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１　

｢

敬
語
の
指
針｣

の
性
格

　

｢

敬
語
の
指
針｣

（
以
下
、「
指
針
」）
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
諮
問

に
対
し
て
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
二
月
に
文
化
審
議
会
か
ら

答
申
さ
れ
た
も
の
で
、「
敬
語
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

現
実
の
運
用
に
際
し
て
は
困
難
を
感
じ
て
い
る
人
た
ち
」
を
主
た
る

対
象
と
し
て
、「
社
会
教
育
や
学
校
教
育
な
ど
様
々
な
分
野
で
作
成
さ

れ
る
敬
語
の
『
よ
り
ど
こ
ろ
』
の
基
盤
、
す
な
わ
ち
、〈
よ
り
ど
こ
ろ

の
よ
り
ど
こ
ろ
〉
と
し
て
、
敬
語
の
基
本
的
な
考
え
方
や
具
体
的
な

使
い
方
を
示
す
も
の
」
で
す
。

　

つ
ま
り
、「
指
針
」
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
よ
り
ど
こ
ろ
の
よ
り
ど
こ

ろ
〉
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
直
接
教
育
の
分
野
な
ど
に
持
ち
込
む

こ
と
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
学

校
教
育
に
お
い
て
も
、「
指
針
」
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
、
そ
れ
ぞ
れ

の
状
況
や
事
情
に
合
わ
せ
た
「
個
々
の
指
針
」
を
作
る
こ
と
が
大
切

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
指
針
で
主
た
る
対
象
と
し
て
い
る
敬
語

は
、
現
代
共
通
日
本
語
の
敬
語
で
あ
っ
て
、
古
典
の
敬
語
や
方
言
の

敬
語
全
般
に
つ
い
て
ま
で
を
含
ん
で
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

２　

｢

敬
語
の
指
針｣

に
お
け
る
「
敬
語
」
の
捉
え
方

　

｢

指
針｣

で
は
、「
敬
語
」
に
つ
い
て
基
本
的
に
次
の
よ
う
に
考
え

て
い
ま
す
。

○�

敬
語
は
、
人
と
人
と
の
「
相
互
尊
重
」
の
気
持
ち
を
基
盤
と
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。

○�

敬
語
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
事
柄
を
大
切
に
す
る

必
要
が
あ
る
。

　

①�

敬
語
は
、
自
ら
の
気
持
ち
に
即
し
て
主
体
的
に
言
葉
遣
い
を
選

ぶ
「
自
己
表
現
」
と
し
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

②�

「
自
己
表
現
」と
し
て
敬
語
を
使
用
す
る
場
合
で
も
、敬
語
の
明

ら
か
な
誤
用
や
過
不
足
は
避
け
る
こ
と
を
心
掛
け
る
。

　

要
す
る
に
、「
敬
語
」
が
「
相
互
尊
重
に
基
づ
く
自
己
表
現
」
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
す
。
敬
語
の

形
式
面
を
体
系
的
に
整
理
す
る
こ
と
も
大
切
な
の
で
す
が
、
学
校
教

育
に
お
い
て
は
、
そ
こ
だ
け
に
止
ま
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
。

　
「
指
針
」
は
３
分
類
を
５
分
類
に
変
え
た
、と
い
う
点
だ
け
が
過
度

に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
敬
語
の
分
類
数
自
体
は
、
そ
れ
ほ
ど
重

要
な
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
敬
語
の
持
っ
て
い
る
敬
語
と
し
て
の
性
質
で
す
。
そ
れ
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
、
敬
語
の
分
類
の
問
題
に
つ
な
が

る
の
で
あ
っ
て
、
分
類
が
先
に
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

こ
と
を
特
に
国
語
教
育
に
か
か
わ
る
先
生
方
に
は
理
解
し
て
い
た
だ

き
た
い
の
で
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
指
針
」
が
提
示
し
て
い
る
の
は
、

実
は
５
種
類
で
は
な
く
、
尊
敬
語
、
謙
譲
語
Ⅰ
、
謙
譲
語
Ⅱ
（
丁
重

こ
れ
か
ら
の
国
語
教
育
へ

「
敬
語
の
指
針
」
の
考
え
方
と

　
今
後
の
学
校
教
育
に

　
お
け
る
敬
語
教
育
の

　
方
向
性

蒲
谷
　
宏
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語
）、
丁
寧
語
、
美
化
語
、
そ
し
て
謙
譲
語
Ⅰ
＋
謙
譲
語
Ⅱ
の
６
種
類

な
の
で
あ
っ
て
、そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。も

ち
ろ
ん
敬
語
の
整
理
を
複
雑
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
な
ど
で
は
な
く
、

「
敬
語
的
性
質
」が
異
な
る
も
の
を
同
じ
種
類
だ
と
言
っ
て
教
え
る
の

が
よ
い
の
か
、
似
た
点
は
あ
る
が
違
う
種
類
な
の
だ
と
教
え
る
の
か
、

そ
の
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
と
い
う
趣
旨
な
の
で
す
。

　

ま
た
、
敬
語
の
名
称
や
説
明
の
た
め
の
用
語
も
、
そ
れ
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
筆
者
も
個
人
的
に
は
、

「
尊
敬
語
」
や
「
謙
譲
語
」
と
い
う
名
称
か
ら
脱
却
し
た
ほ
う
が
良
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

３　

学
校
教
育
に
お
け
る
敬
語
教
育
の
あ
り
方

　

端
的
に
言
え
ば
、
敬
語
教
育
は
、
語
彙
教
育
や
文
法
教
育
で
は
な

く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
重
要

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
敬
語
の
持
つ
本
当
の
意
味
が

見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
敬
語
を
単
な
る
言
葉
と
し

て
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
全
体
と

し
て
扱
っ
て
い
く
こ
と
が
学
校
教
育
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
て
い
る

の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

特
に
高
校
生
に
必
要
な
こ
と
は
、「
相
互
尊
重
に
基
づ
く
自
己
表

現
」
と
い
う
敬
語
の
理
念
と
具
体
的
な
使
い
方
と
の
関
連
で
す
。
敬

語
の
形
式
的
な
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
な
ぜ
敬
語
を
使
う
必
要
が
あ

る
の
か
、
敬
語
を
使
う
こ
と
で
ど
う
い
う
人
間
関
係
が
築
け
る
の
か
、

と
い
っ
た
根
本
的
な
こ
と
が
ら
と
関
連
さ
せ
て
、
具
体
的
な
使
い
方

を
考
え
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
指
針
」
第
３
章
の

後
半
で
は
、
敬
語
か
ら
敬
語
表
現
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題

へ
と
展
開
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。
最
近
で
は
「
空
気
が
読
め
な
い
」
こ
と
が
よ
く
話
題
に
な

り
ま
す
が
、「
場
」
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
が

「
場
」
の
状
況
を
変
え
て
い
く
力
を
持
つ
こ
と
が
真
の
「
自
己
表
現
」

に
つ
な
が
る
こ
と
も
重
要
な
点
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

人
と
人
と
が
よ
り
よ
い
社
会
を
作
る
こ
と
、
そ
し
て
、
人
が
人
と

し
て
よ
り
よ
く
生
き
て
い
く
た
め
の
知
恵
と
し
て
の
文
化
を
受
け
継

い
で
い
く
こ
と
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育

の
観
点
か
ら
敬
語
を
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
す
。
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