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「
テ

+
イ

ル
」

と

「
テ

+

ア

ル
」

山

下

和

弘

は
じ
め

に

う

現
代
語

に
見
ら
れ

る

「
テ
イ
ル
」
「
テ
ア
ル
」
は
、
中
世
頃
か
ら
そ

の
用
例
が

現

れ
始

め
て
い
る
。

し
か
し
、
過
去

の
用
法

は
ど
う
や
ら
現
代
と
は
違

っ
た
も

の
だ

っ
た
ら
し

い
。

こ
の
こ
と

に

つ
い
て
は
夙

に
湯
沢
幸
吉
郎
氏
が
触

れ

て
お

注
二

ら
れ
る
。

…
…

「
い
る
」
は
人

に
關
し

て
用

い
ら
れ
る
事

に
局
限
さ
れ

て
居
る
様

で
、

た
と

え
ば
今

日
の
東
京
言
葉

で
、
「
鍵
が
落
ち

て
い
る
」
と
ゆ
う
の
は
、

◇

こ
れ
見
さ

ん
せ
、
鍵
が
落
ち

て
あ
る

(下
、
七

〇
)

の
如
く

ゆ
う

の
が
普
通

で
あ
る
。

ま

た
、…

…
要

は

「
て
」

の
上
が
自
動
詞

で
あ
る
事
が
問
題

で
あ
る
。

か

ゝ
る
場

合

に
東
京
言
葉

で
は
、
「
て
い
る
」
「
て
お
る
」
を
用

い
て
、
「
て
あ

る
」
と

は
言
は
な

い
。
主
髄
が
有
情

で
あ
る
場
合

に
は
、

た
と
え
ば

「
馬

が
放

た

れ

て
あ
る
」
な
ど
は
尚

更
言
わ
な

い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
述

べ
ら
れ

て
い
る

の
は
近
世

の

「
テ
イ

ル
」
「
テ

ア
ル
」
な

の
だ

が
、
「主

語

の
性
情

(
有
情

・
非
情
)
」
と

「
動
詞

の
自
他
」
と

い
う
外
形
的
特
徴
を
も

っ

て
示
さ
れ
、

現
代

と
違

う
用
法
だ

っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
近
年
、
坪
井
美

樹

氏
は
こ
れ
ら
外
形
的
特
徴

に
加
え
、
現
代
語

の

「
テ
イ

ル
」
「
テ
ア
ル
」

の
研

究

か
ら
得

ら
れ
た

「様
能
心
(鋤
oロや
①
o
件)
」
の
種
類

の
区
別
を
利
用
し

て
、
両
形
式

の
使

い
わ
け
の
変
遷
と

そ
の
地
域
的
相
違
を
近
世
と

い
う
時
代

に
お
い

て
論

じ

ら
れ
た
。
本
稿

は
こ
う

い

っ
た
論
を
承
け
、
先
学
が
未
だ

い
い

つ
く
し

て
い
な

い
こ
と
を
考
察

し
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る
。

一

過
去

の
時
代

に
お
け

る

「
テ
イ

ル
」
「
テ
ア
ル
」
が
ど
の
よ
う
な
性
格

の
も

の

で
あ

っ
た
か
を
考
え

る
に
あ
た

っ
て
、
そ

の
頃
の
人

に
よ
る
観
察

が
あ

れ
ば
、

そ
れ

は
重
要
な
資
料
と
な

る
。
富
士
谷
成
章

の

『
あ
ゆ

ひ
抄
』
の
次

の
記
述

は
、

早

い
時
期

に
両
形
式

に
言
及
し
た
も

の
と
し

て
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。

口圓
た
り
]
圃
は

[圃

て
]

に
同
じ
。

た
だ

し
状
を
受

け
ず

[と
あ
り
]
を
引
き
合
は
せ

て

[た
り
]

と
言

ふ
は

《
有
倫
》

に
条
を
た

つ
。
今

は

口
て
あ
り
]

を
引

き
合

は
せ
た
る
を

い
ふ
.
里

言
同
じ
。
た
だ
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し

《有
倫

》

に
定

む
る
が
如

く

「
ア
リ
」

と
い
ふ
こ
と
、
里
言

に
は
多
く

ヘ
マ
マ

)

(
マ

マ
)

内

に

の
み
言

ひ
て
外

に
言

は
ね
ば

「
テ

ア
ル
」
「
テ
ヰ
ル
」
な
ど
、
そ
の
と

こ
ろ
と
こ
ろ
を

は
か
り

て
当

つ
べ
し
。

(傍
線

・
山
下
)

[巻
五

・
て
身
]

こ
れ
は
、
所

謂
完

了

・
存
続

の
助
動
詞

「
た
り
」

に
関
す

る
記
述
だ
が
、

こ
の

記
述

で
注
目

さ
れ
る
の
は

「
テ
ア
ル
」

「
テ
ヰ

ル
」

の
使

い
わ
け
を
、
「
テ
」

の

つ
い
て
い
な
い
元
の
動
詞

「
ア
ル
」
「
ヰ

ル
」
と
同
質

で
あ

る
と
見
な
し

て
い
る

よ
う
に
思

え
る
点

で
あ
る
。

こ
の
他

に
も
、

[圃

り
」
圃

は
事

の
目

な
り

[伏

せ
り
]

と
い
ふ
こ
れ
な

り
。

[
て
あ

り
]

[た

り
]
な
ど
よ
む

に
似

て

い
さ
さ
か
軽

き
言
葉

な
れ

ど
、

里
言

に
別
か

つ
べ
き

に
あ
ら
ね
ば

た
だ

[て
あ

り
]
の
ご

と
く
心
得

べ
し
。
さ
て

「
ア
ル
」
「
ヰ

ル
」
互

に
当

つ
べ

き

こ
と
前
条

に
い
ふ
が
ご
と
し
。

(傍
線

・
山
下
)

[巻
四

・
有
倫
]

や
は
り
、
「
テ

ア
ル
」
「
テ
ヰ

ル
」
の
使

い
わ
け
を

「
ア
ル
」
「
ヰ

ル
」
と
同
様

に

見

で
い
る
よ
う

で
あ

る
。
な
お
、

こ
の
部
分

の

「
前
条
」

に
は
、

[囮
あ
り
]

…

…
里
言

に
は
外

に

「
ア
リ
」
と
言

ひ
、
内

に

「
ヰ

ル
」
と
言
ふ
を
、
歌

に
は
お
し
な

べ
て

[あ
り
]
と

の
み
よ
め
れ
ば
、
心
し
ら
ひ
し
て

「
ア
ル
」

「
ヰ

ル
」
互

に
里
す

べ
し
。

[巻
四

・
有
倫
]

と
あ

っ
て
、
「内
外
」

と

い
う
区
別
を
し

て
い
る
。

『
あ
ゆ
ひ
抄
』

で
は

「お

ほ

む
ね
下
]

で
こ
の

「
内
」

を

「有
情
」
、

「外
」

を

「非
情
」

と
い
う
い
い
方
を

し

て
い
る
。

こ
の

『
あ
ゆ
ひ
抄
』

の
記
述
か
ら
、
お
そ
ら
く
近
世
中

期

の

「
テ
イ

ル
」
「
テ

ア

ル
」
の
使

い
わ
け
に
は

「
イ
ル
」
「
ア
ル
」
と
同
質

の
も

の
が
あ

っ
た
と
推
定

さ
れ
る
。

で
は
、
も

っ
と
前

の
時
代

で
は
ど
う
だ

っ
た

の
だ

ろ
う
か
。
『
天
草
版
平
家
物

語
』
の

「
イ

ル
」
「
ア
ル
」
の
主
語

の
性
情
を
見

て
み
た

(主

語
に

「
の
」
或

は

「
が
」
が
下
接
し
た
も

の
に
限

っ
た
)
。

(表

一
)

の
よ
う

に

「
イ

ル
」

の
主

語
は

「有
情
」
、

「
ア
ル
」

は

「
有
情
」

と

「
非
情
」
の
両
方

で
あ

る
。

こ
れ
は
中
世
末

の

「
テ
イ

ル
」
「
テ
ア
ル
」
の
主

語

の
性

情

の
違

い
と

一
致

す
る
。

ま
た
、
「
ア
ル
」

の
丁
寧
語

「
ゴ
ザ

ル
」

が

「
テ
ア
ル
」
と
同
様
、
「
テ
ゴ
ザ

ル
」

と

い
う
形

で
現
れ

て
い
る
こ
と
を
、
中
世
末

の
文
献

で
多
数
確
認
す

る
こ

と
が

で
き
る
。
『天
草
版

平
家
物
語
』
の

「
テ
ゴ
ザ

ル
」
は

一
二
五
例
、
対
し

て

「
テ

ア
ル
」

三
三
例

で
あ

る
。

(表

二
)

○

■
飴
α
曽
曾
団
o
αq
帥
叶巴
×
α
昆

§
α
臥
欝

q
動
=
猷
×
凶
昌
o
<
団
Φ
溢
o
酌o
=
器

ロ
魯

h一
コ
o
誌
霞

二
8
住
o
巳

冨

暮
①
αq
o
N
巽
ξ

…
:
「
忠
清
が
大
将

に
申
し
た

は

日
橋

の
上

の
戦

は
火

の
出

る
ほ
ど

に
な

っ
て
ご
ざ
る
、
…
…
」

[『
天

草
版
平
家
物
語
』
巻
二

・
第
六
]

「
テ
ア
ル
」
が

「
テ
ゴ
ザ

ル
」
と
交
替
し
得

る
の
は

「
テ
ア
ル
」

の

「
ア
ル
」

が
元

の
動
詞
と
し

て
の
性
格
を
か
な
り
強
く
も

っ
て
い
た
か
ら

で
は
な
か
ろ
う

か
。
だ
と
す
れ
ば

こ
の
時
期

の

「
テ

ア
ル
」
は
、
か
な

り
の
面

で
元

の
動
詞

「
ア

ル
」
と

同
様

の
性

格
を
持

っ
て
い
た
と

い
う

こ
と
が

で
き
よ

う
。

そ
う
し

て

「
テ
イ

ル
」
と

「
イ

ル
」
、
「
テ
ア
ル
」
と

「
ア
ル
」

の
主
語

の
性
情

が
そ
れ

ぞ

れ

一
致
し

て
い
る

こ
と
を
も
勘
案
す
る
と
、
中
世
末

の

「
テ
イ

ル
」

「
テ

ア
ル
」

の
使

い
わ
け

に
は

「
イ

ル
」

「
ア
ル
」

と
同
質

の
も

の
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。
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そ
う
す
る
と
、

こ
の
時
期

の

「
テ
イ
ル
」

「
テ
ア
ル
」

の
違

い
は
、
当
時

の

「
イ

ル
」

「
ア
ル
」

の
違

い
の
或

る
面

を
反
映

し
て
い
る
と

い
う
こ
と

に
な

る
。

次
節

以
降
、

過
去

の
時
代

の

「
テ
イ
ル
」

「
テ

ア
ル
」

の
違

い
を
考
察
す

る
が
、

そ
の
こ
と
は
と
り
も

な
お
さ
ず

そ
の
時
期

の

「
イ

ル
」
「
ア
ル
」
の
違

い
の

一
面

の
考
察

と
も

な
る
の
で
あ

る
。

二

中
世
末

の

「
テ
イ
ル
」
使
用

の
制
限

は
主
語
が

「
有
情
」

で
あ
る

こ
と
だ
と

注
六

い
う

の
は
、
既

に
坪
井
氏

に
よ

っ
て
確
認
さ
れ

て
い
る
α

こ
れ

に
対

し

て

「
テ

ア
ル
」
が
使
用
さ
れ
た
と
き

の
主
語

の
性
情
は
、
『
あ
ゆ

ひ
抄

』
に
い
う

「
有
情
」

「
非
情
」

の
意
味
が
ど
う

い
う
も

の
か
は
と
も
か
く
、
普

通
認
識

さ
れ
る

「有

情
」
「
非
情
」

で
制
限
さ
れ
る

こ
と
は
な
さ
そ
う

で
あ
る
。

注
七

『
虎
明
本
狂
言
』

の

「
テ
ア
ル
」

の
用
例
を

い
く
ら
か
挙

げ

て
み
る
。

○
清
水

へ
つ
や
し

て
西
門

に
た
ち
た
る
を

つ
ま
と
さ
だ
め
よ
と
の
あ
ら
た

な
れ

い
む
を
か
う
ふ
り

て
あ
る
、

い
そ
ぎ
い
て
見

う

[い
も

じ
]

0

ゑ
ほ
し
も

い
で
き

て
あ

る
か

い
や
ま
だ

ゑ
ほ
し
や

に
ご
ざ
あ

る
。

[あ
さ
う
]

○

(
…
…
あ
づ
ら
し

ひ
物
を
お

て
ら

て
た

べ
た
と
云
、
何
と

云
物

ぞ
と
と

ふ
、
何
や
ら
あ
づ
ら
し
ひ
物

で
ご
ざ

つ
た
が
わ
す

れ
て
ご
ざ

る
と

い
ふ

…
…
)
朝

く
ら

て
有

か

中
々
あ
さ
た

べ
て
ご
ざ

る

[ぶ
ん
ざ

う
]

○
…
…
わ
か
ひ
も

の
が
二
人

お
ふ

つ
ま
く

つ
つ
い
た
ひ
た
が

一
人

は
し
と

め

て
有
程

に
今

一
人

の
が
す
な
と
…
…

[じ
し
や
く
]

(庵
)

 ○
誠

に
い
ほ
が

こ
し
ら

へ
て
有

は

[な

る
こ
]

こ
れ
ら
は
、
「
既
然
態
」
と

で
も

い
う

べ
き

「
テ

ア
ル
」
だ
と

い
え
よ
う
○
ま
た
、

○

…
…
両
国

の
百
姓
、
国
を
隔

で

ゝ
あ

る
に
…
…

[昆
布
柿
]

0
…
…
目
が

つ
ぶ
れ
た
ら
よ
か
ら
ふ
、
め
が
あ
ひ

て
有

に
依

て
、

わ
き
女

を
あ

そ
ば
す
と
お
し
や

つ
た

ほ
ど

に
…
…

[か
は
か
み
]

○
…
…
や
を

の
ち
さ
う

の
文
を
、

こ
の
ゑ
ん
ま
わ
う
に
た
も

る
子
細
を
汝

は
し

つ
て
有
か

[や
を
]

○
…
…
某
は
あ
き
ん
ど
の

つ
か
さ
を
も

つ
て
有

に
よ
り

[酢

は
じ
か
み
]

「
国
を
隔

で
ゝ
あ
る
に
」

の
場
合

は
両
国

の
百
姓
が

そ
れ
ぞ
れ
違
う
国

に
住

ん

で
い
る
と

い
う
状
態
を

い
う
の
だ
し
、
「
め

が
あ

ひ
て
有

に
依

て
」
は
失
明
し

た
男

が
妻

を
な
じ

っ
て

「
お
ま
え
は
、
私
が
失
明
す
れ
ば

い
い
、
目
が
見
え
る

か
ら
浮
気

す

る
と
言

っ
た

こ
と
が
あ

る
。

だ
か

ら
お
ま
え

は
、
私

が
眼
病

を

患

っ
た
と
き
に
看
病
を
手
抜
き
し

た
の
だ
」
と
二一.目
っ
て
い
る
も

の
だ
が
、
単

に

目

が
開

い
て
い
る
と

い
う
具
体
的
な
状
態
を

い

っ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
「汝

は
し

つ
て
有
か
」

は
、
知

っ
て
い
る
と

い
う
状
態
、

「
も

つ
て
有

に
よ
り
」
も
、

商
人
と

し
て
の
営
業
権
を
保
有
し

て
い
る
と

い
う

こ
と

で
、

具
体
的

に
手

に
何

か
を
抱

え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
所

有
を
表

現
し
て
い
る
の
で
あ

る

が
、
「既
然
態
」
で
な

い

「
テ
ア
ル
」
に
な
る
と
、

こ
う
い
う
類

の
も

の
し
か
見

ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

『
狂
言
』
以
外

で
も
、
「
テ
ア
ル
」
の
主

語

の
性
情

に
制
限

が
み
ら
れ
な

い
の

注
八

は
同
様

で
あ

る
。
と

こ
ろ
で

『
中
華
若
木
詩
抄
』
の

「
テ
ア
ル
」

の
う
ち
、
「
非

情
」

の
主
語

の
用
例
を
若
干
見

て
み
る
と
、

○
花

ノ
影
ガ

一
重

々
々
。

窓

二
映

シ
テ

ア
レ
バ
…
…

(中
五

ウ
)

○
杏
耶
桃
耶

ハ
。

サ
ダ
カ

ニ
。

見

工
子

ド
モ
。

サ
キ
乱

レ
テ
ア
ル
ソ
。

(中
四
〇
オ
)

○
…
…
唐

ノ
書
籍

竿

二
記

シ
テ
ア
ル

ソ
。

(下

四
オ
)

○
其
樹

ノ
梢

二
。

昨
日

ノ
雨

力
。

タ

マ
リ

テ
。

ア
リ

タ
ヲ
知

ラ
ヌ
也
。
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(下

二
○
オ
)

「非
情
」

の
主
語

は
、

こ
の
よ
う
に
植
物

で
あ

っ
た

り
、
命

の
な

い
も

の
で

あ

っ
た
り
す
る
。

そ
う
し

て

「窓

二
映

シ
テ
ア
レ
バ
」

「
サ
キ
乱

レ
テ
ア
ル
ソ
」

「
記

シ
テ
ア
ル
ソ
」
「
タ

マ
リ
テ
。

ア
リ
タ
」
は
そ
れ

ぞ
れ
、
目

の
前

に
見
え

る

「状
態
」

で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
。

い
わ
ば

『
狂
言
』

の

「
あ
が
あ

ひ

て
有

に
依

て
」
と

同
じ
よ

う
な
も

の
と
見

る
こ
と
が

で
き

る

の
で
は
な

い

か
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に

つ
い

て
、
以
下

の
よ
う
な

こ
と

が
参
考

に
な

ろ
う
。

『虎

明
本
狂
言
』

の

「
ト
書
き
」
を
見

る
と
、
次

の
よ
う
な
状
況
が
見
え

る
。

ロ
テ
イ

ル
]

○

(
…
…
す

ま
ふ
を

と
り
、
く

み
や
う
て
い
る
を

…
…
)

口は
う
ち
や
う

聾
]

0

(
二
人

し
て
し
う
と
を

こ
ろ
ば

か
し
、
お

つ
と

の
か

ほ
を
ぬ
ぐ

ひ
て
、

お

つ
と
を

お
ふ
て
い
る
)

[同
]

○

(
…
…
ぶ
た
ひ
を
、

ゑ
ひ
さ
ら
、

ゑ
ひ
さ
と
云

て
ま
は
り
、

つ
め

に
、

あ

ど
く
び

の
な

は
は
つ

ひ
て
、

み
な

く

う
ち

た
を

ひ
い
て
い
る
)

[首

ひ
き
]

○

(
お
び
を

ひ

っ
ぱ

り
て
い
る
)

[
い
も
じ
]

O

(
お
ん
な

こ
し
か
け

て
い
る
を
男
が

つ
き
た
を

い
て
い
る
)

[同
]

[
テ
ア
ル
]

○

(
…
…
し
や
く
や
く

の
花
が
、
人

の
う
ら
に
み
事

に
さ
ひ
て
あ
る
を

み

て
…
…
)

[ど
ひ

つ
]

「
ト
書

き
」
と

い

っ
て
も
、

そ
の
中

に
は
セ
リ

フ
を
指
示

し
た
部
分
も
あ
れ
ば

説

明
の
部

分
も
あ
る
。

そ
う
し

て
、

右
に
挙
げ

た
用
例

は
す

べ
て
説
明

の
部
分

で
あ
る
。
「
ト
書
き

㎜
に
お

け
る

「
テ
イ
ル
」
「
テ
ア
ル
」

の
用
例
数
は

(表
三
)

の
通

り
で
あ

る
。
「
ト
書
き
」
は
舞
台
上

の
人
間

の
動
き
や
仕
種
を
指
示
す
る
も

の
で
あ

っ
て
、
そ

の
よ
う
な
場
面

で

「
テ
ア
ル
」

が
こ
の
よ
う
に
現

れ
に
く

い

と

い
う

こ
と
を
も
今

ま

で
の
こ
と
と
考

え
合

わ
せ
る
と
、
「
テ

ア
ル
」
の
性
格
が

か
な
り
見
え

て
く
る
よ
う

に
思
え
る
。
「
テ
イ

ル
」
が
有
情

の
主
語

の
場
合

に
の

み
使
わ
れ
る

こ
と
と
は
別

に
、
「
テ
ア
ル
」
も
有
情

の
主
語

の
こ
と
が
多

い
と

い

う

の
は
今
ま

で
に
挙
げ
た
用
例

か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。

以
上
本
節

で
は
、
中
世

末

の

「
テ
ア
ル
」

は
、
具
体
的

・
抽
象
的

は
と
も
か

く

「
状
態
」
も
し
く
は

「
既
然
態
」

を
表
現

し
て
お
り
、
主
語

の
性
情

に
は
制

限
さ
れ
な

い
こ
と
。

そ
し

て
、
人
間

の
動
き
を
指
示
す

る

『
狂
言
』

の

「
ト
書

き
」

で
は
そ
れ
が
現

れ
に
く
い
と

い
う

こ
と
を
補
足
し

て
示
し
た
○

三

中
世
末

に
お
げ
る

「
テ

ア
ル
」
は
、
「
既
然
態
」
や
、
具
体

的
あ
る

い
は
抽
象

的
な

「
状
態
」
を
表
現
す

る
場
合

に
使
わ
れ

る
と

い
う
も

の
で
あ
り
、

主
語

の

性
情

は
関
係
し
な

い
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ

に
対
し

て

「
テ
イ

ル
」
は
主
語
が

「有

情
」

の
と
き

に
使
わ
れ

る
の
で
あ

っ
た
。

中
世
末

の
も

の
の
観
察

に
続
け

て
、
本

節

で
は

『
あ
ゆ
ひ
抄
』

の
時
期

に
近

い
も

の
の
観
察
を
行
う
。
こ
れ

に
あ
た
り

「
テ
イ

ル
」
「
テ
ア
ル
」
と
も
、
多
数

注
九

 そ

の
用
例
が
見
ら
れ
る
資
料

と
し

て

『古
今
集
遠
鏡
』

を
取

り
上
げ

る
。

『
古
今
集
遠
鏡
』
に
お
け
る

「
テ
イ

ル
」
「
テ
ア
ル
」
の
状
況

は
次

に
挙
げ

る
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よ
う
に
、
や
は
り
、
『虎

明
本
狂

言
』
を
主
た

る
資
料
と
し

て
考
え
た
中
世
末

の

状
況

と
同
様

で
あ

る
よ
う

に
見
な
さ
れ
る
。

ロ
テ
イ
ル
]

○
…

…
鶯

ノ
オ

モ
シ

ロ
ウ
鳴

テ
ヰ
タ

ニ

○
○
)

○

ワ
シ

ハ
ツ
レ
ソ
フ
テ
居

ル
男

ニ
ッ
イ

テ
心
苦

ナ
事
ガ

ア

ッ
テ
…
・-

二

=
二
)

O
人
ガ
立

テ
ヰ

ル
ガ
…
…

(
四
五
八
)

○

ワ
シ
ガ
中

ハ
ハ
ヤ
世
間

ノ
人

モ
知

テ
居

レ
バ
…
…

(八

一
〇
)

[
テ
ア
ル
]

0

マ
ヅ
僧
正
遍
昭

ハ
歌

ノ
テ
イ

ハ
得

テ
ア
ッ
タ
ケ

レ
ド

モ
…
…

(序
)

○
霞

ノ
タ

ツ
テ
ア
ル
春

ノ
コ

ロ
バ
…
…

二

〇
三
)

○

ア
ノ
女
郎
花

ハ
天
川

ノ
カ

ハ
ラ

一一
ハ

エ
テ
ア
ル
デ
モ
ナ
イ

ニ
・…
:

(
二

三

一
)

○
名

ノ
高
カ

ツ
タ
野
中

ノ
清
水

ハ
今

ハ
モ
ウ
ナ

マ
ヌ
ル
ウ
ナ

ツ
テ
ア
ル
ケ

レ
ド
モ
…
…

(
八
八
七
)

さ

て
、
『古
今
集
遠
鏡
』
に
は
、
非
情

の
主
語

の
と
き

に
擬
人
法
と
思
わ
れ
る

「
テ
イ

ル
」
使

用
の
例

も
見

え
る
。

0
…
…
花

ヲ

此

ヤ
ウ

ニ
チ
ラ
ス
風

メ
ガ
逗
留

シ
テ
居

ル
所

ハ
…
…

(七

六
)

○

…
…
秋

ノ
野

ニ
ア
ノ
ヤ
ウ

ニ
女
郎
花
ガ
大
ゼ
イ
ヂ
ヤ
ラ
ク
ラ
ト
云
テ
立

注
十

テ
居

ル
ガ
…
…

二

〇

一
六
)

と

こ
ろ
で
、

○

…
…
此
立

田
川

ノ
紅

葉
ガ

ヅ

ッ
ト
下

ヘ
ナ
ガ

レ
テ
イ

テ
…
…

(二
九

三
)

の
よ
う

に
、
や
は
り
非
情

の
主
語

の
と
き
に

「
テ
イ
ル
」

が
使

わ
れ

て
い
る
例

だ
が
、

こ
の
訳
文

は
文
脈
か
ら
、
紅
葉

の
葉

が
川
の
流

れ
に
乗

っ
て
流
れ

て
い

く
さ
ま
を
説
明
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
二
九
三
の
歌

は
、
「
も

み
ち

葉

の
流
れ

て
と
ま
る
み
な
と
に
は
紅

ふ
か
き
波

や
立

つ
ら
む
」

で
あ
り
、

こ
の

歌

に
擬

人
法
が
あ
る
と
は
、

～
見
思

え
な

い
。

注
十

一

こ
れ
に
類

し
た
例

が

『唐
詩
選
国
字
解
』

に
も
見
ら
れ
る
。

○
白
鵬

ノ
居

ル
キ

ハ
ヲ
乗

ツ
テ
通

テ
モ
、

ニ
ゲ
ズ

ニ
ト

モ
ぐ

ア
ソ
ン
デ

居

ル

[巻

二

・
七

オ
九
]

○

ア
シ
ガ

シ
ゲ

ツ
テ
ア
ル
其

間
ダ

ニ
、
鳥

ナ
ド
ガ
泊

テ

ア
ル

[巻

一
・

一
五

オ

=

]

前

の
例

は
鵬
が
遊
ん

で
い
る
、

つ
ま
り
動

き
ま
わ

っ
て
い
る
様
子
を
述

べ
た
も

の
で
、
後

ろ

の
例

は
鳥
が
動

か
ず

に
と
ま

っ
て
い
る
様
子

で
あ

る
。

さ
ら

に

「
ア
シ
ガ

シ
ゲ

ツ
テ
ア
ル
」

に
対

し
て
、

○
浮
草
ナ
ド

モ
、
論

濤

ノ
サ

・
波

二
舞

テ
居

ル

[巻

一
・
一
七

ウ
ニ
]

同
じ
植
物

で
も
、

こ
の
よ
う
に
波

に

「
舞

テ
」

い
る
と
き

に
は

「
テ
イ

ル
」
が

使

わ
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

ま
た
、

○
此

ノ
江
水

ハ
何
ゴ

・
ロ
ク
ナ
ガ

レ
テ
イ

ル

ロ巻
七

・
二

一
オ

一
〇
]

元

の
和
歌

や
詩

に
擬
人
法
が
使
わ
れ

て
い
な
く

て
も
、
非
情
物

の
主
語

が
動

い
て
い
る
状
況

の
描
写

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
あ
た
か
も
生

き

て
い
る
か
の
よ
う

に
捉

え
た
と

い
う

こ
と

は
十
分

に
想

像

で
き

る
。

非
情
物

は

一
般
的

に

い

っ

て
、
動
か
な

い
。
と

こ
ろ
が
主
語

で
あ
る
も
の
が
非
情
物

だ
と
し

て
も
、

そ
れ

が
動

い
て
い
る
の
な
ら
あ
た
か
も
有
情

で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
す

る
こ
と
が

あ
り
、
そ

の
意
味

で
有
情

の
範
囲

が
多
少
広

ま

っ
た
、
と

い
う

こ
と
が

い
え
よ

う
か
。
中
世
末

に
有
情
物

と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
人

や
鳥
と

い

っ
た
動
物

に

限
ら
れ

て
い
た
が
、

こ

の
時
期

で
は

「主
語

で
あ

る
も

の
の
具
体
的
な
動
き
」

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
以
外

の
主
語
を
有
情
物
と

み
な
す

こ
と
も
あ

っ
た
よ
う

に
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思
え
る
。

述
語

の
表
現
す
る
内
容

が

「既
然
態
」

や

「状
態
」

で
あ
れ
ば
、
そ
の
文

の

主
語
は
人

間

で
あ
ろ
う
と
植
物

で
あ

ろ
う
と
発
言
時

に
お

い
て
動
き

に
関
係

な

い
。
対

し

て
、

そ
の
文

の
主
語

た
る
も

の
が
動

い
て
い
れ
ば
そ
れ
が

一
般
的

に

は
非
情

(
た
と
え
ば
植
物
)

で
も
有
情
と
み
な
し

て

「
テ
イ

ル
」

が
使

わ
れ
る

こ
と
も
あ

っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

こ
こ
ま

で
述

べ
た
こ
と

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う
な
言
及
が
注
意

さ
れ
る
.

ま
ず
、
森

田
良
行
氏
だ

が
、

「
い
る
」
も
存
在
を
表
す
が
、

こ
れ

は
意
志
的
な
も

の
の
存
在
。
人
、

動
物
、

お
よ
び
擬
人
化
し

た
物

(
そ
れ
自
体
移
動
可
能

な
も
の
、
乗

り
物

な
ど
)
の
存
在

に
用

い
る
。
摸
婁

し
た
存
在
か
ら
、

あ
る
場
面

で
の
具

体
的
存
在

ま
で
幅
が
見
ら
れ

る
。

(傍
点

・
山
下
)

こ
れ
は
現
代
語

に
お
い
て

「
ア
ル
」
と
対
比
し

て

「
イ

ル
」
を
説
明

し
た
も

の
で
あ
る
。

ま
た
、

三
浦

つ
と
む
氏

は
、

…
…
わ
れ

わ
れ

は

「
あ
る
」
「
い
る
」
を
特

に
意
識
し

て
使

い
わ
け
て
い
る

わ
け
で
は
な

い
が
、

そ
こ
に
や
は
り

一
貫
性

の
あ
る

こ
と
が
わ
か

っ
て
く

る
。
生
物
と
無
生
物
、
あ

る
い
は
不
特
定
と
特
定
な
ど
と
い
う
対
象

の
あ

り
か
た
と

は
ま

っ
た
く
関
係
な
し

に
、
対
象
を
動
き
ま
わ
る
も
の
と
把
握

し
た
と
き

に
は

「
い
る
」
を
、
た
と
え
同
じ
対

象

で
も
動

か
な
い
と
き

や

動

き
を
捨
象
し

て
静
止
的

に
把
握
し
た
と
き

に
は

「
あ
る
」

を
、
使

い
わ

け
て
い
る
の
で
あ

る
。
鵬
外
が
宴
会

の
席

の
人

び
と

の
描

写
に

「あ

る
」

を
使

っ
た

の
も
、
筆
者

の
い
い
か
た
を
借
り
る
な
ら

「純
客
観
的

に
」
自

分
か

ら

つ
き

は
な
し

て
、

い
わ
ば
菊
人
形
の

一
場
面

で
も
見
物
す

る
よ
う

注
十
三

な
意
識

で
と
ら
え
た
か
ら

で
あ
る
。

(
傍
点

・
原
文
)

現
代
語

の

「
イ

ル
」

と

「
ア
ル
」

に

つ
い

て
は
、
両
氏

の
ほ
か

に
も
多
く

の

方

々
に
よ
る
言

及
が
あ

っ
て
、
両
語

の
違

い
は
極
め

て
難
し

い
議
論

に
な

っ
て

い
る
の
だ
が
、

そ
の
中

で
両
氏

の
把
握

の
仕
方
は
、
興
味
深
い

こ
と
に
右

に
述

べ
た

『古
今
集
遠
鏡
』

や

『
唐
詩
選
国
字
解
』

の
用
例

か
ら
推
定

し
た
こ
と
と

基
本
的

に

一
致

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
現
代
語
に
お
け
る

「
イ
ル
」

「
ア
ル
」

の

「
有
効
な
違

い
」
が

こ
こ
に
挙
げ
た

「動

き
に
関
わ
る
こ
と
」

で

な
い

に
せ
よ
、

こ
の
よ
う
な
見
方

が

で
き

る
の
は

こ
う
い
う
性
格

を
現
代

の

「
イ
ル
」

「
ア
ル
」

が

一
面

で
は
あ

っ
て
も
持

っ
て
い
る
か
ら

で
は
な

か
ろ
う

か
唯
十
脚
な

く
と
も
私

の
内
省

で
は

こ
の
こ
と

に
肯

定
的

な
感
触
を
得

た
。

既

に
第

一
節

で
中
世
末
か
ら
少
な
く
と
も

『
あ
ゆ

ひ
抄
』

の
時
期

で
は

「
テ

イ
ル
」
と

「
イ
ル
」
、
「
テ
ア
ル
」
と

「
ア
ル
」

が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
面

で
共
ハ通

の

性
格

を
持

っ
て
い
た

こ
と
を
述

べ
た
。

そ

の
こ
と
を
勘
案
す

る
と
、

『
あ

ゆ
ひ

抄
』
に
近

い
時
期

で
は
、
森

田
氏
と
三
浦
氏
が
述

べ
た

「
イ

ル
」
「
ア
ル
」
の
違

い
に
近

い
性
格
が
両
語

に
あ
り
、
そ

の
性
格

が

「
テ
イ

ル
」
「
テ

ア
ル
」
に
反
映

し

て
右

に
挙
げ
た
よ
う
な
現
象
を
示
し
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
考

え
る
と
、
今

ま

で
あ
た
か
も
熟
合

し
た
形
式

で
あ

る
か

の
よ
う

に
過

去

の

「
テ
イ
ル
」
「
テ
ア
ル
」
を
扱

っ
て
き
た
が
、

む
し
ろ

「
テ
+
イ
ル
」
「
テ

+
ア
ル
」
と
扱
う
ほ
う
が
実
態
に
即
し
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
.現
代
語

の
特

に

「
テ
イ
ル
」

の
よ
う

に

「
イ

ル
」
と
い
う
動
詞

の
意
味

か
ら
大
き
く
離
れ
、

一

つ
の
文
法
的
範
疇

の
た
め

の
形
式

(
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
)
だ
と

い
う
学
説
が
出

さ
れ

る
ほ
ど

に
熟
合
し
形
式
化
し
た
も

の
と
は
違

う
の
で
あ

る
。

だ
と
す
る
と
、
今
ま

で
に
述

べ
た
中
世
末

か
ら
近
世
中
期

に
お
け
る

「
テ
+

ア
ル
」
は
、
そ
の
上
接
動
詞

(制
限
な
し
)
の
意
味
す
る
動

作

の
結

果
が

「
今
、

あ
る
」
と
捉
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
。
「
め
が
あ

ひ
て
有
」
「
し
と
め

て
有
」

「
し

つ
て
有
」
「
も

つ
て
有
」

「
サ
キ
乱

レ
テ
ア
ル
」
等
、

こ
の
よ
う
に
考
え

て

無
理
は
な

い
よ
う
に
思

え
る
。
「
既
然
態
」
で
あ
る
か

「
状
態
」
で
あ
る
か
は
上
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接
動
詞

の
意
味
す

る
動
作

の
性
格

に
よ

る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見

る
と

中
世
末
か
ら
近
世
中
期
頃

の

「
テ
+
ア
ル
」
が
理
解

で
き
る
の

で
は
な
か
ろ
う

か
。と

こ
ろ

で
、
「
テ
+
イ

ル
」
が
現
代

語
の

「
テ
イ

ル
」
の
よ
う
に
熟
合
し
形
式

化
が
進
ん
だ

こ
と
に

つ
い
て
だ
が
、
何

ら
か
の
理
由

で

「
テ
+
イ
ル
」

の
使
用

範
囲
が
広

が

っ
て
、

「
テ
+

ア
ル
」

の
範
囲
を
侵
食
し

て
い
く
と
共

に

「
イ

ル
」

「
ア
ル
」
の
違

い
に
対
応
し
な
く
な
り
、
「
テ
イ

ル
」
と

い
う
形

で
独
立
性
を
高

め
て
い

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

こ
れ
が
進

ん
で
、
現
代
語

の

「
テ

ア
ル
」

は
、
上
接
動
詞

(他
動
詞
)

の
意
味
す

る
動
作

の
結
果
が

「物

」
あ
る

い
は

「
準
備
し
た

こ
と
」
と
し

て

「
あ
る
」

の
を
表
現
す
る
用
法

に
限
定

さ
れ

た

の
で
は
な
か
ろ
う
か

(図
)
。
た
だ
し
、
「
テ
+
イ

ル
」
に
よ
る
侵
食

が
始

ま

っ

た
理
由
ま

で
は
、

こ
こ
で
は
示
す

こ
と
が

で
き
な
い
。

[図
]

〈
中
世
末

～
近
世
中
期

〉

〈
現
代
〉

以
上
、
中
世
末

か
ら
近
世
中
期
頃

の

「
テ
+
イ
ル
」
「
テ
+
ア
ル
」
に

つ
い
て

幾

つ
か
の
こ
と
を
述

べ
て
き

た
。
た
だ
、
こ
れ

ら
の
時
期

の

「
テ
+
イ

ル
」
「
テ

+

ア
ル
」

の
使

い
わ
け
が
こ
れ

で
す

べ
て
明

ら
か

に
な

っ
た
わ
け

で
は
当
然
な

い
。
本
稿

は

一
つ
の
視
点
か
ら
解
釈
を
試
み
た

に
過
ぎ
な
い
。
「
イ
ル
」
「
ア
ル
」

に
は
、

こ
こ
で
触

れ
た
以
外

の
性
格
も
あ

る
だ

ろ
う
し
、
特

に
近
世

の

「
テ
+

イ

ル
」

に

つ
い
て
は
、
現
代

の
よ
う

に
熟
合
し
た
形
式

に
な
る
過
度
期

で
あ
る

と
も

い
え
、
個

々
の
用
例

に

つ
い
て

一
層

の
注
意

深

い
考

察
が

必
要

で
あ

ろ

う
。

[注

]

一
、
柳
田
征
司
氏

「
近
代
語

「
テ
ア
ル
」
」
(『愛
媛
国
文

と
教
育
』

一
九
昭
六
二

∴

二
)

は
中

世
以
後
の

「
テ
ア
ル
」
が
上
代
に
見
え
る

「
テ
ア
リ
」
と
連
続
し
た
も

の
で
あ

る
こ

と
を
論

証
し
た
。

首
肯

で
き
る
論
で
あ
る
。

た
だ
、
本
稿

で
は

一
対

の

「
テ
イ

ル
」
と

「
テ

ア
ル
」

を
対
象
と
し

て
い
る
た
め
、

そ
の
よ
う
な
用
例

は
中
世

に
な

っ
て
か
ら
見

え
る
、

と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

二
、

『
室
町
時

代
言
語

の
研
究
』

『徳
川
時
代
言
語

の
研
究

上
方
篇
』

『
江
戸
言
葉

の
研

究
』
。
こ
こ
に
引
用
し
た

の
は

『徳
川
時
代
言
語

の
研
究

上
方
篇
』

二
二
七
頁
と

一
四

二
頁

で
あ

る
。

三
、
『徳
川
時
代
言
語

の
研
究

上
方
篇
』
の

「引
用
書
」

の
項

の
略
名

・
頁
数

と
対

照
す

る
と
、
近
松
門
左
衛
門

の

「傾
城
富
士

見
る
里

(第
二
)
」

で
あ

る
。

四
、
坪

井
美
樹

氏

「近
世

の
テ
イ
ル
と

テ
ア
ル
」

(『
佐
伯
梅
友
博
士

喜
寿
記
念
国

語
学
論

集
』
昭
五

一
・
一
二
)。

五
、
体
裁
は
、
中
田
祝
夫
氏

・
竹
岡
正
夫

氏
著

『
あ
ゆ
ひ
抄
新
注
』

に
依

る
。

六
、
坪
井
氏

「
近
世

の
テ
イ

ル
と

テ
ア
ル
」
。

七
、

テ
キ

ス
ト
は
池
田
廣
司
氏

・
北
原
保
雄
氏
著

『大
蔵
虎
明
本
狂
言
集

の
研
究

本
文

篇
』
(上

・
中

・
下
)
を
用

い
た
。
引
用
文

の
体
裁
は

こ
れ

に
依
る
。
例
え
ば

(

)

で

く
く

っ
た

の
は

「
ト
書

き
」

で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

八
、
テ
キ
ス
ト
は
国
会
図
書
館
蔵
寛
永
十
年
版

で
、
『抄
物
大
系
』
所
収

(
『勉
誠
社
文

庫
』

再
録
)

の
も
の
で
あ
る
。

九
、

『本
居
宣
長
全
集
』

3

(筑
摩
書
房
)。

十
、
『
稿
本
あ
ゆ
ひ
抄

』
(引
用
は
竹
岡
正
夫
氏
著

『富
士
谷
成
章
全
集
』
の
体
裁

に
従

う
)

に
は
次

の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。

ヱ
る

ヱ
リ

ヱ
ら

ヱ
れ

ヱ
は
よ
そ
ひ
の
目
前
也
、

ら
り
る
れ

ろ
皆
有

の
心
な
る
故
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に
里
に

Ⅲ
ツ
テ
ア
ル

=
ン
テ
ア
ル

㎜
シ
テ
ア
ル

一
イ
テ
ア

ル

=
イ
デ

ア
ル

一靱

此

数
語

ヲ
又
所

に
よ
り
有
情

の
も

の
に
は
テ
ヰ
ル
と
心
得

て
よ
む

べ
し
、

○
①
O
e

e
多
き
詞

な
れ
ば
引
寄

に
及

へ
か
ら
す
、

今

ひ
と

つ
ふ
た

つ
を

い
た
し

て
大
む
ね

を
見
す
、
…
…
秋

の
野

に

(な
ま
め
き
た

て
る
を

み
な

へ
し
、
古

・
一
〇

一
六
)
の

幕
は
非
情

の
女
郎
花

を
有
情

に
な
し

て
よ
め

る
也
、
〈有
類
〉

ま
た
、内

外

の
詞
と

い
ふ
こ
と
あ

り
、
あ

ら
く

と
い

へ
は
、
内

は
我

う

へ
、
外

は
人
物
事

の
上

に
ま
か
せ
て
い
ふ
詞

さ
れ
と

(
寄
に
)
(螢
)
人
物

事
を
わ
か
う

へ
に
な
し
て

い
ふ
と
き

は
又
内
詞

と
な

る
な
り
、

行
螢
雲

の
上
ま

て
い
ぬ

へ
く
は
の

へ
く
の
類

也
。
螢
は
外

な
れ
ど
螢

に

(行
)
と
は

ゞ
い
ぬ

へ
し
と

こ
た
ふ
る
心
を

も
ち

て
い
ふ

故
也
、
内
詞
也
、

〈お
ほ
む
ね
〉

十

.
、

服
部
南
郭
。
刊
記

は
、

文
化
十

一
年
甲
戌
六
月
再
板

書
騨

江
戸

日
本
橋
南
武
町
目
西
側
角

小
林
新
兵
衛

梓

十

二
、

『基
礎
日
本

語
』
1

(昭
五
二

・
一
〇
)

五

一
頁
。

十

三
、
『
日
本
語

の
文

法
』

(
一
九
七
五

・
七
)

一
九
三
頁
。

十
四
、
瀬
良
益
夫
氏

「万
葉
集
に
お
け
る
有
情
と
そ
の
存
在
の
表
現
1

「
ゐ
る
」
と

「を

り
」
を
中
心
と
し

て

」
(『語
文
研
究
』
六

・
七
合
昭
三
二

・
一
)
は
上
代

に
お

い
て

も

「
ゐ
る
隔
「
を
り
」

と

「
あ
り
」
と

の
間

に
こ
の
よ
う
な
関
係
が
あ

っ
た
と
す
る
。
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