
昔
、
竹た

け

取と
り

の
翁お

き
なと

呼
ば
れ
る
人
が
い
ま
し
た
。

野
や
山
に
入
っ
て
い
つ
も
竹
を
取
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
使
っ
て
い
ま
し
た
。
翁
の
名
は
、
さ
ぬ
き
の

造
み
や
つ
こと

い
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、
竹
の
中
に
、
根
も
と
が
光
る
竹
が
一
本
あ
り
ま
し
た
。
不
思
議
に
思
っ
て
近
寄
っ
て
み
る
と
、
筒つ

つ

の
中

が
光
っ
て
い
ま
し
た
。
中
に
、
三
寸
く
ら
い
の
人
が
か
わ
い
ら
し
い
姿
で
座す

わ

っ
て
い
ま
し
た
。

翁
は
こ
の
子
を
家
に
連
れ
て
帰
り
、
媼お

う
なと
一い

っ

緒し
ょ

に
大
切
に
育
て
ま
し
た
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
１
か
ぐ
や
姫ひ

め

の
生お

い
立
ち
と
成
長

かぐや姫の入ったかごは竹を編んで作ったもの。

教
科
書
の
絵
と
、
右
の
絵
と
で
は
、
か
ぐ
や
姫
と
翁
、
媼
の
描え

が
か
れ
方
に
ど
の
よ
う
な
違ち

が
い
が
あ
り
ま
す
か
。

翁
の
名
前
は
何
と
い
い
ま
し
た
か
。

「
三
寸
」
と
は
現
在
の
ど
れ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
し
ょ
う
。

考問問今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
者
あ
り
け
り
。

1

（
ウ
）



そ
の
後
、
翁
は
、
し
ば
し
ば
竹
の
中
に
黄
金
を
見
つ
け
る
よ
う
に
な
り
、
し
だ
い
に
裕ゆ

う

福ふ
く

に
な
り
ま
し
た
。

女
の
子
は
、
育
て
る
う
ち
に
、
ぐ
ん
ぐ
ん
と
成
長
し
ま
し
た
。
三
か
月
く
ら
い
過
ぎ
た
頃こ

ろ

に
は
、
一
人
前
の
大
き

さ
の
人
に
な
っ
た
の
で
、
髪か

み

上
げ
と
裳も

着ぎ

と
い
う
成
人
の
お
祝
い
を
し
ま
し
た
。

翁
は
、
御み

室む
ろ

戸ど

斎い
ん

部べ

の
秋あ

き

田た

を
呼
ん
で
名
前
を
つ
け
さ
せ
ま
し
た
。
秋
田
は
、「
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
」
と
名
づ

け
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
三
日
間
、
お
祝
い
の
宴え

ん

会か
い

を
し
ま
し
た
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
２
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
と
名
づ
け
る

か
ぐ
や
姫
を
見
つ
け
て
か
ら
、
翁
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
ま
し
た
か
。

か
ぐ
や
姫
が
大
人
の
大
き
さ
に
な
る
に
は
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
が
か
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

「
裳
着
」
と
は
ど
の
よ
う
な
儀ぎ

式し
き

で
し
ょ
う
。

問問問翁
、
竹
を
取
る
こ
と
、
久
し
く
な
り
ぬ
。
勢
ひ
、
猛ま

う

の
者
に
な
り
に
け
り
。

2

（
モ
ウ
）

かぐや姫はかごから出て、成人女性の衣
い

装
しょう

を身につけている。

（
イ
）



や
が
て
か
ぐ
や
姫
は
、
輝か

が
やく

ば
か
り
に
美
し
く
成
長
し
ま
し
た
。

評
判
を
聞
い
て
、
若
者
た
ち
が
、
か
ぐ
や
姫
に
結け

っ

婚こ
ん

を
申
し
込こ

も
う
と
、
家
の
周
り
に
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
か

ぐ
や
姫
の
姿
を
ひ
と
目
で
も
見
よ
う
と
、
中
に
は
垣か

き

根ね

に
穴
を
開
け
て
、
の
ぞ
き
こ
も
う
と
す
る
者
も
い
ま
し
た
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
３
若
者
た
ち
が
押お

し
寄
せ
る

絵
の
中
の
若
者
た
ち
は
、
翁
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
話
し
か
け
て
い
る
か
、
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

絵
の
中
の
翁
は
、
若
者
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
か
、
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
か
ぐ
や
姫
を
得
て
し
か
な
、
見
て
し
か
な
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
し
ょ
う
。

考考問こ
の
か
ぐ
や
姫
を
得
て
し
か
な
、
見
て
し
か
な
と
、
音
に
聞
き
め
で
て
惑ま

ど

ふ
。

3

若者たちが、壁
かべ
に手を当てて、中をのぞきこんでいる。

（
ウ
）



日
暮
れ
に
な
る
と
、
求
婚
者
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
て
、
笛
を
吹ふ

い
た
り
、
歌
を
歌
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
翁
は
、
特
に
熱
心
に
求
婚
し
た
五
人
の
貴
族
の
中
か
ら
結
婚
相
手
を
決
め
る
よ
う
、
か
ぐ
や
姫
に
促う

な
がし

ま
し
た
。

か
ぐ
や
姫
は
、
自
分
が
求
め
る
品
を
用
意
で
き
た
人
を
結
婚
相
手
に
し
よ
う
と
言
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
難
題
を
出
し

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
品
々
で
し
た
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
４
五
人
の
求
婚
者
に
難
題
を
提
示

求
婚
者
た
ち
が
笛
を
吹
い
た
り
歌
を
歌
っ
た
り
し
て
み
せ
た
の
は
ど
う
し
て
か
、
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

か
ぐ
や
姫
は
、
ど
の
よ
う
な
つ
も
り
で
求
婚
者
た
ち
に
難
題
を
出
し
た
の
か
、
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

考考い
づ
れ
も
劣お

と

り
優ま

さ

り
お
は
し
ま
さ
ね
ば
、
御
心
ざ
し
の
ほ
ど
は
見
ゆ
べ
し
。

4

笛を吹く人と、扇
おうぎ
で拍
ひょう
子
し
を取る人がいる。

（
ズ
）

（
ワ
）



石
作
の
皇
子
が
か
ぐ
や
姫
か
ら
求
め
ら
れ
た
品
は
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
で
す
。
こ
れ
は
、
昔
、
天て

ん

竺じ
く

（
イ
ン
ド
）

で
お
釈し

ゃ

迦か

様さ
ま

が
使
っ
た
と
い
わ
れ
る
、
光
る
石
の
鉢
で
す
。
皇
子
は
、
天
竺
に
取
り
に
行
っ
た
と
偽

い
つ
わ

っ
て
、
山
寺

に
あ
っ
た
鉢
を
、
錦に

し
きの

袋ふ
く
ろに

入
れ
て
、
造
花
の
枝
に
結
び
つ
け
て
か
ぐ
や
姫
の
家
に
持
っ
て
き
ま
し
た
。

か
ぐ
や
姫
は
、
そ
の
鉢
に
は
伝
説
ど
お
り
の
光
が
な
い
こ
と
を
不ふ

審し
ん

に
思
い
、
偽に

せ

物も
の

だ
と
見
破
り
ま
し
た
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
５
石い

し

作つ
く
り

の
皇み

子こ

と
仏ほ

と
けの
御み

石い
し

の
鉢は

ち

本
物
の
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
品
で
す
か
。

か
ぐ
や
姫
は
、
ど
こ
に
目
を
つ
け
て
目
の
前
の
鉢
が
偽
物
で
あ
る
と
見
破
り
ま
し
た
か
。

「
天
竺
」
と
は
、
今
日
の
、
ど
の
国
を
さ
す
で
し
ょ
う
。

問問問石
作
の
皇
子
は
、
心
の
し
た
く
あ
る
人
に
て
、

5

石作の皇子は、仏の御石の鉢を錦の袋に包み、造花に結びつけて翁に届けた。



く
ら
も
ち
の
皇
子
が
か
ぐ
や
姫
か
ら
求
め
ら
れ
た
品
は
蓬
萊
山
に
あ
る
と
い
う
「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
で
す
。
く
ら

も
ち
の
皇
子
は
、
蓬
萊
山
に
行
っ
た
と
見
せ
か
け
、
三
年
を
費つ

い

や
し
て
、
職
人
に
宝
玉
の
枝
を
作
ら
せ
ま
し
た
。

で
き
あ
が
っ
た
偽
の
玉
の
枝
を
姫
に
届
け
、
ど
ん
な
に
困
難
な
旅
で
あ
っ
た
か
偽
の
冒ぼ

う

険け
ん

譚た
ん

を
語
り
ま
す
。
し
か

し
、
そ
こ
へ
職
人
た
ち
が
来
て
、
未み

払ば
ら

い
の
賃
金
を
要
求
し
た
こ
と
か
ら
、
う
そ
が
露ろ

見け
ん

し
ま
し
た
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
６
く
ら
も
ち
の
皇
子
と
蓬ほ

う

萊ら
い

の
玉
の
枝

「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
の
「
玉
」
と
は
何
を
意
味
す
る
で
し
ょ
う
。

く
ら
も
ち
の
皇
子
は
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
人
物
で
し
ょ
う
。

く
ら
も
ち
の
皇
子
は
、
何
年
間
、
か
ぐ
や
姫
の
前
に
姿
を
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

問考問く
ら
も
ち
の
皇
子
は
、
心
た
ば
か
り
あ
る
人
に
て
、

6

翁に蓬萊の玉の枝を差し出すくらもちの皇子。



阿
倍
御
主
人
が
か
ぐ
や
姫
か
ら
求
め
ら
れ
た
品
は
火
に
入
れ
て
も
燃
え
な
い
と
い
う
「
火
鼠
の
皮
衣
」
で
す
。
阿

倍
御
主
人
は
唐も

ろ

土こ
し

か
ら
や
っ
て
き
た
商
人
か
ら
黄
金
と
ひ
き
か
え
に
皮
衣
を
入
手
し
ま
す
。
喜
ん
で
か
ぐ
や
姫
の
も

と
に
現
れ
た
阿
倍
御
主
人
で
し
た
が
、
か
ぐ
や
姫
の
指
示
で
皮
衣
を
火
に
入
れ
る
と
あ
っ
と
い
う
間
に
燃
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
７
阿あ

倍
御み

主う

人し

と
火ひ

鼠ね
ず
み

の
皮か

わ

衣ぎ
ぬ

「
火
鼠
の
皮
衣
」
の
特と

く

徴ち
ょ
う
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
か
。

「
唐
土
」
と
は
、
今
日
の
、
ど
の
国
を
さ
す
で
し
ょ
う
。

問問火
の
中
に
う
ち
く
べ
て
焼
か
せ
た
ま
ふ
に
、
め
ら
め
ら
と
焼
け
ぬ
。

7

べ
の

翁と話す阿倍御主人。火鼠の皮衣を見るかぐや姫。

（
モ
ウ
）



大
伴
御
行
が
か
ぐ
や
姫
か
ら
求
め
ら
れ
た
品
は
竜
の
首
に
五
色
に
輝
く
と
い
う
「
竜
の
首
の
玉
」
で
す
。
御
行
は

家
来
に
玉
の
入
手
を
命
じ
ま
す
が
、
彼か

れ

ら
は
出
か
け
る
ふ
り
を
し
て
逃に

げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
度
は
御
行
自
身
が

筑つ
く

紫し

へ
と
船
を
こ
ぎ
だ
し
ま
す
が
、
大
変
な
嵐あ

ら
しに

あ
っ
て
難
破
し
て
し
ま
い
ま
す
。
御
行
は
播は

り

磨ま

の
国
に
流
れ
着
き

ま
し
た
が
、
そ
の
目
は
李す

も
もの

よ
う
に
は
れ
上
が
り
、
自
分
で
立
つ
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
８
大お

お

伴と
も
の

御み

行ゆ
き

と
竜た

つ

の
首
の
玉

「
逆げ

き
鱗り

ん
に
触ふ

れ
る
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
ど
の
よ
う
な
意
味
で
し
ょ
う
。

家
来
た
ち
は
、
大
伴
御
行
を
ど
の
よ
う
な
人
物
と
思
っ
て
い
た
か
、
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
筑
紫
」「
播
磨
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
今
日
の
、
ど
の
地
方
を
さ
す
で
し
ょ
う
。

問考問浪な
み

は
船
に
う
ち
か
け
つ
つ
巻
き
入
れ
、
雷か

み

は
落
ち
か
か
る
や
う
に
ひ
ら
め
き
か
か
る
に
、

8

自ら船
ふな
出
で
する大伴御行の上空に雷が近づく。

（
ヨ
ウ
）



石
上
麿
足
が
か
ぐ
や
姫
か
ら
求
め
ら
れ
た
品
は
「
燕

つ
ば
く
ら
めの

子
安
貝
」
で
す
。
麿
足
は
籠か

ご

に
乗
り
、
高
所
の
巣
の
中
を

探
り
ま
す
。
す
る
と
平
た
い
も
の
が
手
に
触ふ

れ
た
の
で
、
子
安
貝
を
手
に
入
れ
た
と
思
っ
た
瞬

し
ゅ
ん

間か
ん

、
綱つ

な

が
切
れ
、

麿
足
は
鼎か

な
えの

上
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
腰こ

し

が
動
か
な
く
な
っ
た
麿
足
は
、
か
ぐ
や
姫
と
結
婚
で
き
る
と
大
喜
び
。

し
か
し
、
そ
の
手
に
握に

ぎ

っ
た
も
の
が
燕つ

ば
めの

糞ふ
ん

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
麿
足
は
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
を

聞
い
て
か
ぐ
や
姫
は
、
あ
わ
れ
な
こ
と
と
思
っ
た
の
で
し
た
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
９
中ち

ゅ
う

納な

言ご
ん

石い
そ
の

上か
み
の

麿ま
ろ

足た
り

と
燕

つ
ば
く
ら
めの
子こ

安や
す

貝が
い

「
鼎
」
と
は
ど
の
よ
う
な
道
具
か
、
知
っ
て
い
ま
す
か
。

か
ぐ
や
姫
の
、
石
上
麿
足
へ
の
反
応
に
は
他
の
求
婚
者
と
比
べ
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
り
ま
し
た
か
。

絵
で
は
、
石
上
麿
足
は
、
籠
で
は
な
く
、
ど
こ
か
ら
落
ち
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
か
。

問問問燕
の
ま
り
お
け
る
古ふ

る

糞く
そ

を
握
り
給
へ
る
な
り
け
り
。

9

転げ落ちる石上麿足を支え、助け起こそうとする人々。

（
エ
）



か
ぐ
や
姫
の
噂う

わ
さは

つ
い
に
帝
の
耳
に
も
届
き
ま
す
が
、
か
ぐ
や
姫
は
会
お
う
と
し
ま
せ
ん
。
狩か

り
を
口
実
に
や
っ

て
き
た
帝
が
か
ぐ
や
姫
の
袖そ

で

を
捕と

ら
え
て
も
、
顔
を
見
せ
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。
帝
が
か
ぐ
や
姫
を
強ご

う

引い
ん

に
連
れ
て
行

こ
う
と
す
る
と
、
か
ぐ
や
姫
は
影か

げ

の
よ
う
な
姿
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
帝
は
、
そ
の
後
、
か
ぐ
や
姫
に
た
び
た

び
歌
や
手
紙
を
送
り
、
か
ぐ
や
姫
も
ま
た
そ
れ
に
応
じ
て
、
二
人
に
は
心
の
交
流
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
10
帝み

か
ど
の
訪
問

こ
の
時
代
の
狩
り
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

影
の
よ
う
に
な
っ
た
か
ぐ
や
姫
は
ど
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
た
の
か
、
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

帝
は
か
ぐ
や
姫
を
ど
の
よ
う
な
乗
り
物
に
乗
せ
て
連
れ
て
帰
ろ
う
と
し
た
で
し
ょ
う
。
絵
を
見
て
考
え
ま
し
ょ
う
。

問考考御お
ほ
ん

輿こ
し

を
寄
せ
た
ま
ふ
に
、
こ
の
か
ぐ
や
姫
、
き
と
影
に
な
り
ぬ
。

10

立ち上がって帝から逃
のが
れようとするかぐや姫。

（
モ
ウ
）

（
オ
）



そ
の
頃
か
ら
か
ぐ
や
姫
は
月
を
見
て
は
も
の
思
い
に
ふ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
心
配
し
た
翁
が
何
を
聞
い
て

も
答
え
な
か
っ
た
か
ぐ
や
姫
で
し
た
が
、
つ
い
に
八
月
十
五
日
が
近
づ
い
た
一
夜
、
翁
に
対
し
て
自
ら
が
月
の
都
の

人
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
ま
す
。
十
五
日
に
月
か
ら
迎む

か

え
が
来
る
こ
と
を
姫
か
ら
聞
か
さ
れ
た
翁
は
す
っ
か
り
老ふ

け

こ
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
11
か
ぐ
や
姫
、
月
を
見
て
嘆な

げ

く

八
月
十
五
日
の
月
を
何
と
呼
ぶ
か
知
っ
て
い
ま
す
か
。

翁
に
対
し
て
、
か
ぐ
や
姫
が
何
も
答
え
な
か
っ
た
の
は
ど
う
し
て
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

か
ぐ
や
姫
か
ら
秘
密
の
告
白
を
聞
い
た
翁
の
気
持
ち
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
、
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

問考考か
ぐ
や
姫
、
月
の
お
も
し
ろ
う
い
で
た
る
を
見
て
、
つ
ね
よ
り
も
物
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
。

11

空には月がかかり、かぐや姫も翁も涙
なみだ
をこぼす。

（
イ
）



帝
は
、
か
ぐ
や
姫
を
守
る
た
め
に
、
二
千
人
の
人
を
翁
の
家
に
派は

遣け
ん

し
ま
す
。
そ
の
日
の
子ね

の
刻
頃
、
空
か
ら
雲

に
乗
っ
た
人
々
が
降
り
て
き
て
、
翁
の
家
の
周
り
は
昼
間
の
よ
う
に
明
る
く
な
り
ま
し
た
。
警
護
の
者
た
ち
は
手
に

力
が
入
ら
な
く
な
っ
て
、
戦
う
気
力
も
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
12
警
護
す
る
兵
士

「
子
の
刻
」
と
は
、
現
在
の
何
時
頃
を
さ
す
で
し
ょ
う
。

警
護
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
武
器
を
持
っ
て
い
ま
す
か
、
絵
を
見
て
考
え
ま
し
ょ
う
。

帝
が
遣つ

か
わ
し
た
警
護
の
者
た
ち
は
、
何
人
ぐ
ら
い
で
し
た
か
。

問考問か
の
都
の
人
は
、
い
と
け
う
ら
に
、
老
い
を
せ
ず
な
む
。

12

帝から派遣された警護の者たち。

（
キ
ョ
ウ
）

（
ン
）



天て
ん

人に
ん

の
一
人
が
、
か
ぐ
や
姫
は
天
上
で
罪
を
犯お

か

し
た
か
ら
、
地
上
で
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
と
説
明
し
、
か
ぐ
や

姫
を
返
す
よ
う
に
促
し
ま
す
。
天
人
が
天あ

ま

の
羽は

衣ご
ろ
も

を
着
せ
よ
う
と
す
る
と
、
か
ぐ
や
姫
は
、
少
し
待
っ
て
ほ
し
い

と
言
っ
て
帝
に
手
紙
を
書
き
ま
す
。
書
き
終
え
た
か
ぐ
や
姫
に
天
人
が
衣
を
着
せ
る
と
、
翁
や
媼
を
気
の
毒
だ
、
い

た
わ
し
い
と
思
う
気
持
ち
は
全
て
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
13
か
ぐ
や
姫
、
月
に
帰
る

天
上
世
界
の
人
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
の
は
ど
う
し
て
で
し
た
か
。

「
天
の
羽
衣
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
衣
で
し
た
か
。

天
の
羽
衣
を
着
せ
ら
れ
る
瞬
間
の
か
ぐ
や
姫
の
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
、
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

問問考今
は
と
て
天あ

ま

の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
け
る

13

かぐや姫を迎えるために天人が降りる。

（
オ
）

（
ワ
）

（
イ
）



か
ぐ
や
姫
の
手
紙
を
読
ん
だ
帝
は
、
こ
の
世
で
最
も
天
に
近
い
山
は
ど
こ
か
と
尋た

ず

ね
ま
す
。
臣
下
が
駿す

る
が河

の
国
に

あ
る
山
で
す
と
答
え
る
と
、
姫
が
残
し
て
い
っ
た
不
死
の
薬
と
、
帝
に
宛あ

て
た
手
紙
を
、
山
の
頂
で
焼
く
よ
う
に
指

示
し
ま
し
た
。
多
く
の
士
（
つ
わ
も
の
）
た
ち
が
山
に
登
っ
た
た
め
、
そ
の
山
は
富ふ

士じ

山さ
ん

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
不
死
の
薬
を
焼
い
た
煙け

む
りは

今
も
天
に
立
ち
上
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

   

音
読
し
て
み
よ
う

『
物
語
の
始
ま
り
―
―
竹
取
物
語
』

竹
取
物
語
14
不
死
の
薬

「
駿
河
の
国
」
と
は
今
日
の
、
ど
の
地
方
で
す
か
。

帝
は
な
ぜ
、
山
の
頂
上
で
手
紙
と
不
死
の
薬
を
焼
か
せ
た
の
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

『
竹
取
物
語
』
で
は
、
富
士
山
の
名
前
の
由
来
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
か
。

問考問そ
の
煙け

ぶ
り、

い
ま
だ
雲
の
中
へ
立
ち
の
ぼ
る
と
ぞ
、
い
ひ
伝
へ
た
る
。
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臣下が帝に、かぐや姫の手紙と不死の薬を献
けん
上
じょう
する。

（
イ
）

（
エ
）




