
『
竹
取
物
語
』
〔
か
ぐ
や
姫
の
生
い
立
ち
〕
の
表
現
技
法

 

─�

特
に
「
ち
ご
（
児
）」
に
注
目
し
て�

─

�

関

一

雄

は
じ
め
に

『
竹
取
物
語
』
の
冒
頭
段
〔
か
ぐ
や
姫
の
生
い
立
ち
〕
に
は
、
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
疑
問
乃
至
問
題
に
す
べ
き
表
現
が
散
見
す

る
。
本
稿
は
そ
の
中
で
、
多
く
は
乳
児
・
幼
児
を
意
味
す
る
「
ち
ご
」
を
中
心

に
私
見
を
提
示
す
る
。
最
初
に
、
本
文
に
い
く
つ
か
の
符
号
を
付
し
て
引
用
す

る
。

い
ま
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
有
け
り
。
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取

り
つ
ゝ
、
よ
ろ
づ
の
事
に
使
ひ
け
り
。
名
を
ば
、
さ
か
き
の
み
や
つ
こ
と
な

む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
ひ
と
筋
あ
り
け
る
。
あ
や
し
が
り

５�

て
、
寄
り
て
見
る
に
、
筒
の
中
光
り
た
り
φ
。
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か

り
な
る
人
、
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
φ
。
翁
言
ふ
や
う
、「
我
が
、
朝

ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の
中
に
お
は
す
る
に
て
知
り
ぬ
。
子
に
な
り
給
べ
き

人
な
め
り
」
と
て
、
手
に
う
ち
入
れ
て
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
φ
。
め
の
女
に
あ

づ
け
て
や
し
な
は
す
φ
。
う
つ
く
し
き
事
か
ぎ
り
な
し
φ
。
い
と
お
さ
な
け

10
れ
ば
、
こ
に
入
れ
て
や
し
な
ふ
φ
。

竹
取
の
翁
、
竹
を
取
る
に
、
こ
の
子
を
見
つ
け
て
後
に
竹
取
る
に
、
節
を

へ
だ
て
て
よ
ご
と
に
、
黄
金
あ
る
竹
を
見
つ
く
る
事
か
さ
な
り
ぬ
φ
。
か
く

て
翁
、
や
う
〳
〵
ゆ
た
か
に
な
り
行
φ
。

こ
の
＊
１
ち
ご
、
や
し
な
ふ
程
に
、
す
く
〳
〵
と
大
き
に
な
り
ま
さ
る
φ
。

15�

三
月
ば
か
り
に
な
る
ほ
ど
に
、
よ
き
程
な
る
人
に
成
ぬ
れ
ば
、
髪
上
げ
な
ど

左
右
し
て
、
髪
上
げ
さ
せ
、
裳
着
す
φ
。
帳
の
う
ち
よ
り
も
い
だ
さ
ず
、
い

つ
き
や
し
な
ふ
φ
。
こ
の
＊
２
ち
ご
の
か
た
ち
、
け
う
ら
な
る
事
、
世
に
な

く
、
屋
の
う
ち
は
、
く
ら
き
所
な
く
、
光
み
ち
た
り
φ
。
翁
、
心
地
あ
し
く

苦
し
き
時
も
、
こ
の
子
を
見
れ
ば
、
苦
し
き
事
も
や
み
ぬ
φ
。
腹
立
た
し
き

20
こ
と
も
な
ぐ
さ
み
け
り
。

翁
、
竹
を
取
る
事
久
し
く
な
り
ぬ
φ
。
い
き
お
ひ
猛
の
者
に
成
に
け
り
。
こ

の
子
、
い
と
大
き
に
成
ぬ
れ
ば
、
名
を
、
み
む
ろ
と
い
ん
べ
の
秋
田
を
よ
び

て
、
つ
け
さ
す
φ
。
秋
田
、
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
と
つ
け
つ
φ
。
こ
の
程
三

日
、
う
ち
あ
げ
遊
ぶ
φ
。
よ
ろ
づ
の
遊
び
を
ぞ
し
け
る
。
お
と
こ
は
う
け
き

25
ら
は
ず
呼
び
つ
ど
へ
て
、
い
と
か
し
こ
く
遊
ぶ
φ

世
界
の
お
の
こ
、
貴
な
る
も
い
や
し
き
も
、
い
か
で
こ
の
か
ぐ
や
姫
を
、
得

て
し
か
な
、
見
て
し
か
な
と
、
を
と
に
聞
き
め
で
て
ま
と
ふ
φ
。
そ
の
あ
た

り
の
垣
に
も
、
家
の
門
に
も
、
を
る
人
だ
に
た
は
や
す
く
は
見
る
ま
じ
き
物

を
、
夜
る
は
や
す
き
い
も
寝
ず
、
闇
の
夜
に
出
て
、
穴
を
く
じ
り
、
か
ひ
間

30
見
、
ま
と
ひ
あ
へ
り
φ
。
さ
る
時
よ
り
な
む
、「
よ
ば
ひ
」
と
は
言
ひ
け
る
。
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（�

堀
内
秀
晃
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
が
、
一
部
テ
キ
ス
ト
の
漢

字
を
底
本
の
仮
名
表
記
に
直
す
）

一
「
け
り
」
の
用
法
と
登
場
人
物
の
動
作
の
表
現

ａ�

．
二
重
傍
線
部
の
「
け
り
」
は
、
語
り
手
（
作
者
）
が
見
聞
し
た
過
去
の
事

実
を
語
る
マ
ー
カ
ー
。
語
り
始
め
と
終
わ
り
と
、
そ
の
途
中
の
段
落
に
用
い

ら
れ
る
。

助
動
詞
「
け
り
」
の
表
す
過
去
は
、
単
な
る
過
去
で
は
な
く
、
右
に
述
べ
た

よ
う
に
、
物
語
の
語
り
手
が
実
際
に
見
聞
し
た
過
去
の
事
実
で
あ
り
、
こ
の
話

は
実
話
で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
の
「
い
ま
」

は
、
こ
の
物
語
の
中
で
の
「
今
」
で
あ
り
、
語
り
手
が
聴
き
手
に
語
っ
て
い
る

時
の
「
今
」
で
は
な
い
。
従
っ
て
現
代
語
訳
す
れ
ば
、〈
コ
ノ
物
語
ノ
時
ハ
昔

（
ノ
コ
ト
）〉
と
な
る
。
こ
の
「
昔
」
は
、
現
代
語
で
年
配
者
な
ど
が
つ
ぶ
や
く

〈
昔
ハ
ヨ
カ
ッ
タ
〉
と
言
う
時
の
実
感
の
籠
も
っ
た
昔
で
あ
る
。

ｂ�

．
φ
は
、
聴
き
手
が
過
去
の
事
を
あ
た
か
も
現
在
の
こ
と
と
し
て
感
情
移
入

し
た
段
階
で
表
れ
る
。

『
竹
取
物
語
』
の
「
け
り
」
の
用
法
の
特
徴
は
、
語
り
の
始
め
に
繰
り
返
し

用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
は
用
い
ら
れ
な
く
な
る
。
本
文
の
４
行
目
「
も
と
光

る
竹
な
む
ひ
と
筋
あ
り
け
る
。」
ま
で
用
い
ら
れ
る
が
、
５
行
目
「
筒
の
中
光

り
た
り
。」
で
は
、「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
な
い
。
本
文
で
は
φ
の
符
号
を
添
え

た
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
聴
き
手
は
語
り
手
の
語
り
に
引
き
入
れ
ら
れ
「
昔
」

と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
、
正
に
今
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
の
よ
う
に
受
け
取
る
の

で
あ
る
。
現
代
で
言
え
ば
、
映
画
館
な
ど
で
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
世

界
が
最
初
は
別
の
世
界
で
あ
る
と
思
っ
て
見
て
い
た
の
が
、
次
第
に
今
現
在
の

よ
う
に
感
じ
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
と
同
じ
よ
う
な
語
り
の
展
開
が
φ

で
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
映
画
が
終
わ
っ
た
時
、
現
実
の
世
界
に
視
聴
者
は

引
き
戻
さ
れ
る
。
引
用
文
最
終
行
「「
よ
ば
ひ
」
と
は
言
ひ
け
る
。」
で
物
語
の

聴
き
手
は
語
り
の
世
界
か
ら
現
実
に
戻
る
。
た
だ
し
そ
の
途
中
、
20
行
目
「
な

ぐ
さ
み
け
り
」、
21
行
目
「
い
き
お
ひ
猛
の
者
に
成
に
け
り
。」
と
「
け
り
」
が

用
い
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
の
行
間
に
小
段
落
と
も
言
う
べ
き
時
の
流
れ
が

あ
る
、
と
見
た
い
。
こ
れ
は
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
ち
ご
（
児
）」
の
用
法

と
関
わ
る
の
で
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
と
す
る
。

ｃ�

．
太
字
の
動
詞
及
び
擬
態
語
は
、
登
場
人
物
の
動
作
（
演
技
）
を
描
写
す
る

語
（
動
画
的
表
現
）。

「
け
り
」
に
よ
っ
て
、
物
語
世
界
の
時
と
そ
の
流
れ
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
の

世
界
（
舞
台
）
に
登
場
し
て
く
る
人
物
（
役
者
）
の
動
き
（
演
技
）
は
、
動
詞

に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
こ
の
段
落
で
は
、
竹
取
の
翁
が
主
役
で
あ
る
が
、
そ
の

動
作
の
う
ち
太
字
で
示
し
た
１
行
目
「
ま
じ
り
（
ま
じ
る
）」、
４
行
目
「
あ
や

し
が
り
（
あ
や
し
が
る
）」、
８
行
目
「
う
ち
入
れ
（
う
ち
入
る
）」、
24
行
目
「
う

ち
あ
げ
遊
ぶ
」
に
注
目
し
た
い
。
ま
じ
る
＝
入
ッ
テ
動
キ
回
る･

あ
や
し
が
る

＝
ハ
テ
ナ
ト
首
ヲ
傾
ゲ
ル･

う
ち
入
る
＝
サ
ッ
ト
入
レ
ル･

う
ち
あ
げ
遊
ぶ
＝
オ

オ
ッ
ピ
ラ
ニ
宴
ヲ
催
ス

の
よ
う
に
、
現
代
語
訳
し
て
み
る
と
、
目
に
映
じ
、

耳
に
聴
こ
え
る
動
作
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
さ
き
に
物
語
を
映
画
に

な
ぞ
ら
え
て
述
べ
た
が
、
俳
優
（
役
者
）
は
そ
の
演
技
（
動
き
・
表
情
）
で
観

客
を
魅
了
す
る
の
で
あ
る
。
段
落
の
末
尾
に
近
く
登
場
す
る
「
世
界
の
お
の

こ
」
の
動
作
27
行
目
「
ま
と
ふ
」、
最
終
行
「
ま
と
ひ
あ
へ
（
ま
と
ひ
あ
ふ
）」

も
、
ま
と
ふ
＝
ウ
ロ
ウ
ロ
ト
動
キ
回
ル･

ま
と
ひ
あ
ふ
＝
皆
デ
ウ
ロ
ウ
ロ
ト
動

キ
回
ル
で
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
現
代
語
訳
で
サ
ッ
ト
・
ウ
ロ
ウ
ロ
ト
な
ど

の
擬
態
語
を
用
い
た
が
、
本
文
の
14
行
目
「
す
く
〳
〵
と
」
も
同
じ
で
あ
る
。
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二

翁
の
会
話
に
用
い
ら
れ
た
敬
語

ｄ�
．
翁
は
「
三
寸
ば
か
り
な
る
人
」
に
対
し
「
お
は
す
る
・
な
り
給
」
の
尊
敬

語
を
用
い
て
い
る
が
、
地
の
文
は
無
敬
語
で
あ
る
。

地
の
文
が
語
り
手
に
よ
る
登
場
人
物
（
役
者
）
の
演
技
の
描
写
と
そ
の
情
景

（
背
景
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
会
話
文
は
登
場
人
物
の
セ
リ
フ
で
あ
る
。

翁
の
セ
リ
フ
で
、
か
ぐ
や
姫
に
対
し
尊
敬
語
を
用
い
た
の
は
「（
竹
の
中
か

ら
の
）
異
常
出
生
の
子
は
神
の
子
だ
と
す
る
信
仰
が
あ
っ
た
」
と
説
明
す
る
注

釈
書
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
地
の
文
で
は
無
敬
語
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
説

明
す
る
の
か
。
作
者
は
地
の
文
で
は
そ
れ
を
明
か
さ
ず
、
翁
を
通
し
て
そ
の
こ

と
を
示
唆
し
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
私
見
で
は
翁
は
「
三
寸
ば
か
り

な
る
人
」
の
色
白
で
立
派
な
衣
装
を
着
け
た
姿
を
見
て
、
こ
の
お
方
は
高
貴
な

身
分
の
人
で
あ
る
と
と
っ
さ
に
察
し
て
、
敬
語
を
使
っ
て
か
ぐ
や
姫
に
呼
び
か

け
た
も
の
と
解
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
曾
根
誠
一
説
が
関
わ
る
が
、
後
述
す

る
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
地
の
文
と
会
話
文
は
、『
竹
取
物
語
』
で
は
表

現
技
法
が
異
な
る
と
す
る
考
え
を
提
示
す
る
。

三
〔
か
ぐ
や
姫
の
生
い
立
ち
〕
過
程
で
の
「
ち
ご
（
児
）」
の
用
法

ｅ�

．
＊
ち
ご
は
、
チ
ゴ
（
乳
児
）
で
、
乳
児･

幼
児
を
表
す
の
が
、
一
般
。
14
行

目
＊
１
ち
ご
は
幼
児
の
意
で
分
か
る
が
、「
髪
上
げ
な
ど
左
右
し
て
、
髪
上
げ

さ
せ
、
裳
着
す
」
の
後
の
17
行
目
＊
２
ち
ご
は
、
不
審
。

「
髪
上
げ
」
は
、
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書
が
「
女
子
の
成
人
式
で
、
裳
着
の
儀

と
同
時
に
行
わ
れ
る
」
と
説
明
す
る
が
、
そ
れ
で
あ
れ
ば
＊
２
ち
ご
を
、「
乳
児
・

幼
児
」
と
見
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
で
は
そ
こ
を
ど
う
解
し
て
い
る
か
、
以

下
、
管
見
に
入
っ
た
六
つ
の
注
釈
書
を
見
て
い
く
。

１
坂
倉
篤
義
『
日
本
古
典
文
学
大
系

竹
取
物
語
』〔
一
九
五
七
年
〕

○
＊
１
「
ち
ご
」
の
頭
注
に
「
も
と
乳
児
を
指
す
が
、
四
、
五
歳
の
幼

児
を
も
い
う
。」
と
あ
る
が
、
○
＊
２
「
ち
ご
」
に
は
、
注
は
無
く
、
現

代
語
訳
も
無
い
。

２
上
坂
信
男
『
竹
取
物
語
全
訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）〔
一
九
七
八
年
〕

○
＊
１
「
ち
ご
」・
＊
２
「
ち
ご
」
と
も
「
子
」
と
訳
す
。〈
語
釈
〉
に
「
ち

ご 

稚
児
。
乳
児
。
生
後
、
そ
れ
ほ
ど
年
月
経
て
い
な
い
子
ど
も
」
と

あ
る
が
、
＊
２
「
ち
ご
」
を
「
子
」
と
現
代
語
訳
す
る
の
に
は
そ
の
差

が
分
か
ら
ず
疑
義
が
残
る
。

３
片
桐
洋
一
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

竹
取
物
語
』〔
一
九
九
四
年
〕

○
＊
１
「
ち
ご
」
は
「
幼
児
」、
○
＊
２
「
ち
ご
」
は
「
女
の
子
」
と
訳
す
。

＊
１
「
ち
ご
」
＊
２
「
ち
ご
」
と
も
注
が
無
く
、
現
代
語
訳
の
違
い
に
疑

義
が
残
る
。

４
上
坂
信
男
『
竹
取
物
語
全
評
釈
本
文
評
釈
篇
』［
一
九
九
九
年
］

○
＊
１
「
ち
ご
」・
＊
２
「
ち
ご
」
と
も
「
稚
児
」
と
訳
す
。〈
釈
〉
で
、

「〔
ち
ご
〕
は
幼
児
の
こ
と
。「
乳
子
」
の
意
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
。（
中

略
）
本
来
は
乳
呑
み
子
だ
が
、
少
し
大
き
く
な
っ
た
も
の
も
い
い
、
や

が
て
、
寺
院
で
働
く
少
年
や
法
会
に
奉
仕
す
る
子
供
も
稚
児
と
い
う
よ

う
に
な
る
」
と
あ
る
。
現
代
語
の
「
稚
児
」
は
、「
①
社
寺
の
行
列
に

美
装
し
て
加
わ
る
男
女
の
児
童
。
②
男
色
の
相
手
役
と
し
て
の
少
年
。」

（『
新
明
解
国
語
辞
典
第
六
版
』）
と
あ
る
の
で
、
本
文
の
ま
ま
の
語
（
稚

児
）
で
現
代
語
訳
す
る
の
に
は
疑
義
が
残
る
。

５�

上
原
作
和
・
安
藤
徹
・
外
山
敦
子
『
か
ぐ
や
姫
と
絵
巻
の
世
界
』［
二
〇

一
二
年
］

他
の
注
釈
書
と
違
い
古
本
系
統
本
文
に
よ
る
が
、「
ち
ご
」
の
二
カ
所
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は
同
じ
。

○
＊
１
「
ち
ご
」・
＊
２
「
ち
ご
」
と
も
「
幼
児
」
と
訳
す
。
＊
１
「
ち
ご
」・

＊
２
「
ち
ご
」
と
も
に
注
が
無
く
、
特
に
＊
２
「
ち
ご
」
の
「
幼
児
」
と

す
る
現
代
語
訳
に
は
疑
義
が
残
る
。

６
大
井
田
晴
彦
『
竹
取
物
語
現
代
語
訳
対
照
・
索
引
付
』［
二
〇
一
二
年
］

○
＊
１
「
ち
ご
」
は
「
幼
児
」、
＊
２
「
ち
ご
」
は
「
子
」
と
訳
す
。
＊
１
「
ち

ご
」・
＊
２
「
ち
ご
」
と
も
に
注
が
無
く
＊
２
「
ち
ご
」
の
「
子
」
の
現
代

語
訳
に
疑
義
が
残
る
。

こ
の
よ
う
に
１
の
よ
う
な
訳
語
の
な
い
も
の
を
除
く
と
、
２
～
６
で
は
、

「
髪
上
げ
」
に
は
前
述
の
よ
う
な
注
が
あ
る
が
、「
ち
ご
」
に
は
自
明
の
こ
と
と

す
る
の
か
、
注
の
な
い
も
の
も
あ
り
、
＊
１
「
ち
ご
」
＊
２
「
ち
ご
」
の
相
違
に

配
慮
し
た
訳
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
＊
２
「
ち
ご
」
に
つ
い
て
、
３
で
は
「
女

の
子
」
と
す
る
が
、
そ
の
説
明
が
な
く
、
５
の
「
幼
児
」
と
い
う
訳
は
、「
髪

上
げ
」
の
注
と
齟
齬
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
注
釈
者
の
２
と
４
で
は
前
者
が

「
子
」、
後
者
が
「
稚
児
」
と
あ
る
。
本
格
的
な
注
釈
書
で
あ
る
４
の
「
稚
児
」

は
、
当
該
箇
所
で
指
摘
し
た
通
り
、
現
代
語
訳
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
が
、

敢
え
て
本
文
の
ま
ま
の
訳
語
を
当
て
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

四

曽
根
誠
一
論
文
の
謎
解
き

諸
注
釈
書
が
見
過
ご
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
と
な
る
の

が
、
次
の
論
文
で
あ
る
。

曽
根
誠
一

�『
竹
取
物
語
』「
子
に
な
り
給
ふ
べ
き
人
」
の
一
読
解
（『
研
究
講

座

竹
取
物
語
の
視
界
』〈
一
九
九
八
年
〉、
論
文
初
出
「
文
学
・

語
学
一
〇
九
号
」〈
一
九
八
六
年
〉

曾
根
論
文
で
は
、
翁
が
か
ぐ
や
姫
に
敬
語
を
用
い
た
の
は
、
翁
と
姫
の
「
力

関
係
を
根
本
的
に
規
定
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
、
こ
こ
に
〈
禁
止
〉
―
〈
違
反
〉

と
い
う
話
型
の
〈
禁
止
〉
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。」
と
す
る
本
稿
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
曾
根
論
文
と
本
稿
で
の
接
点
は
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。

曾
根
論
文
は
、
前
掲
の
本
文
の
14
行
目
「
こ
の
＊
１
児
（
ち
ご
）
や
し
な
ふ

程
に
、
す
く
〳
〵
と
大
き
に
な
り
ま
さ
る
φ
。」
か
ら
、
21
～
23
行
目
「
こ
の

子
、
い
と
大
き
に
成
ぬ
れ
ば
、
名
を
、
み
む
ろ
と
い
ん
べ
の
秋
田
を
よ
び
て
、

つ
け
さ
す
φ
。」
を
引
用
し
、
そ
の
間
の
、
18
行
目
か
ら
21
行
目
ま
で
の
「
翁
、

心
地
あ
し
く
苦
し
き
時
も
、
こ
の
子
を
見
れ
ば
、
苦
し
き
事
も
や
み
ぬ
φ
。
腹

立
た
し
き
こ
と
も
な
ぐ
さ
み
け
り
。
翁
、
竹
を
取
る
事
久
し
く
な
り
ぬ
φ
。
い

き
お
ひ
猛
の
者
に
成
に
け
り
。」
の
「
翁
」
が
竹
取
と
い
う
賎
民
か
ら
長
者
に

な
る
ま
で
の
過
程
の
語
り
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。こ

こ
で
疑
問
に
思
う
の
は
、
髪
上
げ
・
裳
着
と
命
名
と
は
時
を
お
か
ず
に

行
わ
れ
た
儀
式
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
か
ぐ
や
姫
の
身
体
に
関
す
る
叙
述

が
「
す
く
す
く
と
大
き
に
な
り
ま
さ
る
」
結
果
と
し
て
の
「
よ
き
程
な
る

人
」
と
「
い
と
大
き
に
な
り
ぬ
れ
ば
」
と
で
少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
相
違
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
成
人
と
認
め
る
に
充
分
な
背
丈
の
成
長
と
女

性
と
し
て
の
充
分
な
成
熟
と
の
差
異
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

曾
根
論
文
で
は
、
こ
の
引
用
に
続
き
、
話
型
に
関
わ
る
論
述
が
続
く
が
、
私

見
で
は
表
現
技
法
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
翁
に
関
す
る
語
り
の
中
で
、
時
の
流

れ
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
前
述
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、

翁
に
関
す
る
語
り
の
途
中
に
「
翁
、（
中
略
）
腹
立
た
し
き
こ
と
も
な
ぐ
さ
み
け

り
。
翁
、
竹
を
取
る
事
久
し
く
な
り
ぬ
。
い
き
お
ひ
猛
の
者
に
成
に
け
り
。」
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と
「
け
り
」
が
２
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
語
り
の
中
の
「
竹
を
取
る
事
久

し
く
な
り
ぬ
φ
。」
と
い
う
表
現
と
相
俟
っ
て
二
つ
の
「
け
り
」
の
間
に
時
が

経
過
し
、
曾
根
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
女
性
と
し
て
の
充
分
な
成
熟
」
が

な
さ
れ
、「
秋
田
、
な
よ
た
け
の
か
ぐ
や
姫
と
つ
け
つ
φ
。」
と
い
う
命
名
の
語

り
の
後
に
「
う
ち
あ
げ
遊
ぶ
（
オ
オ
ッ
ピ
ラ
ニ
宴
ヲ
催
ス
）」
と
い
う
動
画
的

表
現
が
続
く
と
い
う
技
法
で
あ
る
。
従
っ
て
、
髪
上
げ
・
裳
着
は
時
を
置
か
ず

な
さ
れ
て
も
、
命
名
は
女
性
と
し
て
の
充
分
な
成
熟
を
待
っ
て
な
さ
れ
、「
う

ち
上
げ
遊
ぶ
」
へ
と
物
語
は
展
開
し
て
い
く
。
こ
の
流
れ
の
な
か
で
、
成
熟
前

の
姫
は
「
ち
ご
（
児
）」
と
い
う
語
を
用
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『
竹
取
物
語
』
の
本
文
に
は
証
本
と
す
べ
き
写
本
は
な
く
、
問
題
の
二
つ
の

「
ち
ご
」（
特
に
＊
２
「
ち
ご
」）
の
表
記
が
「
こ
（
子
）」
の
誤
り
で
は
な
い
か
、

と
の
疑
義
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
残
る
。
従
っ
て
本
稿
の
論
述
は
、
現
在
に
伝

わ
る
転
写
本
・
版
本
の
本
文
が
正
し
い
も
の
と
の
前
提
で
な
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
二
つ
の
「
ち
ご
」
を
現
代
語
訳
で
区
別
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
前
掲
の

２
・
４
の
注
釈
書
は
同
じ
著
者
で
あ
る
が
、
２
で
は
二
つ
と
も
「
子
」、
４
で

は
二
つ
と
も
「
稚
児
」
と
訳
す
。
後
者
で
本
文
の
ま
ま
の
語
（
古
語
）
を
用
い

た
の
は
前
述
し
た
通
り
、
敢
え
て
な
さ
れ
た
も
の
か
、
と
疑
っ
た
の
は
こ
の
た

め
で
あ
る
。

本
稿
の
記
述
は
、
旧
著
『
平
安
物
語
の
動
画
的
表
現
と
役
柄
語
』〔
二
〇
〇

九
年
〕
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
二
つ
の
「
ち
ご
」
の
説
明
の
た
め
に
重

複
し
た
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

�

（
せ
き
・
か
ず
お
）
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