
『今鏡』の「申しておはす」「申しておはします」

言語: jpn

出版者: 明治大学教養論集刊行会

公開日: 2013-05-23

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 川岸, 敬子

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/14842URL



プ

明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
四
六
四
号
　
（
二
〇
一
一
・
一
）
一
－
九
頁

『
今
鏡
』
の
「
申
し
て
お
は
す
」
「
申
し
て
お
は
し
ま
す
」

川
　
岸
　
敬
　
子

は
じ
め
に

院
政
期
に
成
立
し
た
『
今
鏡
』
に
「
申
し
て
お
は
す
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

1

例
一

　
「
よ
ろ
こ
び
も
な
し
、
う
れ
へ
も
な
し
、
世
上
の
心
」
と
か
や
作
り
給
へ
り
け
る
を
、
中
御
室
と
申
て
を
は
せ
し
が
の
給
け
る
は
、

「
う
れ
へ
こ
そ
あ
れ
」
と
の
た
ま
は
せ
け
れ
ど
、
位
に
は
か
な
ら
ず
し
も
、
御
門
の
御
子
な
れ
ど
、
即
き
給
事
な
ら
ね
ば
、
も
の
知

り
給
へ
る
人
は
、
歎
き
と
思
す
べ
か
ら
ず
。
（
二
三
五
頁
二
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

　
右
は
『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
の
本
文
篇
に
よ
る
が
、
こ
の
種
の
表
現
が
『
今
鏡
』
に
は
散
見
す
る
。
文
化
審
議
会
答
申
『
敬
語
の
指

　
　
　針

』
で
は
謙
譲
語
が
ー
（
自
分
側
か
ら
相
手
側
又
は
第
三
者
に
向
か
う
行
為
・
も
の
ご
と
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
向
か
う
先
の
人
物
を
立
て

て
述
べ
る
も
の
）
と
ー
（
自
分
側
の
行
為
・
も
の
ご
と
な
ど
を
、
話
や
文
章
の
相
手
に
対
し
て
丁
重
に
述
べ
る
も
の
）
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
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例
一
の
よ
う
な
「
申
す
」
は
謙
譲
語
1
な
の
か
、
謙
譲
語
H
な
の
か
。
本
稿
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
他
の
作
品
に
お
け
る

使
用
状
況
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
一
　
謙
譲
語
H
の
可
能
性

　
例
一
の
「
申
し
て
お
は
す
」
の
「
申
す
」
を
謙
譲
語
1
と
し
た
場
合
、
「
申
す
」
は
「
（
人
々
が
あ
る
方
を
中
御
室
と
）
申
し
上
げ
る
」
と

い
う
意
味
に
な
る
。
尊
敬
語
「
お
は
す
」
の
主
語
は
人
々
で
は
な
く
、
あ
る
方
（
中
御
室
）
と
考
え
ら
れ
る
。
「
申
す
」
と
「
お
は
す
」
の

主
語
が
食
い
違
う
。
こ
れ
は
異
例
で
あ
る
。
「
て
お
は
す
」
「
て
お
は
し
ま
す
」
が
動
詞
に
接
続
し
た
場
合
、
上
の
動
詞
と
「
お
は
す
」
「
お

は
し
ま
す
」
と
は
主
語
が
一
致
す
る
。
敬
語
が
接
続
し
て
い
る
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
例
二
　
そ
の
大
将
殿
は
、
御
み
め
こ
そ
い
と
き
よ
ら
に
、
あ
ま
り
に
ふ
と
り
給
て
や
を
は
し
ま
し
け
む
、
御
心
ば
へ
も
い
と
う
つ
く
し
く

　
　
　
を
は
し
け
り
。
（
一
四
〇
頁
一
四
行
）

　
例
三
　
承
香
殿
の
女
御
と
や
申
け
む
。
御
女
の
善
子
の
内
親
王
、
伊
勢
に
い
つ
き
に
て
下
り
給
し
に
、
具
し
た
て
ま
つ
り
て
ぞ
お
は
し
け

　
　
　
る
。
（
一
七
六
頁
＝
二
行
）

　
例
二
の
「
を
は
し
ま
し
け
む
」
の
主
語
は
、
「
ふ
と
り
給
て
や
」
の
主
語
と
同
じ
大
将
殿
、
例
三
の
「
お
は
し
け
る
」
の
主
語
は
、
「
具
し

た
て
ま
つ
り
て
ぞ
」
の
主
語
と
同
じ
承
香
殿
の
女
御
で
あ
る
。
「
申
し
て
お
は
す
」
に
お
い
て
、
「
申
す
」
と
「
お
は
す
」
の
主
語
が
異
な
る

の
は
不
自
然
で
あ
る
。
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こ
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
、
「
申
す
」
を
謙
譲
語
H
と
し
て
み
よ
う
。
謙
譲
語
H
の
「
申
す
」
は
、
『
今
鏡
』
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

例
四
　
か
の
皇
后
宮
の
女
房
、
肥
後
守
元
輔
と
申
が
女
清
小
納
言
と
て
、

　
　
か
の
宮
の
事
も
う
け
給
な
れ
侍
き
。
（
一
七
頁
三
行
）

こ
と
に
情
あ
る
人
に
侍
し
か
ば
、
常
に
ま
か
り
通
ひ
な
ど
し
て
、

　
例
四
の
元
輔
に
は
格
助
詞
「
が
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
元
輔
が
謙
譲
語
1
の
「
申
す
」
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
こ

の
「
申
す
」
は
聞
き
手
に
対
し
て
丁
重
に
述
べ
る
謙
譲
語
H
で
あ
る
。

　
例
一
の
「
申
し
て
お
は
す
」
の
「
申
す
」
が
謙
譲
語
H
で
あ
れ
ば
、
名
を
中
御
室
と
、
本
人
が
「
言
っ
て
い
る
」
を
丁
重
に
、
か
つ
尊
敬

の
意
を
こ
め
て
、
「
申
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
表
現
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
「
申
す
」
と
「
お
は
す
」
の
主
語
は
中
御

室
で
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
『
今
鏡
』
に
認
め
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
敬
う
べ
き
人
物
の
名
に
つ
い
て
言
う
時
に
、

本
人
が
「
～
と
名
乗
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
「
～
と
お
名
乗
り
に
な
る
」
の
よ
う
な
尊
敬
の
表
現
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
の
は
、

人
々
が
そ
の
方
を
「
～
と
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
謙
譲
語
1
の
表
現
ば
か
り
で
あ
る
。
例
五
の
よ
う
で
あ
る
。

例
五
　
陽
明
門
院
と
申
は
こ
の
御
事
な
り
。
（
一
七
頁
九
行
）

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
申
し
て
お
は
す
」
の
「
申
す
」
が
謙
譲
語
H
で
あ
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。



4明治大学教養論集　通巻464号（2011。1）

二
　
謙
譲
語
1
の
根
拠

　
で
は
「
申
し
て
お
は
す
」
の
「
申
す
」
を
謙
譲
語
1
と
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
私
は
そ
れ
を
文
構
造
に
見
た
い
。
例
一
を
除
き
、

他
の
「
申
し
て
お
は
す
」
「
申
し
て
お
は
し
ま
す
」
は
次
の
三
類
型
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

A
　
…
…
は
（
の
）
～
と
申
し
て
お
は
す
（
お
は
し
ま
す
）
　
五
例

例
六
　
鳥
羽
の
帝
、
位
の
御
時
よ
り
参
り
給
へ
り
し
后
は
、
み
こ
た
ち
あ
ま
た
う
み
た
て
ま
つ
り
て
、
位
を
り
さ
せ
給
し
か
ば
、
女
院
と

　
　
申
て
お
は
し
ま
し
き
。
（
六
六
頁
四
行
）

例
七
　
そ
の
お
と
う
と
は
、
師
親
の
四
位
の
侍
従
な
ど
申
て
お
は
し
き
。
（
二
三
一
頁
五
行
）

例
八
　
大
納
言
の
御
子
は
、
仁
和
寺
の
大
僧
正
寛
遍
と
申
て
お
は
し
き
。
（
二
三
一
頁
六
行
）

例
九
　
御
母
后
、
し
ば
し
は
あ
の
御
方
な
ど
申
て
お
は
し
ま
し
、
程
に
、
三
位
の
位
添
へ
さ
せ
給
て
、
こ
の
御
事
を
の
み
、
類
な
き
御
も

　
　
て
な
し
な
れ
ば
、
世
の
人
な
ら
び
な
く
見
た
て
ま
つ
る
に
、
（
六
七
頁
九
行
）

例
一
〇
　
鳥
羽
の
院
の
新
院
と
申
て
を
は
し
ま
し
＼
程
に
、
は
じ
め
は
長
輔
と
聞
え
し
、
「
兵
衛
の
す
け
を
つ
か
は
さ
む
」
と
申
さ
せ
給

　
　
け
れ
ば
、
か
の
御
方
に
申
さ
せ
給
ふ
事
さ
り
が
た
く
て
、
「
さ
ら
ば
為
忠
は
、
今
年
の
五
節
を
奉
れ
」
と
て
ぞ
、
殿
上
許
さ
せ
給
け

　
　
る
。
（
一
二
〇
頁
四
行
）

B
　
…
…
に
（
に
は
・
に
も
）
～
と
申
し
て
お
は
す
（
お
は
し
ま
す
）
　
七
例
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例
＝
　
　
ま
た
女
房
の
御
腹
に
、
右
の
大
臣
殿
、
三
井
寺
の
あ
や
僧
都
の
君
、
ま
た
三
位
中
将
殿
な
ど
申
て
お
は
し
ま
す
な
り
。
（
＝
二

　
　
四
頁
六
行
）

例
一
二
　
伊
実
の
中
納
言
の
子
に
、
少
将
、
侍
従
な
ど
申
て
を
は
す
な
り
。
（
一
六
八
頁
二
行
）

例
＝
二
こ
の
大
納
言
の
御
子
に
、
忠
家
の
大
納
言
、
祐
家
の
中
納
言
な
ど
申
て
を
は
し
き
。
（
一
七
七
頁
四
行
）

例
一
四
　
又
山
に
法
印
な
ど
申
て
お
は
す
な
り
。
（
一
八
六
頁
一
一
行
）

例
一
五
　
六
条
殿
、
御
子
に
は
、
又
男
も
、
丹
波
の
前
司
、
和
泉
の
前
司
な
ど
申
て
お
は
し
き
。
（
二
二
九
頁
七
行
）
〔
こ
の
用
例
は
「
男

　
　
も
」
と
あ
る
の
で
、
A
に
も
属
す
る
。
〕

例
一
六
　
又
こ
と
腹
に
、
山
階
寺
の
実
覚
僧
都
な
ど
申
て
お
は
し
き
。
（
二
三
一
頁
一
二
行
）

例
毛
こ
と
腹
ぐ
に
も
、
観
宗
寺
の
僧
都
、
光
明
山
の
僧
都
な
ど
申
て
を
は
し
き
。
三
三
三
亘
四
行
）

C
　
…
…
に
て
は
～
と
申
し
て
お
は
す
　
三
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

例
一
八
　
大
殿
、
三
郎
に
て
は
、
按
察
の
大
納
言
経
実
と
申
し
て
を
は
し
き
。
（
一
四
八
頁
一
五
行
）

例
一
九
　
東
宮
大
夫
の
太
郎
に
て
は
、
侍
従
中
納
言
実
隆
と
申
て
お
は
し
き
。
（
一
八
〇
頁
一
〇
行
）

例
二
〇
　
そ
の
御
せ
う
と
に
て
は
、
春
宮
大
夫
季
宗
、
大
蔵
卿
行
宗
な
ど
申
て
を
は
し
き
。
（
二
三
二
頁
六
行
）

　
つ
ま
り
「
・
：
…
は
」
「
…
…
に
」
「
…
…
に
て
は
」
が
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
に
係
る
の
で
あ
り
、
謙
譲
語
1
の
「
申
す
」
は
そ
れ

と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
例
一
の
単
独
で
現
れ
た
「
申
し
て
お
は
す
」
は
、
こ
れ
ら
に
用
い
ら
れ
る

「
申
し
て
お
は
す
」
を
「
申
す
」
の
代
わ
り
に
用
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
中
御
室
が
存
在
し
た
こ
と
を
取
り
立
て
て
述
べ
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た
い
と
い
う
意
識
か
ら
「
お
は
す
」
が
添
え
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
。

　
　
　
　
三
　
他
の
歴
史
物
語
等
に
お
け
る
状
況

　
他
作
品
に
お
け
る
「
申
し
て
お
は
す
」
「
申
し
て
お
は
し
ま
す
」
の
状
況
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
ヨ
　

　
『
大
鏡
』
に
は
「
申
し
て
お
は
し
ま
す
」
の
用
例
が
一
例
あ
る
。

　
例
二
一
　
な
を
し
ち
か
く
と
て
、
又
ふ
り
た
て
ま
つ
り
て
、
「
吉
田
」
と
申
て
お
は
し
ま
す
め
り
。
こ
の
吉
田
明
神
は
、
山
蔭
中
納
言
の

　
　
　
ふ
り
た
て
ま
つ
り
給
へ
る
ぞ
か
し
。
（
二
三
四
頁
一
行
）

　
「
又
ふ
り
た
て
ま
つ
り
て
」
の
流
れ
か
ら
は
、
「
『
吉
田
』
と
申
す
め
り
」
で
よ
い
は
ず
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
明
神
が
鎮
座
ま
し
ま
す
と
い

う
意
味
を
表
そ
う
と
し
て
「
お
は
し
ま
す
」
を
添
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
　
る
　

　
『
水
鏡
』
に
は
「
申
し
て
お
は
す
」
が
三
例
あ
る
。

　
例
二
二
　
あ
く
る
と
し
の
二
月
に
御
お
と
㌧
の
雄
略
天
皇
の
大
泊
瀬
の
み
こ
と
申
て
お
は
せ
し
御
め
に
な
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
（
五
八

　
　
　
頁
七
行
）

　
例
二
三
　
お
な
し
四
年
正
月
十
四
日
に
山
部
親
王
の
中
務
卿
と
申
て
お
は
せ
し
東
宮
に
立
給
（
一
七
八
頁
一
行
）

　
例
二
四
　
忠
仁
公
の
中
納
言
と
申
て
お
は
せ
し
を
后
よ
ひ
申
さ
せ
給
て
阿
保
親
王
の
文
を
み
か
と
に
た
て
ま
つ
り
給
き
（
二
一
〇
頁
五
行
）
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例
二
二
～
例
二
四
は
「
…
…
の
」
と
な
っ
て
お
り
、
前
掲
の
A
に
該
当
す
る
。

　
　
　
　

『
増
鏡
』
に
は
、
「
申
し
て
お
は
す
」
「
申
し
て
お
は
し
ま
す
」
の
用
例
は
な
い
。

　
　
　
　
ど
　

『
栄
花
物
語
』
に
は
「
申
し
て
お
は
し
ま
す
」
が
一
例
あ
る
。

例
二
五
　
我
御
世
は
廿
余
年
ば
か
り
に
な
ら
せ
給
ふ
に
、

　
　
と
申
し
て
お
は
し
ま
す
に
、
（
上
四
三
九
頁
三
行
）

み
か
ど
若
う
お
は
し
ま
す
程
は
、
摂
政
と
申
、
大
人
び
さ
せ
給
ふ
折
は
、
関
白

例
二
五
は
、
道
長
が
主
語
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
A
に
属
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

ジ
ャ
ン
ル
が
異
な
る
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

例
二
六
　
今
ハ
昔
、
御
堂
ノ
、
左
大
臣
ト
申
シ
テ
枇
杷
殿
二
住
セ
給
ピ
ケ
ル
時
二
、

　
　
　
　
　
　
　
き
　

（
五
－
八
一
頁
八
行
）

　
「
御
堂
ノ
」
が
「
住
セ
給
ピ
ケ
ル
」
に
係
っ
て
い
る
。
「
申
シ
テ
」
と
「
住
セ
給
ヒ
」
と
の
間
に
「
枇
杷
殿
二
」
が
あ
る
の
で
、

お
は
す
」
「
申
し
て
お
は
し
ま
す
」
の
よ
う
な
違
和
感
は
な
い
が
、
こ
れ
も
そ
の
一
種
で
、
文
構
造
の
上
か
ら
は
A
に
属
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
に
も
「
申
し
て
お
は
す
」
「
申
し
て
お
は
し
ま
す
」
の
用
例
は
な
い
が
、
類
例
が
あ
る
。

「
申
し
て

例
二
七
　
伊
与
守
顕
章
ノ
娘
ノ
、
八
条
院
二
一
二
位
殿
ト
申
テ
候
給
ケ
ル
ニ
、
此
宮
忍
ビ
ツ
・
通
セ
給
ケ
ル
。
（
上
三
九
〇
頁
九
行
）
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こ
の
場
合
「
八
条
院
二
」
が
「
候
給
ケ
ル
ニ
」
に
係
る
の
で
、
B
に
相
当
す
る
。
「
娘
ノ
」
も
「
候
給
ケ
ル
ニ
」
に
係
っ
て
い
る
の
で
、

A
で
も
あ
る
が
、
「
候
フ
」
の
意
味
に
注
目
す
れ
ば
、
「
八
条
院
二
」
の
方
に
重
点
が
あ
る
と
言
え
る
。

　
『
大
鏡
』
『
水
鏡
』
『
増
鏡
』
『
栄
花
物
語
』
『
今
昔
物
語
集
』
『
平
家
物
語
』
の
状
況
を
見
る
と
、
『
水
鏡
』
に
「
申
し
て
お
は
す
」
が
三
例

あ
る
が
、
他
は
一
例
な
い
し
零
で
あ
る
。
『
今
鏡
』
に
お
い
て
「
申
し
て
お
は
す
」
「
申
し
て
お
は
し
ま
す
」
が
格
段
に
多
い
。
『
今
鏡
』
の

一
つ
の
特
徴
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
申
し
て
お
は
す
」
「
申
し
て
お
は
し
ま
す
」
の
「
申
す
」
は
謙
譲
語
1
で
あ
り
、
『
今
鏡
』
に
は
こ
れ
ら
の
表
現
が

目
立
つ
と
言
え
る
。
『
今
鏡
』
独
自
の
も
の
で
は
な
い
が
、
特
徴
的
な
も
の
と
見
て
よ
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
『
今
鏡
』
に
「
申
し

て
お
は
す
」
「
申
し
て
お
は
し
ま
す
」
が
多
い
の
か
、
ま
た
『
水
鏡
』
に
「
申
し
て
お
は
す
」
が
三
例
あ
る
こ
と
が
『
今
鏡
』
の
影
響
に
よ

る
も
の
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
考
え
た
い
。

注（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

榊
原
邦
彦
ほ
か
編
『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
　
一
九
八
四
年
）

文
化
審
議
会
答
申
『
敬
語
の
指
針
』
（
二
〇
〇
七
年
）

松
村
博
司
校
注
『
大
鏡
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
〇
年
）

榊
原
邦
彦
編
『
水
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
　
一
九
九
〇
年
）

岩
佐
　
正
ほ
か
校
注
『
神
皇
正
統
記
　
増
鏡
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店

一
九
六
五
年
）



9　　『今鏡』の「申しておはす」「申しておはします」

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

松
村
博
司
ほ
か
校
注
『
栄
花
物
語
　
上
・
下
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
四
年
・
一
九
六
五
年
）

馬
淵
和
夫
監
修
『
今
昔
物
語
集
文
節
索
引
　
巻
一
～
三
十
一
』
（
笠
間
書
院
　
一
九
七
〇
～
一
九
八
一
年
）

山
田
孝
雄
ほ
か
校
注
『
今
昔
物
語
集
　
五
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
三
年
）

北
原
保
雄
ほ
か
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
　
本
文
篇
上
・
下
』
（
勉
誠
社
　
一
九
九
〇
年
）

同
『
延
慶
本
平
家
物
語
　
索
引
篇
上
・
下
』
（
同
　
一
九
九
六
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
か
わ
ぎ
し
・
け
い
こ

商
学
部
教
授
）


