
謙
譲
の

五習

字器」詞
に
つ
い
て
の
一
考
察

序

平安中期頃に出現し、院政期から盛んに用いられるよう

になった、謙譲の補助動調「参らす」について、主に敬度

という面から、その性格を考察してみた．使用対象の範囲、

使用主体との落差令調べるため、登場人物を伺群かに分類

した。基準は、作品別に設けたが、統一しなかったのは、

作品が各々性格を異にしているためである・以下にまとめ

て分類をあげておく。

（狭衣物語〉

酒 VII VI v N II II I 

そ
井飛，鳥

宰 堀 女 宜 大 院 l

の 相 J 11 躍 宮
他 中 大 ． 

女殿
． 帝． 君 将 臣 ． 女 ． 

女 ． ． 一 御 院
春宮

房
修行

母 家 宮
徽弘． ． ． ． 中

乳 僧 妹 左
品宮

殿 宮
母 r、、 ． 大 女． 飛 中 臣

源
御

仏 井，鳥 務 ． 
神 宮 大 氏 安
な 兄

将少
納 宮

ど 言 若事． 〆戸、 宮 ． 
常 一 藤
磐 位 壷
の 中 女
尼 将 御

、...，，

宰穆相

書

坂

（
説
話
集
）

口

智

子

N 1l II 

利そ 11 大 天
警の 群 納 皇

関係 仏他
I乙 言 ． 
続
． 皇

・神 く
中

族
肉・ も 納 ． 
親通 の 盲 摂． 
・行 で 大 関
男 中 大 将 ． 
女 体 ． 大
関旅 国 中 臣
係先 司 将
なな 以J

な
どど 下 ど

で 及
の ぴ
関

僧侶係、

特
jjlj 
な

勾，

桜
井
光
昭
氏
「
今
昔
物
語
集
の
語
法
の
研
究
」
に
よ
る

（
曽
我
物
語
）

I
一
頼
朝

E
一
頼
朝
家
臣
、
十
郎
五
郎
と
そ
の
縁
者

川
1
」l
ー
開
・
少
将
・
従
者
・
一
般
男
女

w
一
仏
神
・
そ
の
他

i

l

l

l

（
義
経
記
）皇

族
・
朝
廷

源
氏
一
門
（
公
達
・
女
君
も
含
む
）

僧
（
身
分
高
）

家
臣
・
郎
等

II NI I 



－
他
の
武
士

V

僧
（
衆
徒
・
山
伏
等
）

珂

二

般

男

女

i

i

w
一
仏
神

j

i

J

（
保
元
物
語
）
見
野
久
幸
氏
「
『
保
元
物
語
』

け
る
待
遇
表
現
に
つ
い
て
」
に
よ
る

『平治物語』にお

珊 四 VI v N n II 

仏 郎 v 中 大 大 禅
皇法神 等 の 弁 弁 納 定

r、． 北 ．． 言 殿 ． 
千種 家 の 卿 ． 下 上
・来 方 弁 ・中 ・皇

亙三 ．． ・大 納 関 ． 
女 男 公 少 夫 言 白 天、、J

女 達 納 ．． ・皇

普

． 言 中 大 左 ． 
姫 ． 将 将 大 女

通 頭 ． 臣 院
・衛 ．． 
将少

門 右 親
督 大 王． 臣

衛 ． 
r, 内
佐 大． 臣
兵
衛
佐

本

論

「
狭
衣
物
語
」
と
そ
の
前
後

こ
こ
に
取
り
あ
げ
る
作
品
は
「
参
ら
す
」
が
出
現
し
た
と
忌
わ
れ

る
頃
の
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
狭
衣
物
語
」
に
お
い
て
「
参
ら
す
」
は
、
使
用
対
象
は
皇

族
と
そ
れ
に
準
ず
る
臣
下
が
ほ
と
ん
ど
、
特
に
地
の
文
で
は
、
下
限
が

V
群
で
あ
る
。
し
か
し
、
院
や
帝
と
い
っ
た
最
高
位
の
人
物
会
待
遇

す
る
例
は
な
い
。
ま
た
、
対
話
文
令
み
て
み
る
と
、
下
位
者
か
ら
上

位
者
へ
と
い
う
謙
譲
の
普
通
の
関
係
の
使
用
に
限
ら
れ
て
い
る
。
一

例
、
分
類
上
は
対
等
の
関
係
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
は
心
理
的
な
差

が
認
め
ら
れ
る
の
で
問
題
と
し
な
い
．
用
例
が
少
な
い
た
め
か
も
し

れ
な
い
が
、
話
し
手
が

v・
咽
群
に
限
ら
れ
て
い
る
の
は
気
に
か
か

る
・
即
日
群
以
上
が
話
し
手
と
し
て
使
用
す
る
に
は
、
対
象
と
の
落
差

か
ら
考
え
て
敬
度
が
高
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
－

w－
w群
か
ら
の
使
用
が
な
い
の
は
、
同
群
よ
り
上
の
膚
と
の
接
触

が
狭
衣
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
．

「
聞
ゆ
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
使
用
対
象
は
I
群
か
ら
彊

群
ま
で
全
体
に
渡
っ
て
お
り
、
話
し
手
と
の
関
係
も
、
話
し
手
が
上

位
と
い
う
普
通
と
は
逆
の
も
の
が
で
で
き
て
い
る
。
特
に
乳
母
や
女

房
に
対
す
る
使
用
が
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
例
を
一
つ
あ
げ
て
お

，ζ
、乙

の
御
簾
の
前
の
、
今
ま
で
、
う
ゐ

J
t
し
く
侍
け
る
も
「
餐
め

聞
ゐ
給
ふ
べ
く
や
」
と
、
う
ら
み
間
以

話
し
手
は
狭
衣
、
聞
き
手
は
今
姫
君
の
女
房
達
。
①
は
為
手
が
女
房

達
、
受
手
は
狭
衣
。
謙
譲
の
意
が
強
け
れ
ば
、
と
れ
は
自
敬
表
現
と

な
る
が
、
乙
の
時
狭
衣
は
中
将
な
の
で
、
そ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
。

②
は
①
と
為
手
・
受
手
が
逆
で
話
し
手
優
位
で
あ
る
。
女
房
達
の
緊

張
を
ほ
ぐ
そ
う
と
す
る
狭
衣
の
親
し
み
の
表
現
と
い
え
る
。
乙
の
例

ほ
ど
落
差
が
極
端
で
な
く
、
話
し
手
の
方
に
心
理
的
に
遠
慮
す
べ
き

要
素
が
あ
る
に
し
て
も
「
参
ら
す
」
の
場
合
が
同
群
で
、
そ
れ
も
一

例
し
か
な
か
っ
た
の
と
は
、
明
ら
か
に
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
乙
と
－
を
ま
と
め
て
み
る
．
「
聞
ゆ
」
は
使
用
範
囲
が
広
く
、

敬
度
の
高
さ
を
保
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
は
話
し
手
優
位
の
例

も
見
ら
れ
、
謙
譲
語
と
し
て
は
衰
退
し
か
け
て
い
る
の
が
覗
え
る
。

乙
れ
に
対
し
て
「
参
ら
す
」
は
、
比
較
的
高
い
敬
度
令
持
つ
て
は
い
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る
が
、

I
群
の
人
物
を
待
遇
す
る
例
が
見
ら
れ
な
い
ζ

と
か
ら
、
そ

れ
ほ
ど
高
い
敬
度
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

但
し
、
「
聞
ゆ
」
二
二
七
「
参
ら
す
」
一
一
一
、
と
用
例
数
に
極
端
な

差
が
あ
り
、
そ
れ
が
影
響
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
乙
の

段
階
で
明
言
は
で
き
な
い
。

〈注
1
）

「
狭
衣
物
語
」
以
外
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
宮
地
幸
一
氏
・
宮
腰

賢
氏
の
論
告
中
心
に
述
べ
て
い
く
。

「
枕
草
子
」
に
六
例
、
「
栄
花
物
語
」
正
篇
に
十
二
例
、
続
篇
に

十
五
例
。
受
手
は
帝
・
皇
族
・
道
長
な
ど
臣
下
で
も
最
高
の
地
位
に

い
た
人
物
、
で
あ
る
。
な
お
、
乙
れ
以
前
に
「
源
氏
物
語
」
「
落
窪

物
語
」
な
ど
に
例
が
み
ら
れ
る
が
、
表
記
等
の
問
題
か
ら
、
確
実
な

例
と
は
い
え
な
い
ら
し
い
。

さ
て
、
宮
地
・
宮
腰
両
氏
は
「
枕
草
子
」
で
「
参
ら
す
」
の
用
例

の
条
件
と
一
致
す
る
「
聞
ゆ
」
の
用
例
の
み
会
取
り
あ
げ
て
、
両
者

令
比
較
す
る
と
受
手
の
階
層
は
両
語
で
重
な
ら
ず
「
参
ら
す
」
の
方

が
敬
度
が
高
い
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
待
遇
関
係
か
ら
考
え
る
と
、

出
現
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
「
参
ら
す
」
は
む
し
ろ
「
聞
え
さ
す
」

の
表
現
領
域
に
登
場
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
「
狭
衣
物
語
」
に
つ
い
て
再
び
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
他

の
作
品
に
現
わ
れ
た
傾
向
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
用
例

数
も
比
較
的
多
い
し
、
使
用
対
象
会
み
た
場
合
に
も
、
同
じ
皇
族
で

も
親
王
・
内
親
王
に
集
中
し
、
院
・
帝
の
例
は
な
か
っ
た
。
や
が
て

「
聞
ゆ
」
に
と
っ
て
か
わ
る
の
だ
か
ら
、
敬
度
が
低
く
な
る
と
と
自

体
は
問
題
で
は
な
い
が
、
成
立
の
下
る
「
栄
花
物
語
」
と
較
べ
る
と
、

発
達
が
少
し
早
い
よ
う
で
あ
る
．
乙
の
ζ
と
に
つ
い
て
は
、
面
総
氏

の「狭衣物語に多い『まゐらす』の一因には、時代に愛好

されたこの物語は、その伝承される聞に手が加えられては

いり乙んだ、と息われるものが相当あるのではないか」と

いう御意見が参考になる。

出現期における「参らす」は「聞え怠す」の表現領域と

重なる、言わば最高敬語的な性格で、非常に敬度が高かっ

た、というととが言える。

説話集について

作品別の「参らす」
りである。

開ゆ 参らす

今昔物語集 25 1 

古本説話集 1 29 

宇治拾遺物語 3 39※ 

「
聞
ゆ
」
の
用
例
数
は
、
表
に
示
し
た
通

n明

d

唱
E
A

四段活用 2例を含む※ 

乙
の
時
期
に
は
「
多
ら
す
」
は
定
着
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
表

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
「
古
本
説
話
集
」
か
ら
用
例
数
が
急
に
増
え



て
お
り
「
今
昔
物
語
集
」
以
降
に
、
何
か
転
機
が
あ
っ
た
も
の
と
息

わ
れ
る
・

ハ注
3
V

ま
ず
「
A
7
昔
物
語
集
」
に
つ
い
て
だ
が
、
既
に
桜
井
光
昭
氏
の
詳

し
い
研
究
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
論
争
進
め
る
．

「
参
ら
す
」
は
一
例
し
か
な
い
。

己
レ
ハ
誰

y
。
惟
シ
ク
具
シ
参
ラ
セ
タ
ル
様
ナ
ル
ハ

小
舎
人
童
が
、
主
人
の
命
令
で
、
女
の
後
毎
つ
け
て
い
た
と
こ
ろ
、

女
の
供
人
に
み
っ
か
り
各
め
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
女
の
身
分
は
あ

ま
り
高
く
は
な
い
よ
う
だ
が
、
話
し
手
と
は
主
従
関
係
な
の
で
落
差

が
あ
り
敬
度
は
高
い
．

「
聞
ゆ
」
は
す
べ
て
対
話
文
中
で
の
使
用
（
手
紙
も
含
む
）
で
あ

る
。
使
用
対
象
の
上
限
は
、
国
司
相
当
階
級
で
あ
り
、
低
い
。
用
例

数
が
少
な
い
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
乙
乙
で
話
し
手
と
の
関
係

を
調
べ
て
み
る
と
、
対
等
・
話
し
手
優
位
の
関
係
が
半
数
以
上
告
占

め
、
受
手
優
位
の
場
合
で
も
落
差
は
あ
ま
り
大
き
く
な
く
、
敬
度
自

体
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
物
会
詳
し
く

眺
め
て
み
る
と
・
話
し
手
の
大
多
数
へ
二
十
例
）
が
女
性
で
あ
る
と

い
う
特
徴
的
な
ζ

と
が
現
わ
れ
て
く
る
。
話
し
手
は
男
性
だ
が
受
手

は
女
性
と
い
う
の
も
一
例
あ
り
、
女
性
関
係
で
多
く
用
い
ら
れ
る
傾

向
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
＠
男
性
同
志
で
の
使
用
も
あ
る
が
、
乙
れ

に
は
一
つ
の
型
が
あ
り
、
す
べ
て
話
し
手
優
位
で
、
何
ら
か
の
親
密

さ
を
伴
つ
て
の
使
用
と
な
っ
て
い
る
。

『
相
ヒ
不
問
エ
ジ
』
ト
返
E
ス
息
ヒ
ツ
レ
ド
モ
、

師
の
僧
か
ら
、
菅
の
弟
子
に
、
師
弟
関
係
の
親
密
さ
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

『
此
ク
告
聞
エ
タ
リ
』
ト
異
君
達
＝
ナ
努
E
不
宣
ヒ
ソ
」

少
将
か
ら
尾
張
守
の
子
へ
。
相
手
を
笑
い
者
に
し
て
や
ろ
う
と
の
下

心
か
ら
好
意
を
装
っ
て
い
る
。
二
例
あ
げ
て
お
い
た
が
、
こ
の
よ
う

に
良
く
も
悪
く
も
、
親
密
さ
を
伴
う
使
用
で
あ
る
。

「
古
本
説
話
集
」
で
は
「
聞
ゆ
」
は
一
例
の
み
で
あ
る
．

圃
の
内
に
あ
る
物
な
れ
ば
え
嗣
例
制
引
刻
で

乙
の
部
分
は
「
今
昔
物
語
集
」
や
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
同
語
で
は
、

普
通
の
文
で
あ
り
、
本
来
謙
譲
表
現
令
必
要
と
す
る
ほ
ど
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
参
ら
す
」
に
つ
い
て
は
、
用
例
数
が
急
に
増
え
て
き
て
い
る
が
、

そ
の
状
況
は
、
ま
ず
使
用
対
象
の
層
が
非
常
に
片
寄
っ
て
い
る
ζ
と

が
自
に
つ
い
た
．
地
の
文
で
は
I
群、

w群
の
仏
神
に
限
ら
れ
て
お

り
、
特
に
仏
神
へ
の
使
用
は
、
約
八
割
を
占
め
て
い
る
。
対
話
文
で

は、

E
群
と

W
群
男
女
関
係
に
一
つ
ず
つ
例
が
み
ら
れ
る
が
、
他
は

地
の
文
と
同
様
、
－
群
と
仏
神
で
あ
る
。
使
用
対
象
の
層
か
ら
み
た

だ
け
で
も
敬
度
は
か
な
り
高
い
と
言
え
る
。
話
し
手
と
受
手
の
関
係

も
大
体
落
差
が
大

A
P．

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
つ
い
て
は
「
開
ゆ
」
は
三
例
。
す
べ
て
対

話
文
中
で
あ
る
。
使
用
状
況
を
み
て
み
る
と
、
女
性
関
係
が
ニ
例
と

男
性
同
志
が
一
例
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
断
言
は
で
き
な
い
が
話
し

手
優
位
と
考
え
ら
れ
、
好
意
令
伴
う
使
用
と
な
っ
て
お
り
「
今
昔
物

語
集
」
に
み
ら
れ
た
傾
向
と
同
様
の
こ
と
が
一
一
一
一
問
え
る
。

「
参
ら
す
」
の
使
用
状
況
は
、
地
の
文
で
は
使
用
対
象
は
I
群
と

W
群
仏
神
に
集
中
し
て
い
る
。
乙
の
点
で
は
「
古
本
説
話
集
」
と
同

じ
傾
向
を
示
し
て
い
る
が
、
乙
ち
ら
の
方
は
仏
神
の
割
合
が
少
し
滅
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っ
て
い
る
。
対
話
文
で
は
、
対
象
の
層
が
全
体
に
広
が
っ
て
お
り
、

ま
た
今
ま
で
の
例
と
は
傾
向
の
少
し
異
な
る
も
の
も
で
で
き
て
い
る
。

例
此
道
に
、
殊
に
す
ぐ
れ
て
お
は
し
ま
す
よ
し
を
承
て
、
少
々
醤

ひ
参
ら
せ
ん
と
て
、
参
り
た
る
な
り
。

附
け
ふ
よ
り
は
、
な
が
く
た
の
み
参
ら
せ
ん
ず
る
也
。

M
W
夜
部
見
つ
け
参
ら
せ
ざ
ら
ま
し
か
ぱ
、
か
や
う
に
こ
そ
は
候
は

ま
し

併
は
僧
か
ら
陰
陽
師
安
倍
晴
明
へ
。
ほ
ぼ
対
等
か
、
晴
明
が
上
位
と

考
え
ら
れ
る
。
僧
が
晴
明
の
器
量
を
試
し
て
や
ろ
う
と
訪
れ
た
場
面

な
の
で
、
そ
の
た
め
わ
ざ
と
謙
遜
し
た
態
度
告
と
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
ゅ
は
法
師
か
ら
仏
供
養
の
た
め
招
い
た
講
師
へ
の
使
用
で
あ

る
。
依
頼
者
・
被
依
頼
者
と
い
う
関
係
か
ら
心
理
的
落
差
が
考
え
ら

れ
る
が
、
更
に
こ
の
場
合
法
師
は
講
師
へ
の
布
施
会
ご
ま
か
そ
う
と

の
下
心
会
持
っ
て
相
手
を
お
だ
て
て
い
る
の
で
も
あ
る
。
以
上
二
つ

は
、
身
分
的
に
は
落
差
は
小
さ
い
が
、
下
心
か
ら
（
純
粋
な
敬
意
で

は
な
く
）
丁
重
な
表
現
令
用
い
て
い
る
例
で
あ
る
。
例
は
晴
明
か
ら

蔵
人
少
将
へ
の
使
用
で
あ
る
。
身
分
的
関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

呪
岨
さ
れ
て
命
の
危
う
か
っ
た
少
将
を
晴
明
が
救
っ
た
と
い
う
事
情

か
ら
は
、
明
ら
か
に
話
し
手
（
晴
明
）
優
位
で
あ
る
。
依
頼
さ
れ
た

の
で
も
な
い
の
に
、
見
知
ら
ぬ
人
間
の
命
を
救
う
と
い
う
こ
と
に
は
、

か
な
り
の
行
為
が
感
じ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
る
使
用
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
。
乙
乙
で
見
て
き
た
三
例
は
敬
度
の
高
さ
か
ら
い
う
と
、
他

の
例
よ
り
も
低
く
、
使
用
範
囲
の
広
が
り
を
予
想
さ
せ
る
も
の
と
い

え
よ
う
。
ま
た
、
使
用
対
象
が
「
御
出
居
」
「
経
」
の
よ
う
に
物
で

あ
る
例
が
み
ら
れ
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

説
話
集
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
と
「
参
ら
す
」
は

I
群
へ
の
使

用
が
多
く
、
敬
度
は
総
じ
て
か
な
り
高
い
と
い
え
る
。
作
品
の
性
格

と
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
仏
神
へ
の
使
用
が
目
立
ち
、
一
つ
の
特

徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
聞
ゆ
」
に
つ
い
て
は
、
最
も
用
例
の
多
い
「
今
昔
物
語
集
」
で

も
二
五
例
し
か
な
く
、
し
か
も
敬
意
の
低
下
が
著
し
く
、
特
殊
化
の

傾
向
も
あ
り
、
消
滅
寸
前
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

「
参
ら
す
」
は
敬
度
の
面
か
ら
は
、
ま
だ
「
開
え
さ
す
」
の
領
域

に
近
い
よ
う
な
感
が
な
い
で
は
な
い
が
「
聞
ゆ
」
の
状
況
や
「
宇
治

拾
遺
物
語
」
で
は
少
数
な
が
ら
使
用
範
囲
の
広
が
り
を
思
わ
せ
る
例

が
み
ら
れ
る
乙
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
乙
の
時
期
に
は
「
聞
ゆ
」

と
入
れ
替
わ
っ
て
定
着
し
、
発
展
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

伝
承
関
係
か
ら
、
他
作
品
と
「
参
ら
す
」
の
用
例
部
分
の
表
現
を

比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
「
古
本
説
話
集
」
や
宇

治
拾
遺
物
語
」
で
「
参
ら
す
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
は
「
今
昔
物
語

集
」
そ
の
他
の
作
品
で
は
、
大
部
分
が
「
奉
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

文
体
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
も
勿
論
考
え
ら
れ
る
が
、
単
に
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、
成
立
年
代
の
ず
れ
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
や
が

て
は
「
奉
る
」
の
領
域
に
も
進
出
し
て
い
く
こ
と
の
一
つ
の
裏
付
け

と
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
な
お
「
申
す
」
と
な
っ
て
い
る
例
も
二
つ
あ

っ
て
、
乙
ち
ら
へ
の
進
出
も
覗
う
ζ

と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
面
か
ら
も
「
参
ら
す
」
は
乙
の
時
期
急
速
に
発
達
し

て
き
た
乙
と
が
わ
か
る
。

軍
記
物
語
に
つ
い
て
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乙
の
時
期
は
「
参
ら
す
」
の
発
展
期
と
思
わ
れ
る
。

軍
記
物
語
と
い
う
こ
と
で
、
ひ
と
ま
と
め
に
扱
っ
た
が
「
曽
我
物

語
」
「
義
経
記
」
の
二
作
品
は
、
個
人

K
重
点
争
置
く
と
い
う
点
（
ζ

れ
は
敬
語
の
使
用
状
況
を
調
べ
て
い
く
上
で
色
考
慮
す
べ
き
）
で
「
保

元
物
語
」
と
は
性
格
が
異
な
る
。

「
保
元
物
語
」
で
は
、
地
の
文
で
は
使
用
対
象
の
下
限
が

E
群
と

な
り
、
し
か
も
二
七
例
中
二
二
例
が
I
群
へ
の
使
用
で
、
敬
度
は
非

常
に
高
い
よ
う
で
あ
る
。
更
に
人
物
会
詳
し
く
調
べ
て
い
く
と
、
－

群
で
は
約
七
割
が
崇
徳
上
皇
で
、

E
群
で
は
左
府
頼
長
の
み
、
と
か

な
り
限
ら
れ
て
い
る
。
対
話
文
で
も
、

I
群
へ
の
使
用
が
全
体
の
ほ

ぼ
半
数
を
占
め
、
一
例
会
除
い
て
、
す
べ
て
崇
徳
上
皇
で
あ
る
。

v

－

w群
へ
の
使
用
は
、
為
義
と
そ
の
周
辺
者
で
片
寄
り
が
あ
る
が
、

分
類
の
段
階
で
こ
の
群
に
属
す
る
人
物
は
限
定
・
8
れ
て
い
る
の
で
、

－
－

E
群
の
場
合
と
同
列
に
は
扱
え
な
い
。
使
用
対
象
の
層
だ
け
か

ら
み
て
も
、
敬
度
は
か
な
り
高
い
が
、
話
し
手
と
の
関
係
か
ら
み
て

も
、
親
子
・
皇
族
同
士
を
除
け
ば
、
主
従
関
係
の
み
な
の
で
落
差
は

大
き
い
と
い
え
る
。

「
曽
我
物
語
」
に
つ
い
て
は
、
三
五
例
中
三
三
例
が
対
話
文
と
、

か
な
り
片
寄
っ
て
い
る
。
使
用
対
象
の
中
心
と
な
る
の
は
、
主
人
公

で
あ
る
兄
弟
だ
が
、
頼
朝
が
そ
れ
に
次
い
で
多
い
。
皇
族
・
大
臣
ク

ラ
ス
の
例
が
皆
無
に
等
し
い
と
い
う
点
で
は
、
敬
度
は
低
下
し
て
き

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
作
品
の
性
格
か
ら
考
え
る
と
、
中

心
が
武
士
と
い
う
あ
ま
り
身
分
の
高
く
な
い
層
に
置
か
れ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
一
概
に
は
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
。
話
し
手
と
の
関
係
か
ら

見
る
と
、
主
従
や
そ
れ
に
準
ず
る
関
係
の
落
差
が
大
き
い
も
の
も
あ

る
し
、
落
差
は
ほ
と
ん
ど
な
く
親
愛
感
に
よ
る
表
現
と
い
う
も
の
も

あ
り
、
敬
度
の
高
さ
会
保
ち
な
が
ら
、
使
用
範
囲
を
広
げ
て
き
て
い

る
と
い
え
る
。

「
義
経
記
」
に
つ
い
て
、
地
の
文
で
は
、
使
用
対
象
は

E
群
と
四

群
（
仏
神
）
に
集
中
し
て
い
る
。
－
群
の
例
が
な
い
の
は
、
作
品
の

性
格
上
の
問
題
と
考
え
ら
れ
、
対
話
文
に
は
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
も

僅
か
で
あ
る
。
対
話
文
で
は
、
大
体
対
等
以
下
か
ら
の
使
用
で
あ
る
。

少
し
問
題
の
あ
る
例
を
説
明
し
て
お
く

過
ぎ
し
頃
は
行
き
逢
ひ
参
ら
せ
て
候
に
、
道
を
避
け
ら
れ
し
は
、

何
の
遺
恨
に
て
候
ひ
け
る
ぞ

話
し
手
・
為
手
は
鬼
若
（
弁
慶
）
、
受
手
は
不
特
定
の
衆
徒
で
あ
る
。

鬼
若
は
ま
だ
児
な
の
で
、
年
齢
差
の
た
め
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、

ζ

乙
は
因
縁
を
つ
け
て
乱
暴
し
よ
う
と
す
る
所
で
、
そ
れ
で
感
動
慰
な

表
現
会
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
受
手
は
、
相
手
が
乱
暴
者
の

鬼
若
と
あ
っ
て
、
す
っ
か
り
怯
え
て
お
り
、
話
し
手
優
位
と
息
わ
れ

る
要
素
も
あ
る
。

い
よ
い
よ
涙
つ
く
し
が
た
く
候
。
さ
れ
ど
も
今
は
思
ひ
切
り
参
ら

せ
候

受
手
は
佐
藤
継
信
・
忠
信
兄
弟
、
話
し
手
は
そ
の
母
で
、
分
類
上
は

受
手
優
位
で
問
題
な
い
が
、
聞
き
手
が
義
経
な
の
で
、
そ
ち
ら
へ
の

配
慮
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
例
で
あ
る
。

軍
記
物
語
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。
「
保
元
物
語
」
で
は
、

I

群
へ
の
使
用
が
非
常
に
多
く
、
敬
度
は
か
な
り
高
い
。
人
物
が
眼
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
「
曽
我
物
語
」
「
義
経

記
」
に
つ
い
て
は
、
同
群
で
の
使
用
、
親
愛
感
に
基
づ
く
も
の
が
目
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立ち始め、使用範囲の広がり告示している・だが、全体的

にはまだ敬度は高いといえる。但し、乙の敬度の高さは、

主従関係によるものがほとんどで、いわば相対的な・・もので

ある。ζのことについては、作品の性格と合せて考える必

要があり、乙の段階で明確な乙とはいえない。

結論

敬度について調べてきたわけだが、大まかな傾向として、

出現期には「聞えさす」の領域と重なり、最高位の人物に

対レて専用されるという高い敬度を持っていたが、次第に

それが低下し「聞ゆ」の領域に移っていった、という乙と

がいえる。この敬度の低下は、使用対象の層が下位になる

というより、層の広がり、親愛感による使用という範囲の

広がりという形で現われるようである。

細かな部分については、取り上げた作品の性格がそれぞ

れ異なり、それについての研究もしていないので、分析は

できなかった。性格の違いによるずれとしては、例えば成

立年代の近い「宇治拾遺物語」と「保元物語」を比較する

と、前者では既に使用範囲を広げ、話し手優位と思われる

例まで認められるのに、後者では院に対する使用が中心で

敬度が非常に高く、発達が遅れているようである。

最後に詳しい研究はしていないが、気づいた乙ととして

二点あげておく・

表のAは地・対話文別の用例数であるが、対話文での頻

度が高いようである．乙れは敬意の表わし方に主観的要素

が含まれやすい乙とを示しているのではないか。Bは対話

用例数 用例数

作 品 名

地 対 一致 全

狭 衣 物 語 8 13 10 13 

今昔物語集 。1 。1 

古本説話集 16 13 10 13 

宇治拾遺物語 9 28 18 28 

保 7C 物 語 27 27 13 27 

曽 我 物 語 2 33 24 33 

事量 経 言己 23 136 74 136 

A B 

qo 
q
L
 

文
の
用
例
数
と
、
為
手
と
話
し
手
が
一
致
す
る
も
の
（
準
ず
る
も
の

は
除
く
）
の
用
例
数
令
並
べ
て
示
し
た
・
も
の
で
あ
る
。
特
に
出
現
初

期
に
は
一
致
す
る
割
合
が
高
い
よ
う
で
あ
る
・
こ
れ
は
、
為
手
の
へ

り
く
だ
り
、
直
接
的
な
敬
意
表
現
の
用
法
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

八
注
V

L
補
助
動
詞
「
き
乙
ゆ
」
か
ら
「
ま
ゐ
ら
す
」
へ
の
漸
移
相
l
女

流
日
記
作
品
令
中
心
に
l

栄
花
物
語
に
お
け
る
補
助
動
調
「
ま
ゐ
ら
す
」
に
つ
い
て



。
』
「
ま
す
源
流
考
」

a
「
今
昔
物
語
集
の
語
法
の
研
究
」

（
三
十
二
回
生
）
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