
 

晩
秋
の
こ
ろ 

皆
様
お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存

じ
ま
す
。 

さ
て
、
弊
社
商
品
、
「
ゴ
ー
ル
ド
積
立
く
ん
®
」
の
知
名

度
ア
ッ
プ
、
広
告
宣
伝
を
目
的
と
し
て
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
／ 

ｉ
Ｐ
ａ
ｄ
用
の
ア
プ
リ
を
開
発
し
、
公
開
し
ま
し
た
。 

 

「
憧
れ
の
プ
ラ
チ
ナ
姫
と
結
婚
し
た
い
」 

主
人
公
ゴ
ー
ル
ド
く
ん
の
願
い
を
ア
ナ
タ

が
叶
え
る
ゲ
ー
ム
！ 

 

お
城
で
働
き
な
が
ら
金
貨
を
た
め
て

ゴ
ー
ル
ド
く
ん
の
願
い
を
叶
え
ま
し
ょ
う 

  

電
車
で
の
移
動
中
、
ち
ょ
っ
と
し
た
息
抜
き
に
手
軽
に
遊

べ
る
ゲ
ー
ム
で
す
。
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
ユ
ー
ザ
ー
の
方
は
、
是

非
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
頂
き
、
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
お
知
り
合
い
の
方
に
ア
プ
リ
の
宣
伝
を
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
存
じ
ま
す
。 

 

当
社
は
こ
れ
か
ら
も
あ
ら
ゆ
る
機
会
、
ツ
ー
ル
、
媒
体
を

活
用
し
、
弊
社
の
理
念
で
あ
る
金
地
金
保
有
の
意
義
を
訴

え
、
積
極
的
に
「
ゴ
ー
ル
ド
積
立
く
ん
®
」
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い

く
所
存
で
す
。 

  

寒
さ
に
向
か

う
折
、
く
れ
ぐ

れ
も
お
風
邪
な

ど
ひ
か
れ
ぬ
よ

う
十
分
ご
注
意

く
だ
さ
い
。 

 

ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

 
街
道
の
基
点
「
日
本
橋
」 

  

「
日
本
橋
」
は
東
京
都
中
央
区
の
日
本
橋
川
に

架
か
る
橋
で
、
町
名
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

橋
梁
と
し
て
の
「
日
本
橋
」
は
日
本
の
道
路
網

の
始
点
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
も
日
本
橋
か
ら
国

道
一
号(

終
点
：
大
阪
市)

、
国
道
四
号(

青
森
市)

、

国
道
六
号(

仙
台
市)

、
国
道
十
四
号(

千
葉
市)

、
国

道
十
五
号(

横
浜
市)

、
国
道
十
七
号(

新
潟
市)

、
国

道
二
十
号(

長
野
市)

の
七
本
が
伸
び
て
い
ま
す
。
現

在
の
橋
は
十
九
代
目
の
橋
で
す
が
、
中
央
に
は

「
日
本
国
道
路
元
標
」
の
文
字
が
埋
め
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
江
戸
時
代
初
頭
に
五
街
道(

東
海
道
・
日

光
街
道
・
奥
州
街
道
・
中
山
道
・
甲
州
街
道)

の
基

点
と
な
っ
て
か
ら
、
江
戸
の
中
で
最
も
賑
わ
う
場

所
と
し
て
浮
世
絵
等
の
風
景
画
に
描
か
れ
る
事
も

多
い
場
所
で
す
。 

 

こ
の
地
域
は
、
古
く
は
武
蔵
国
豊
嶋
郡
に
当
た

り
、
そ
の
中
の
江
戸
郷
前
嶋
村
と
呼
ば
れ
ま
し

た
。
鎌
倉
時
代
の
江
戸
氏
支
配
の
時
代
か
ら
こ
の

日
本
橋
周
辺
が
町
地
と
し
て
開
発
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
日
本
橋
が
架
か
っ
て
か
ら
は
、
三
越
の
前
身

で
あ
る
越
後
屋
を
は
じ
め
と
す
る
大
店
が
集
ま

り
、
付
近
に
は
金
座
や
銀
座
が
置
か
れ
る
な
ど
、

江
戸
を
代
表
す
る
場
所
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。 

 

散
策
も
楽
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 



 

「
目
は
口
ほ
ど
に
も
の
を
言

う
」
と
言
わ
れ
る
と
お
り
、
目
の

動
き
は
そ
の
と
き
の
気
持
ち
を

表
す
そ
う
で
す
。 

【
ま
ば
た
き
が
多
い
】 

 

ま
ば
た
き
の
ペ
ー
ス
は
普
通

３
秒
に
１
回
ほ
ど
で
す
が
、
気

弱
に
な
っ
て
い
た
り
緊
張
状
態

に
あ
っ
た
り
す
る
と
回
数
が
多

く
な
り
ま
す
。
相
手
が
し
き
り

に
ま
ば
た
き
を
始
め
た
ら
緊
張
し
て
い
る

証
拠
。
ま
た
は
自
分
の
ま
ば
た
き
が
多
く

な
っ
た
ら
緊
張
し
て
い
る
自
分
を
自
覚
し

て
、
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
ま
し
ょ
う
。 

【
目
と
口
が
同
時
に
笑
い
始
め
る
】 

 

本
当
に
お
か
し
い
と
き
、
そ
の
感
情
の
９

割
は
口
に
表
れ
、
残
り
１
割
が
目
に
表
れ
る

の
だ
と
か
。
つ
ま
り
、
お
か
し
く
て
た
ま
ら

な
い
と
き
は
ま
ず
口
か
ら
笑
う
の
が
普
通

な
の
で
、
目
と
口
が
同

時
に
笑
い
始
め
る
人

は
作
り
笑
い
の
可
能

性
が
高
い
よ
う
で
す
。 

【
目
の
動
き
】
（
右
利

き
の
場
合
） 

左
上
→
想
像
力
を
働
か
せ
て
い
る 

右
上
→
視
覚
的
な
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
て

い
る 

左
→
音
を
想
像
し
て
い
る 

右
→
音
を
思
い
出
し
て
い
る 

左
下
→
に
お
い
、
手
触
り
、
味
な
ど
を
思
い

だ
し
て
い
る 

右
下
→
自
分
自
身
に
語
り
か
け
て
い
る 

 

（
左
き
き
の
場
合
は
左
右
が
逆
に
な
る
） 

 

た
と
え
ば
「
今
日
は
宿
題
が
な
い
」
と
言

う
子
ど
も
に
「
本
当
？
」
と
確
認
し
ま
す
。

子
ど
も
が
「
う
ん
」
と
答
え
な
が
ら
目
が
右

に
動
い
た
ら
、
先
生
の
言
葉
を
思
い
だ
し
て

い
る
の
で
本
当
の
こ
と
。
子
ど
も
の
目
が
左

か
左
上
に
動
い
た
ら
、
想
像
力
を
働
か
せ
て

い
る
の
で
ウ
ソ
を
つ
い
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
そ
う
で
す
。 

 

 

こ
の
秋
、
初
の
き
の
こ
狩
り
を
し
た

Ｓ
さ
ん
の
失
敗
談
で
す
。
１
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
先
に
き
の
こ
が
生
え
て
い
る
の
を

見
つ
け
た
Ｓ
さ
ん
は
、
嬉
し
く
な
っ
て

き
の
こ
に
駆
け
寄
り
ま
し

た
。
初
め
て
自
然
の
き
の
こ

を
採
っ
た
Ｓ
さ
ん
は
大
満

足
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
あ
と

か
ら
や
っ
て
き
た
友
人
が

Ｓ
さ
ん
の
後
ろ
を
指
し
て

苦
笑
い
。
振
り
返
る
と
、
Ｓ

さ
ん
が
歩
い
た
跡
に
は
無

残
に
も
踏
み
つ
ぶ
さ
れ
た

き
の
こ
の
姿
が
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
遠
く
の
き
の
こ
し

か
見
て
い
な
か
っ
た
Ｓ
さ

ん
は
足
元
の
き
の
こ
に
気

づ
か
な
か
っ
た
の
で
す
。 

 

か
と
い
っ
て
足
元
の
き
の
こ
ば
か
り

を
見
て
い
る
と
、
今
度
は
山
で
迷
子
に

な
り
ま
す
。「
自
分
が
今
ど
の
へ
ん
に
い

る
の
か
を
気
に
し
な
が
ら
足
元
に
も
注

意
す
る
」
と
い
う
友
人
の
ア
ド
バ
イ
ス

は
、
中
山
庸
子
さ
ん
の
言
葉
に
通
じ
て

い
る
と
Ｓ
さ
ん
は
思
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

遠
く
ば
か
り
見
て
い
る
と
足
元
が
お

ろ
そ
か
に
な
り
ま
す
。
逆
に
足
元
ば
か

り
見
て
い
る
と
道
に
迷
い
ま
す
。
遠
メ

ガ
ネ
と
虫
メ
ガ
ネ
。
ど
ち
ら
も
な
く
さ

な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
ね
。 

 
幸
せ
な
人
生
に
は
、
２
種
類
の
メ
ガ
ネ
が
必
要
で
す
。 

ひ
と
つ
は
人
生
の
目
標
を
、
眺
め
る
た
め
の
遠
メ
ガ
ネ
。 

も
う
ひ
と
つ
は
日
々
の
小
さ
な
喜
び
を
、
見
落
と
さ
な

い
た
め
の
虫
メ
ガ
ネ
。 

 

―
―
中
山
庸
子
（
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
） 



 

道
端
で
高
校
生
く
ら
い
の
カ
ッ
プ
ル

が
ケ
ン
カ
を
し
て
い
ま
し
た
。 

 

彼
女
「
い
つ
も
優
柔
不
断
だ
よ
ね
」 

 

彼
氏
「
オ
レ
は
慎
重
な
ん
だ
よ
」 

 

つ
い
笑
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
確
か
に

そ
の
通
り
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
な
か

な
か
決
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
悪
く
言
え

ば
「
優
柔
不
断
」
、
善
く
言
え
ば
「
慎
重
」
。

何
事
も
見
方
ひ
と
つ
で
善
く
も
悪
く
も

な
る
も
の
だ
と
、
高
校
生
カ
ッ
プ
ル
に
教

え
て
も
ら
っ
た
次
第
で
す
。 

 
 

 

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
で
も
言
い
方
次

第
で
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
に
変
わ
る
と

い
う
わ
け
で
、
北
海
道
の
高
校
生

が
考
え
た
「
ネ
ガ
ポ
辞
典
」
と
い
う

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
が
話
題
に
な
っ
て

い
ま
す
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
を

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
に
変
換
し
て

く
れ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
イ
デ
ア

は
、
み
ん
な
が
元
気
に
な
れ
る
「
こ

こ
ろ
の
ア
プ
リ
」
な
の
だ
と
か
。 

 

た
と
え
ば
「
ネ
ガ
ポ
辞
典
」
で
「
つ
ま

ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
検
索
す
る
と
、 

 

①
目
が
肥
え
て
い
る 

 

本
物
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
を
見
分
け

る
力
が
あ
る
。 

②
改
善
の
余
地
が
あ
る 

 

手
を
加
え
れ
ば
加
え
る
ほ
ど
、
よ
り
良
い

作
品
に
し
て
い
け
る
。 

③
や
り
た
い
こ
と
が
で
き
る
時
間
が
た

ん
ま
り
と
あ
る 

 

暇
な
時
間
を
有
効
活
用
で
き
る
。 

 

見
事
な
ほ
ど
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
表
現
に

変
換
さ
れ
ま
す
。
こ
の
瑞
々
し
い
感
性
は

現
役
高
校
生
な
ら
で
は
で
し
ょ
う
。
「
フ

ン
を
踏
む
」
と
い
う
運
の
悪
さ
も
「
ネ
ガ

ポ
辞
典
」
に
か
か
れ
ば
こ
ん
な
具
合
。 

①
運
が
つ
い
た 

運
気
が
上
昇
す
る
き
っ
か
け
。 

②
靴
を
磨
く
良
い
機
会 

た
だ
し
、
磨
く
前
に
ま
ず
洗
お
う
。 

③
話
題
性
に
富
む 

早
速
誰
か
に
話
そ
う
。 

 

「
暇
」
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
変
換
に
は
人
生

を
教
え
ら
れ
る
気
さ
え
し
ま
す
。 

①
平
穏
無
事
で
あ
る 

人
生
で
一
番
幸
せ
な
時
か
も
し
れ
な
い
。 

②
リ
ラ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム 

面
白
い
こ
と
を
見
つ
け
る
少
し
前
の
段

階
。 

③
余
裕
が
あ
る 

休
む
こ
と
で
、
こ
の
時
間
を
有
意
義
に
活

用
で
き
る
。 

  

「
長
所
と
短
所
は
表
裏
一
体
。
視
点
を

変
え
る
と
、
さ
っ
き
ま
で
嫌
だ
な
～
と
感

じ
て
い
た
自
分
の
性
格
や
、
残
念
な
物

体
、
テ
ン
シ
ョ
ン
の
下
が
っ
た
出
来
事
な

ん
か
を
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
好
き
に
な
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
ネ
ガ
ポ
辞
典
は
、
そ
ん

な
考
え
方
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。」 

 
 

（「
ネ
ガ
ポ
辞
典
公
式
ブ
ロ
グ
よ
り
） 

 

こ
れ
は

ip
h

o
n

e

専
用
ア
プ
リ
で
す

が
、
自
分
な
り
の
「
ネ
ガ
ポ
辞
典
」
を
作
っ

て
み
れ
ば
い
い
の
で
す
。
確
か
に
も
の
は

考
え
よ
う
。
落
ち
込
ん
だ
と
き
に
「
ネ
ガ

ポ
辞
典
」
で
自
分
を
励
ま
す
と
、
自
分
で

は
短
所
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
実
は

自
分
の
魅
力
だ
と
思
え
て
く
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

 

 



＜１＞ 

【A】先生がお帰りになられました 

【B】先生がお帰りになりました 

【C】先生が帰られました 

＜２＞ 

【A】社長がご覧になられました 

【B】社長がご覧になりました 

 

遠
慮
を
美
徳
と
す
る
日
本
に

は
「
三
辞
三
譲
」
と
い
う
考
え
方

が
あ
り
ま
す
。、
す
す
め
ら
れ
て

も
三
度
は
辞
退
し
て
、
三
度
は
譲

る
心
掛
け
を
い
い
ま
す
。
た
だ
現

代
で
は
、
三
度
は
遠
慮
し
す
ぎ
と

な
る
場
合
が
多
い
で
し
ょ
う
。
一

度
は
辞
退
し
て
、
二
度
目
に
受
け

る
か
断
る
か
す
る
と
印
象
が
良

さ
そ
う
で
す
。 

 

三
辞
三
譲
の
場
面
は
日
常
生

活
で
も
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
た
と

え
ば
上
座
を
す
す
め
ら
れ
た
と

き
。
す
ぐ
に
申
し
出
を
受
け
ず
一

度
は
遠
慮
す
る
。
お
手
伝
い
を
申

し
出
た
と
き
、
一
度
断
ら
れ
て
そ

の
ま
ま
引
き
下
が
る
の
で
は
な

く
、
も
う
一
度
伺
っ
て
み
る
。
逆

に
お
手
伝
い
の
申
し
出
を
受
け

た
ら
一
度
は
遠
慮
し
て
、
相
手
が

「
そ
れ
で
も
」
と
言
っ
て
く
れ
た

ら
お
願
い
す
る
。
合
理
的
な
考
え

の
人
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
や

り
取
り
は
時
間
の
無
駄
に
思
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
こ

れ
が
日
本
人
の
奥
ゆ
か
し
さ
な

の
で
し
ょ
う
。 

 

年
末
年
始
は
忘
年
会
や
新
年

会
な
ど
で
人
付
き
合
い
が
増
え

ま
す
。
上
座
を
す
す
め
ら
れ
た
り

お
酒
を
す
す
め
ら
れ
た
り
と
、
三

辞
三
譲
の
場
面
も
増
え
る
で

し
ょ
う
。
ス
マ
ー
ト
に
印
象
良
く

振
る
舞
え
る
と
素
敵
な
女
性
に

見
え
そ
う
で
す
。 

 

  

 敬語の間違いとしてよく目にするのは、丁寧に

接しようとするあまり敬語を重ねてしまう「二重

敬語」です。相手が不快に思うことはありません

が、敬語を重ねても敬意が高まるわけではなく、

かえってくどい印象を与えます。 

 ＜１＞の間違いは【A】。「帰る」に「お」を付

けて敬語にしているので、「なられた」という敬語

を重ねる必要はありません。＜２＞の【A】も二

重敬語です。「ご覧になる」は「見る」の尊敬語。

そこに「なられた」が重なっています。 

 ただし、すべての二重敬語が間違いというわけ

ではありません。「お召し上がりになる」や「お伺

いする」は、「食べる」「聞く」を「召し上がる」「伺

う」と尊敬語にした上で「お～する」が付く二重

敬語ですが、すでに慣例として定着しています。 

 また、「お読みになっていらっしゃる」は二重敬

語ではありません。「読む」→「お読みになる」、「い

る」→「いらっしゃる」 という具合に、それぞれ

別々に尊敬語にしてつなげています。これは「敬

語連結」といって許容されています。 




