
動

詞

に

接
続
し

、
自

動
詞

の
場

合
で

も

ヲ
格

、

二
格

の
目
的
語

を
必

要
と

す

る
語

が
多

い
よ

う
.て
あ

る
。

「
給

ふ

る
」

は

「
見

る
」

「
聞

く
」

「
思

ふ
」

を
中

心
と

し
た

ご
く

わ

ず
か

の
語

を
承
接

す

る

こ
と
が
指

摘

さ
れ

て

い
る
が

、

こ
れ
ら

の
動

詞

に

は

「
ま
か

る
」

の

つ
い
た

例
を

見
な

い
。

最
後

に

「
侍

リ
」

「
候

ふ
」

で
あ

る
が

、

こ
れ
ら

の
語

は
形
容

詞

の
連

用
形

を
承

接
す

る

こ
と
も
あ

る
が
、

こ
こ
で

は
動
詞

の
場
合

に
限
定

し

て
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そ

の
承
接

語

彙
を

見

て
み
た

い
。
今

昔

に
お

い
て

「
侍

り

」

の
承
接

す
る

動

詞
約

五
〇

語

の
う
ち

「
罷

ル
」
と
複

合
す

る
も

の
は

「
行

ク
」

「成

ル
」

「
還

ル
」

の
三
語

の
み
で

あ

り
、

「
候

フ
」

の
承

接
す

る
動

詞
約

一
〇

の

語

の
う
ち

「
出

ヅ
」

「
返

ル
」

「
過
グ

」

「
　
グ

」

「
成

ル
」

「
過

ス
」

の
六

語
が

「
罷

ル
」

と

の
複

合
口
形

の
例
が

見
え

、
他

動
詞

「
過

ス
」
を
除

い

て
は

「
候

フ
」

「
侍

リ
」

の
承
接

し
た

形

よ
り
も

「
罷

ル
」
と

の

複
合

語
と
し

て
の
用
法

が

優

勢
で

あ

る
。

又
、

「
罷
候

」

の
例

も
見

ら
れ

、

そ

の
他

「
罷

リ
去

キ
候

」

「
罷

リ
出
候

」

「
罷

リ
渡
候

」

な
ど

と
用

い
ら

れ

て
い
る
。

こ
の

こ
と

は
両

者

の
機
能

が
あ

る
点

で

は
非
常

に
近

い
も

の
で

あ
り

な
が

ら
、

根
本

的

に
は

や
は

り
別
で

あ

っ
た

こ
と

を
物

語

っ
て
い
る

の
で

は
あ

る
ま

い
か

。

又
、
今
昔

に
お
け

る
補

助
動

詞

「
侍

リ
」

「
候

フ
」

の
特

色

と
し

て
、
謙

譲

語

に
接

続

し
た
例

が
非

常

に
多

い

こ
と
が

あ
げ

ら

れ

る
。

五
例
以

上

の
例

が
見

ら
れ

る
接
続

語

を
拾

っ
て
み

る
と
、

侍

リ
ー
…
…
申

ス

・
思

ユ

・
知

ル

・
聞
ク

・
見

ル

候

フ
…
…
劇
刻
.
・
思

ユ

・
死

ヌ

・劉

・
試

ミ

ル

・
出
層

・
劉

・

思

フ

・
見

ル

・
罷

ル

こ

の
中

で
も

「
申

ス
」

に
対

す

る

「
侍

リ

」

「
候

フ
」

の
、

「
参

ル
」

に

対

す

る

「
候

フ
」

の
接
続

は
群

を
抜

い

て
多

い
。

「
罷

ル
」

に
は
「
候

フ
」

の
承
接

を
除

い
て
は

待
遇

語
と

の
給
合

は

見
ら

れ
な

い
よ

う
で
あ

る

。
又
、

「
給

フ

ル
」

の
承
接

す

る

「
見

ル
」

「
聞

ク
」

「
思

フ
」
等

の
語

に
対

し

て

「
侍

リ

」

「
候

フ
」

の
接
続

し
た

例
が
多

い

こ
と

は
、

両
者
が

相
似

た

待
遇
的

価
値

を

待

っ
て

い
る

こ
と

の
あ
ら

わ
れ

で
あ

ろ
う

か
。

こ
れ

に
対

し

て

「
罷

ル
」

の
給

合
す

る
語

に
対

す

る

「
候

フ
」

「
侍

リ
」

の
承

接
が

ほ
と

ん
ど

な

い

こ
と

は
、

や
は

り
両
者

の
間

に
か
な

り

の
待

遇
的

価

値

の

隔

た
り
が

あ

る
と
感

じ

さ

せ
る
も

の
で

あ

る
。

註
①

大
野
晋
著

「
日
本
語

の
年
輪

」
82
P

②

「罷
出

ヅ
」

「
罷
リ
出
ヅ

」
の
両
方
を
含

む
。

③

「
暗

ガ

ル
」
は

「
暗
ガ
リ
罷

ル
」
で
あ

る
。
こ
の

一
例
以
外
は
金
部

「罷
1
1

」
。

@

こ
の
例

は

「要

る
」

の
意
で
用
法

上
か
ら
も
疑
問

の
残

る
例

(26

の
14

)

⑤

和
文

の

「ま

か
つ
」

に
対
応
す

る
も

の
が
大

部
分
と
思
わ
れ

る
が

、
表

記
上
か

ら
は
区
別
が

つ
か
な

い
の
で

一
括
し

て
あ

つ
か
う
。

⑥

⑤

に
準
ず

る
。

⑦

「奉

ル
」

「申

ス
」

の
接
続
語
彙

に

つ
い
て
は
桜
井
光
昭
氏

の
御
研
究

を
利
用

さ
せ

て
い
た
だ

い
た
。

「
今
昔

物
語
集

の
語
法

の
研
究

」
%

!
認
P

,
但

:
2

む

す

び

以
上

、
中

古
語

の

「
ま
か

る

」

の
待
遇

的

機

能

に

つ
い
て
、

こ
れ
を

「

『侍

リ
』

『
給

ふ
る
』

と

同
様
な

語
手

の
聞

手

に
対

す

る
自

己
卑

下

の
表

現
」

と
解
す

る
時

に
生

ず

る
幾

つ
か

の
疑

問

、

即
ち

用
法

上

に
お

け
る
両

者

の
相

違
点

。

a

「
ま
か

る

」

の
口
頭

語
と
し

て
の
確

立

は

「
侍

り
」

「
給

ふ

る
」

に

比

較
す

る
と

あ

い
ま

い
で
あ

る
。

b

「
ま
か

る

」
は

一
人
称

専

用
語
で

は
な

い
。

c

「
ま
か

る

」

に
は

二
人
称
主

語

の
命

令

形
、

又
は

命
令

文

に
お

け

る

用
例
が

多

い
。

こ
の

よ
う
な
点

に
着
目

し
、
更

に
意

味
的

に
話

手

の
聞
手

に
対

す

る
自

己

卑

下

の
表

現
で
あ

る
と

解
す

る
時

矛
盾

を
き

た
す

も

の
に

つ
い

て
考

察
を

加

え

、

「

『
ま

か
る
』

は

行
動
主

体
と

言
語

の
行

な
わ

れ
る
場

面

(話
手

、

聞
手

を
含

あ

て
)
と

の
関
係

に
お

い
て
用

い
ら
れ

る
待
遇

表

現
で
あ

り
、
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行
動
主

体

の
言

語

の
場
面

に
対

す

る
慎

し

み

の
表

現
で

あ

る
。

」
と
仮

定

し
、
今

昔
物

語
集

、

平
安
時

代

の
古

記
録

の
用
例

を

検
討

し

て
、

こ

の
仮

定

に
よ

っ
て
、
単

な

る
話

手

の
聞
手

に
対

す

る
自

己
卑

下

の
表

現
で

あ

る

と
解

す

る
時

矛

盾

の
起

る
例
も

説
明

の

つ
く

こ
と
、

自

己
卑

下

の
表

現
で

あ

る
と
さ

れ
た

例
も

、

こ

の
仮

設

に
矛
盾

し
な

い
こ
と

を
述

べ
よ
う
と

し

た

も

の
で
あ

る
。

更

に
素

材
間

の
上

下
関
係

に
よ

っ
て
用

い
ら
れ

て
い
た

「
ま

か

る
」
が

言

語

の
場

と

い
う
辞

的

な
も

の
と

か
か

わ

り
あ

い
を

持

つ

に
至

っ
た

過
程

、
複

合
呈

胴
を

つ
く

る
際

の

「
ま
か

る

」

の
独
自
性

な

ど

に

つ
い

て
も
考

察

を
加

え

て
み

た
。

平

安
時

代

の
公

卿

の

日
記

は
解

読
も

困
難
で

あ

り

、
又

、
夫

々

の
日

記

の
特

性

、
表

記
意

識
と

い
う
も

の
が
充

分

に
明

ら
か

に
さ
れ

て

い
な

い
今

日
、

こ
れ
を
資

料

と
す

る

こ
と

は
未
熟

な
筆

者

に

と

っ
て
大

き

な

危

険
を

冒

す

こ
と

に
も

な
り

か
ね

な

い
が
、

待

遇
表

現

と

い
う

も

の
は
和

文

に

の

み
あ
ら

わ
れ

る
も

の
で

は

な
く

、
従

っ
て

こ
れ
を

論
ず

る

に
あ

た

っ
て
和

文

に
の
み
終

始

し
、
こ

の
ぼ
う
大

な
資

料

を
放

置

す

る

こ
と
は

、
ゆ
が

ん

だ

待

遇
表

現
体

系
を

つ
く
り

出
す

原
因

に
も
な

り
か

ね

な

い
と
思

わ

れ
る

の

で

、
敢

え

て

こ

こ
に
そ

の

一
端
を

取
り

上
げ

て
み
た

。

〈新
刊
紹
介
〉近

世
文
莫

資

料

と

考

証

山
岡

元

隣

ー

季
吟

と

の
関
係

を

中
心

に
i

黒

田
如

水

の
連
歌

『
お
く

の

ほ

そ

道

』
細

見

雲
端

に

つ
ち

ふ

る

五

号

そ

ぞ
ろ
神

・
歩

ぎ
神

・
さ

わ
が

し

神

/
塩

釜

の
明
神

と

気

比

の
明
神

/

好
風

召

涼
し

」
か

ら

「
早

し

」

へ

/

「
銀

河

ノ
序
」

の
十
八
里

細

道

/

も

の
か

ら
/

実

を

顕
す

/
東
坂

詩

と

松

島

象

潟
/
富

る
も

の
な

れ

ど
も

志

い
や

し
か

ら

ず

/

よ

こ
た

ふ

「
き

こ
ゆ

・
は

べ
る

・
そ

の
か
み

」

と

宣

長
説

/
南

郭

の
批

評
と

素
龍

の

蹟

杉
浦

正

一
郎
と

私

野

破

書
簡

集

其

角

伝
書

「
正
風

二
十

五
条

」

醗

刻

『
貝

殻
集

』

貞

門

談
林

俳

人
大
観

・
五

榎
坂

浩
尚

棚
町

知
弥

石
川

八
朗

大
内

初
夫

白
石

悌
三

竹
内

好

大
内

初
夫

中
西

啓

今

栄
蔵

今

栄
蔵

発
行
/

七

人
社

(福

岡
市
神

屋

町

三
の

一
、
白

石

医
院

内

)

定

価

/

五
〇

〇
円

(振
替

、
福

岡

一
五

五
六

〇

・
七

人
社

)
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