
『今
昔
物
語
集
』
所
収
竹
取
説
話
の
教
材

(学
習
材
)
と
し
て
の
可
能
性

『
竹
取
物
語

』
と

の
比
較

の
先

に
あ
る
も

の

有

馬

義

貴

は
じ
め

に

新

学
習

指
導

要
領

の
全
面

実
施

(年

次
進

行
)
に
よ
り

、
高

等
学

校

で
は
、

平
成

二
十

五

(
二
〇

=
一一)
年

四
月

か
ら

「
国
語

総
合

」
、
平

成

二
十
六

(
二

〇

一
四
)
年

四

月

か
ら

「
古

典

A
」

及
び

「古

典

B
」

に

お

い

て
新

た

な
教

科
書

が
使

用
さ

れ

て

い
る
。

そ

れ
ら

に
収
録

さ

れ

て

い
る
教

材

(学

習
材

)

の
中

で
、
特

色

の
あ

る
も

の

の

一
つ
に
、
第

一
学

習
社

『高

等

学
校

古
典

B

古

文
編

』
(古

B
躍
)
・
『
高

等
学

校

古

典

B
』

(古

B
28
)
・
『高

等

学
校

標
準

古
典

B
』

(古

B
24
)
・
『
高

つリ

ヨ

等
学

校

標
準

古
典

A

物

語

選
』

(古

A
猫
)

の

『竹

取
物

語

』

の
教
材

(学

習

材

)
(-
〉末

尾

で

「
言

語

活
動

」

と

し

て
設
定

さ

れ

て

い

る
、

「
『
今

昔
物

語

集

』

と

の
読

み
比

べ
」

の

「
課
題

」

が
あ

る
。

い
ず

れ

の
教

科
書

の
も

の
も

同

じ
文
章

で
あ

る

が
、
ひ
と

ま
ず

『高

等

学
校

古
典

B

古

文
編

』
(古

B
謝
)

か

ら
引

用
す

る
。

を
ん
な
ご

『
今
昔

物

語
集

』

(巻

三
十

一

・
第

三
十

三

)

の

「
竹
取

の
翁

、

女
児

を
見

つ
け

て
養

ふ
語

」
は
、

『
竹

取
物
語

』

と

ほ
ぼ

同

じ
内
容

を
、

短
く

簡

潔

に
伝

え

る

説
話

で
あ

る
。

そ

こ

で
は
、
帝

に
求
婚

さ
れ

た
か

ぐ
や

姫

は
、

「自

分

は
鬼

で
も
神

で
も

な

い
け
れ

ど
、
空

か

ら
人

が
迎
え

に
来

る
。
」

と
答

え

て
、

ほ
ど
な

く
昇

天
し

て
し

ま
う
。

翁
夫

婦

と
別

れ
を
惜

し
む

場
面

は
描

か
れ

て

い
な

い
。

■
㎜㎜
圏
■

『
今
昔

物
語

集
』

と

『
竹
取
物

語

』

で
は
、

か
ぐ

や
姫

が
結
婚

の
条

件

と

し

て
貴

公

子

た
ち

に
出

し

た
難

題

の
数

と
内

容

が
、

ど

の
よ

う

に
異

な

っ
て

い
る
か
、

ま

た
、

か

ぐ
や

姫

が
昇

天

し
た

後

の
帝

の
行

動

に
は
ど

の
よ
う

な
違

い
が
あ

る
か

、
読

み
比

べ

て
説

明
し

て
み
よ
う
。

『
今

昔
物

語
集

』
所

収

の
い
わ

ゆ
る
竹
取

説
話

(
以
下

、
『
今
昔
竹

取

』
)
は
、

教

師

用
指

導

書

に
お

い
て
参
考

資

料

な

ど
と

し

て
掲
載

さ

れ

る

こ
と

が

一
般

的

で
あ

る
が
、
上

述

の
教
科

書

で
は

、
『
今
昔

竹
取

』

の
本
文

自
体

は
挙
げ

ら

れ

て

い
な

い
も

の

の
、
指

導
書

で

は
な
く

教
科

書

の
中

で
そ

の
存

在

が

紹
介

一
ら

一



さ

れ

て
お
り

、
学

習
者

の
目

に
触

れ
や

す

い
形

に
な

っ
て

い
る
点

で
注

目

に

値
す

る
。

森
晴

彦
氏

も
、

「今

回
検
定

の
版

か

ら
登
場

し
た

」

こ

の

「
課
題

」

に

つ

い

て
、

「成

立

に
関

わ

る
思

想
史

的
影

響
や

時
代
変

遷

や
物
語

の
創
作

過
程

を
考

え

る
上

で
大
変

重

要
な

比

較

が

で
き

る

こ
と
も

あ
り

、

単

に
調

べ
学

習

に
と

ど
ま

ら
ず
意

義
あ

る
設

問

で
あ

る
と
考

え
る

」
と

さ
れ

、

「
こ

の
設

問

が
設
け

ら

れ
る
前

か

ら

『
竹
取

』

と

『
今
昔

竹

取

』

の
比
較

を

過
去

、

高
校

で
も
大

学

の
授
業

で
も
導

入

し

て

い
た
」

と

い
う
ご

自
身

の
経

験
も

踏

ま
え

て
評

価

さ
れ

て

い
る
(、
)。

森
氏

は
、

「
こ

の
設

問

の
展
開

に

つ
い
て
、

思
想

史
的

な
位

相

と
中

世
注

釈
書

世
界

の
受
容

を
視

座

に
し

た

『
今
昔

竹

取
』
の
位

置

な
ど

」

を
中

心

に
論

じ
ら

れ

て

い
る

が
、
本

稿

で
は
、

そ

れ
と

は

ま
た

別

の
観
点

と

し

て
、
特

に
、
教

科
書

中

の
他

の
教

材

(学

習

材
)

の
学
習

と

ど

の
よ
う

に

関

連

づ
け

る

こ
と
が

可
能

で
あ

る

か
(3
)、

と

い
う

点

を
意

識
し

つ
つ
、

『
竹
取

物

語

』

と

『
今
昔

竹
取

』

と

の
比
較

学

習

の
意

義

や
可

能
性

に

つ
い

て
考

察

し

て

い
き

た

い
。

二

「物

語

」

と

「説

話

」

前
節

で
挙
げ

た
当
該

教
科

書

『
高
等

学

校

古

典

B

古

文

編
』

(古

B
蹴
)

に
よ
れ

ぼ
、
学

習
者

は

『
竹
取

物
語

』

に

つ
い

て
、

伝
奇

物
語

。

作
者

は
未
詳

。
伝

承

さ

れ
た

説
話

を

も

と

に
し

て
、
十

世

紀

中

ご

ろ
ま

で
に
成
立

。

現
存

す

る
最

古

の
物

語

で
あ

る
。
竹

取

の
翁

の
紹

介

と
か

ぐ
や

姫

の
出
生

、

五

人

の
貴

公

子

の
求

婚
、

帝

の
求

婚

、

か
ぐ

や
姫

の
昇

天

、

と

い
う

内

容

が
、
素

朴

で
簡

潔

な
文

体

で
語

ら

れ

て

い
る
。

と

い
う
理

解

を
す

る

こ
と

に
な

る
。

一
方
、

先

に
引

用
し

た
文

章

に
み
ら

れ

た
よ
う

に
、

『
今
昔

竹
取

』

に

つ
い
て

は
、

「
『竹

取
物

語
』

と

ほ
ぼ
同

じ
内
容

を
、
短

く
簡

潔

に
伝

え

る
説
話

で
あ

る
。
」
と
説

明

さ
れ

る

こ
と
と
な

る
。

注

目
し

た

い
の
は
、

「
物
語

」
と

「説

話
」

と

い
う

言
葉

の
使

い
分

け

が
な

さ
れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。
課
題

文

中

に
明
示

さ
れ

て

い
る
わ
け

で
は
な

い
が
、
『
竹

取

物

語
』

と

『
今
昔

竹

取

』

の
読

み
比

べ

は
、
両

者

の
違

い
を

お
さ
え

る
と

い
う

こ
と
だ

け

に
と

ど
ま
ら
ず

、

「物

語

」
と

「
説
話

」
と

で
は
何

が
違

う

の

か
、

と

い
う

問
題

に

つ
い
て
考

え

る

こ
と

に
も
繋

が

っ
て

い
く
も

の
で
あ

ろ

う

。
勿

論

、

そ
れ

は

『
竹
取

物
語

』

と

『
今
昔

竹

取

』
と

の
比
較

の
み
を

も

っ
て
結
論

を

出
せ

る
問

題

で

は
な

い
だ

ろ
う

が
、

そ

こ
で
た

て
ら

れ

た
仮

説

は
、

以
後

、

「
物
語

」

や

「
説

話

(集
)
」

と
し

て
分

類

さ
れ

て
い

る
他

の
作

品
を
学

習

す

る

(
あ

る

い
は
、

以
前

に
学

習

し

た

「物

語

」

や

「
説
話

」

を

振

り
返

る
)
際

に
も
、

一
つ
の
も

の
さ

し
と

な
り

う

る

の

で
は
な

い
だ

ろ

う

か
。
学

習

の
体

系
化

に
資

す

る
も

の
と

し

て
、

そ

の
意

義

は
小

さ

く
な

い
よ

う

に
思

わ
れ

る

の
で
あ

る
。

で
は
、

『
竹
取

物

語

』
と

『
今

昔
竹

取

』

の
比
較

か

ら
、

「物

語

」
と

「説

話

」

の
違

い
と
し

て
、

ど

の
よ
う

な

仮
説

を

た

て
ら

れ

る
だ

ろ
う

か
。

当
該

教

科
書

で
も
説

明

さ
れ

て

い
た

よ
う

に

、
『
今

昔

竹
取

』

で

は
、

「帝

に
求
婚

さ
れ

た
か
ぐ

や
姫

は
、

「自

分

は
鬼

で
も
神

で
も

な

い
け
れ

ど
、
空

か

ら
人

が

一　一



迎

え

に
来

る
。
」

と
答
え

て
、

ほ

ど
な
く
昇

天

し

て
し

ま
う

。

を
惜

し
む
場
面

は
描

か

れ

て

い
な

い
」
。

翁
夫
婦
と
別
れ

り

い
で

て
見
た

ま

へ
」

と

て
、
う

ち
泣

き

て
書

く

言
葉

は
、

(
七

三

)

督。
)

《今
昔
①
》

て
ん

の
う

の
た

ま
は

な

む
ち

さ

な

に

も
の

お

に

か
み

を

む
な

い
は

天
皇

ノ
宣
ク

、

「汝

、
然

レ
バ
何
者
ゾ

。
鬼

力
神

ヵ
」

ト
。

女

ノ
云
ク

、

お
の

お
に

あ
ら

か
み

あ
ら

た
だ

お
の
れ

た
だ

い
ま
そ
ら

ひ
と

「
己

レ
鬼

ニ
モ
非

ズ

、

神

ニ
モ
非

ズ

。

但

シ
己

ヲ
バ

ロ
バ
今

空

ヨ
リ
人

き

た
り

む
か

ふ

ぺ

な

り

て
ん

の
う

す

み
や
か

か

へ

た
ま

て
ん

の
う

ニ

き

さ
た

ま
ひ

来

テ
可

迎

キ
也

。

天
皇

速

二
返

ラ

セ
給

ヒ

ネ
」

ト
。

天
皇

此

レ

ヲ
聞
給

こ

な

に

い

こ
と

あ

た
だ

い

ま

そ
ら

ひ
と

セ
た

り

む

か
ム

ベ

あ
ら

テ
、
「此

ハ
何

二
云

フ
事

ニ
カ
有

ラ

ム
。
只
今

空

ヨ
リ
人

来

テ
可

迎

キ

ニ
非

こ

た

だ

わ

い

こ
と

い
な

い
ふ

お

も

ひ
た
ま

ひ

ほ

ど

ズ

。
此

レ

ハ
ロ
ハ
我

ガ
云

フ
事

ヲ
辞
ビ

ム
ト

テ
云

ナ
メ

リ
」
ト
思
給

ケ

ル
程

し

ば
し

ば
か

り
あ

り

そ
ら

お

ほ

く

ひ
と

む

た
り

こ
し

も

て

き

ニ

を

む
な

リ

ニ
、
暫

許

有

テ
、

空

ヨ
リ
多

ノ
人
来

テ
輿

ヲ
持
来

テ
、
此

ノ
女

ヲ
乗

セ

そ
ら

の
ぼ

り

そ

の
む

か

へ

き
た

ひ
と

す

が
た

ニ

よ

ひ
と

に

テ
空

二
昇

ニ
ケ
リ

。
其

迎

二
来

レ
ル
人

ノ
姿

、

此

ノ
世

ノ
人

二
不

似
ザ

リ
ケ
リ

。

(五

七
四

～
五

)
(三

一
方

、

『竹

取

物
語

』

で
は
、

例
え

ば
次

の
よ
う

に

、

し
む
」

様
子

が
具
体

的

に
描

か
れ

て

い
る
。

「翁
夫
婦
と
別
れ
を
惜

【竹
取

①

】

た
け
と

り
心
惑

ひ
て
泣

き
伏

せ

る
所

に
寄

り

て
、
か

ぐ
や
姫

い
ふ
、

「
こ

こ

に
も

、

心

に
も

あ
ら

で
か
く

ま

か

る
に
、

の
ぼ

ら

む
を

だ

に
見

送
り

た

ま

へ
」

と

い

へ
ど
も

、

(
翁

)

「な

に
し

に
、
悲

し

き

に
、

見
送

り

た

て
ま

つ
ら
む

。
我

を

い
か

に
せ

よ
と

て
、
捨

て

て
は

の
ぼ

り
た

ま
ふ
ぞ

。

具

し

て
率

て
お
は

せ
ね
」

と
、

泣

き

て
伏

せ
れ
ば

、
御

心
惑

ひ

ぬ
。

(
か

ぐ

や
姫

)

「文

を
書

き
置

き

て
ま
か

ら
む
。

恋
し

か
ら

む
を
り

を
り

、
取

当
該

教
科
書

で

「課
題

」

と
し

て
設
定

さ

れ

て

い
る
、

「
か
ぐ
や
姫

が

昇
天

し

た
後

の
帝

の
行

動

に
は

ど

の
よ
う

な
違

い
が

あ

る
か

」
と

い
う

点

に

つ
い
て

も
確
認

し

て
お

こ
う

。

《
今
昔
②
》

そ

と

き

て
ん

の
う

ま

こ
と

こ

を

む
な

た
だ

び

と

な

も

の
に

あ

り

お
ぼ

其

ノ
時

二
天
皇

、

「実

二
此

ノ
女

ハ
只

人

ニ

ハ
無

キ
者
ゾ

有

ケ

レ
」
ト
思

み
や

か
へ

た
ま
ひ

そ

の
ち

て
ん

の
う

か

を
む
な

み
た
ま
ひ

シ
テ
、

宮

二
返

リ
給

ニ
ケ

リ
。
其

ノ
後

ハ
天

皇
、

彼

ノ
女

ヲ
見
給

ケ

ル

ま

ニ
と

よ

に

か

た

あ

り

む
ま

め
で
た

つ
ね

お
ぽ

い
で

二
、

実

二
世

二
不
似

ズ

形

チ
有
様

微

妙

カ
リ

ケ

レ

バ
、
常

二
思

シ
出

テ

わ
り

な

お
ぽ

さ
ら

か

ひ

な

や
み

破

無

ク
思

シ
ケ

レ
ド

モ
、
更

二
甲
斐
無

ク

テ
止

ニ
ケ

リ
。

(五

七
五

)

【
竹
取
②

】

中

将
、

人

々
引

き

具
し

て
帰
り
参

り

て
、

か
ぐ

や
姫

を
え

戦

ひ

と
ど

め

ず

な

り

ぬ

る

こ
と
、

こ
ま
ご

ま

と
奏

す
。

薬

の
壺

に
御
文

そ

へ
て
参

ら

す
。

ひ
ろ
げ

て
御
覧

じ

て
、

い
と
あ

は

れ
が

ら

せ
た

ま

ひ

て
、
物

も

き

こ
し

め
さ
ず

。
御

遊

び

な

ど
も
な

か

り

け
り

。
大

臣

、
上

達
部

を

召
し

て
、
「
い
つ
れ

の
山

か
天

に
近
き

」
と
問

は
せ
た

ま
ふ

に
、
あ

る
人

奏
す

、

「駿

河

の
国

に
あ

る
な

る
山

な

む
、

こ
の
都

も
近

く

、
天

も

近
く

は

べ

る
」

と
奏

す
。

こ
れ

を
聞

か
せ

た
ま

ひ

て
、

あ

ふ

こ
と
も
な

み
だ

に
う

か

ぶ
我

が
身

に

は
死

な

ぬ
薬

も
何

に

か

は
せ

む

一　}



か

の
奉

る
不

死

の
薬

壷

に
文

具

し

て
御

使

に

賜

は
す
。

勅
使

に
は
、

つ

き

の

い
は
が

さ

と

い
ふ
人

を

召
し

て
、

駿
河

の
国

に
あ

な

る
山

の
頂

に

持

て

つ
く

べ
き

よ
し
仰

せ

た

ま

ふ
。
峰

に
て
す

べ
き
や

う
教

へ
さ

せ
た

ま

ふ
。
御

文

、
不

死

の
薬

の
壺

な

ら

べ

て
、
火

を

つ
け

て
燃

や

す

べ
き

よ
し
仰

せ
た

ま

ふ
。

(七

六

～
七

)

こ
れ

ら

に

つ
い
て
、
当

該
教

科
書

の
指

導
書
(,
)で
は
、

『
今
昔

』

で
は
、
か

ぐ
や
姫

は
帝

の
目

の
前

で
あ

っ
け

な
く
昇

天

し
、

帝

の
悲

し

み

の
描

写

も

「
わ
り

な

く

お
ぼ

し

け
れ

ど
も

、

さ
ら

に

か

ひ

な
く

て
や

み
に

け
り

。
」

と
簡

潔

で
あ

る

が
、

『
竹

取
物

語
』

で
は
帝

自

身

は
昇
天

の
場

に
居
合

わ

せ
ず

、

か
ぐ

や
姫

が
不
死

の
薬

の
壷

に
手

紙

を
添

え

て
帝

に
献

上

し
た

と

あ

っ
て
、

こ

の

エ
ピ

ソ
ー
ド

を
受

け

た
展

開

が
続

く
。

か
ぐ

や
姫

の
手
紙

を
読

ん

だ
帝

は

、
悲

し

み

の
あ

ま
り
食

事

も
喉

を

通

ら
ず

、

管

弦

の
遊
び

な

ど
も

し

な

い
。

駿
河

の
国

に
あ

る
山

が
最

も

高

い

こ
と

を
聞

き
出

し
、

そ

の
山

の
頂

上

で
薬

と

手
紙

を
焼

く

よ
う

に

と
み

つ
わ
も
の

命

じ
た

。
多

く

(富

)

の
士

を
具

し

て
山

に
登

り
、

「
不
死

の
薬

」

を
手

紙

と
と

も

に
焼
か

せ
た

の
で
あ

る
。

と
述

べ
ら

れ

て
お
り
、

「
筋

の
展
開

に
重
点

を
置

い
て
短
く

ま

と
め

て
し

ま

っ

た
感

の
あ

る

『
今

昔
』

に
対
し

て
、
物

語
文

学

で
あ

る

『
竹
取

物

語

』

の
叙

述

は

具
体

的

で
あ

わ
れ
深

い
」

と

ま
と

め
ら
れ

て
い
る
。

「
物
語
文

学

で
あ

る

『
竹
取

物

語

』
L

云

々
と

い
う

と

こ
ろ

に
、

「
説
話

」

と

「
物
語

」

の
違

い
に

関

す

る
示

唆

を
読

み
取

り
う

る
が
、

さ

ほ
ど

具
体

的

な
説

明

が
な

さ

れ

て

い

る
わ

け

で
は
な

い
。

一
方

、
第

一
学

習
社

の
か

つ
て
の
教
科
書

『高

等
学

校

新
訂

国
語

一

古

典

編

』

(国

-

伽
)
(,
)に
は

、

「説

話

・
物
語

」

と

い
う
単

元

に
お

い
て
、

『今

昔

竹
取

』
と

『
竹
取

物
語

』

(か
ぐ

や
姫

が
自
ら

の
素
性

な

ど
を
翁

に
告

白
す

る
場

面

)
と

が
あ

わ

せ

て
採
録

さ

れ

て

い
た

が
、

そ

の
指

導
書

(8
)
(以

下
、

旧
指

導
書

)

で
は
、

「
『
今
昔

物

語
集

』

の
竹

取
説

話

で

は
、

か
ぐ

や
姫

の
素

性

お

よ
び

昇
天

の
運
命

に

つ
い

て
の
告
白

は
、
帝

を

相
手

に
ご

く

簡
略

に
語

ら
れ

、

た
ち

ま
ち

の
う

ち

に
空

か
ら

迎
え

の
使

者

が
来

て
、
姫

は
あ

っ
と

い

う

間

に
昇

天

し

て
し

ま
う

。
実

に
あ

っ
け
な

い
。

筋

の
展

開

に
重
点

を
置

い

て
短

く

ま
と

め

て
し

ま

っ
た
感

の
あ

る

『
今
昔

物

語
集

』

に
対

し

て
、

物
語

文

学

で
あ

る

『
竹

取
物

語
』

の
叙
述

は
全

く

性
格

が

違
う

」

と
、

現
行

の
指

導

書

と
同
様

の
説

明
を

し

つ
つ
も
、
そ

の

「
叙
述

」

の

「
性
格

」

の

「違

い
」

に

つ
い

て
、

よ
り

具
体
的

に
解

説

さ
れ

て

い
る
。
例
え

ば
、

「か

ぐ
や

姫

の
素

性

お

よ
び
昇

天

の
運

命

に

つ
い
て

の
告
白

」
に

つ
い
て
、
『
竹

取
物

語
』
で

は
、

【竹
取

③

】

か
ぐ
や
姫

、
泣
く

泣
く

い
ふ
、
「さ

き
ざ

き
も
申

さ

む
と
思

ひ
し

か

ど
も
、

か
な

ら
ず

心
惑

は

し
た

ま

は
む
も

の
ぞ

と
思

ひ

て
、
今

ま

で
過
ご

し

は

べ
り

つ
る
な
り

。

さ

の
み
や

は
と

て
、
う

ち

い
で
は

べ
り

ぬ

る
ぞ

。

お

の
が
身

は
、

こ

の
国

の
人

に
も
あ

ら
ず

。

月

の
都

の
人

な

り
。

そ

れ
を

な

む
、

昔

の
契

り
あ

り

け

る
に

よ
り

て
な

む

、

こ

の
世

界

に

は
ま
う

で
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来

た
り

け

る
。

今

は
、

帰

る

べ
き

に
な
り

に
け

れ
ば

、

こ

の
月

の
十

五

日

に
、

か

の
元

の
国

よ
り
、

迎

へ
に
人

々
ま

う

で
来

む
ず

。

さ
ら

ず

ま

か

り

ぬ

べ
け
れ

ぼ

、
思

し
嘆

か

む

が
悲

し
き

こ
と
を

、

こ

の
春

よ

り
、

思

ひ
嘆

き
は

べ
る
な

り
」
と

い
ひ

て
、

い
み
じ
く
泣

く
を

、
…

(中

略
)

…

か
ぐ
や

姫

の

い
は
く
、

「
月

の
都

の
人

に

て
父

母
あ
り

。

か
た
時

の
間

と

て
、

か

の
国

よ
り

ま
う

で
来

し

か
ど
も

、

か
く

こ

の
国

に
は
あ

ま

た

の
年

を
経

ぬ

る
に

な
む

あ
り

け

る
。

か

の
国

の
父
母

の
こ
と
も

お
ぼ

え

ず

。

こ

こ
に

は
、

か
く

久

し
く

遊
び

き

こ
え

て
、
慣

ら

ひ
た

て
ま

つ
れ

り

。

い

み
じ

か
ら

む
心

地
も

せ
ず

。

悲

し
く

の
み
あ

る
。

さ

れ
ど

、

お

の
が
心

な

ら
ず

ま

か
り

な
む

と

す

る
」

と

い
ひ

て
、

も

ろ
と
も

に

い
み

じ
う

泣

く
。

(六

五
～

六

)

と
、

具
体

的

に
語

ら

れ

て

い
る
が
、

こ
れ

に

つ
い
て
旧

指
導
書

で
は
、

か
ぐ

や
姫

の
告

白

は
翁

に
向

か

っ
て
な

さ
れ

る

の
だ

が
、

そ

れ
も

簡
単

に

な
さ

れ

た
わ

け

で

は
な

い
。

こ

の
年

の
春

の

は
じ

め
ご

ろ

か
ら

も

の

思

い
に
ふ

け

る
よ
う

に
な

っ
た
姫

は
、

ま
も

な
く

や

っ
て
く

る
昇

天

の

日

を
前

に
し

て
、

い

つ
か

は
う

ち
あ

け
な

く

て

は
な

ら
な

い
自

分

の
宿

命

の
告
白

を

一
日

の
ば

し

に

の
ば

し

て
き

た

の

で
あ

る
。
翁

た

ち

を
悲

し

ま
せ

た
く

な

い
か
ら

で
あ

る
。

…

(中

略

)
…

こ
の
場
面

は
、
主

に

か
ぐ

や
姫

と

翁

と

の
対
話

か

ら
な

っ
て

い
る

が
、

も

っ
ぱ

ら
姫

が
主

役

と
な

っ
て
自

分

の
心
情

を

語

り
続

け

て

い
る

こ
と

に
注

意

し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

そ

れ
ま

で
は
、

姫

と
翁

と

の
会
話

場
面

で
饒
舌

な

の
は
た

い
て

い
翁

で
、

か
ぐ

や
姫

は
必
要

最

小
限

の

こ
と
し

か
言

わ
ず

、

や

や

存
在

感

が
薄

い
よ
う

に
さ
え

見

え
た

。

と

こ
ろ

が

こ

こ
で

の
か
ぐ

や
姫

は

ま

こ
と

に
饒

舌

で
あ

る
。

こ
こ
ま

で
姫

を

饒
舌

に
し

た

の
は
、

ひ
と

え

に
翁
た

ち

に
対
す

る
愛
情

ゆ

え

で
あ

る
。
愛

が
深
け

れ
ぼ

深

い
だ
け

、

別

れ

の
悲

し

み
も

大

き

い
の

で
あ

る
。

と
述

べ
ら

れ
、

ま
た

、

『
今
昔

竹

取
』

に

つ
い

て

の
解

説

(
「主

題

」

の
項

)

で
、

「
『
竹
取

物

語
』

と

の
共

通
説

話

で
あ
り

な

が
ら
、

『
竹
取

』

に
見

ら
れ

る

人
間

の
愛

情

、
運

命

の
悲

し

み

と

い
う
文

学
主

題

は
、

こ

の
説

話

か
ら

は
十

分

に
読

み
取

れ

な

い
」
と
も

説

明
さ

れ

て
い
る
。
旧
指
導

書

は
、
『竹

取
物

語

』

に

つ
い
て
、

「筋

の
展

開
」

だ

け

で
は
伝

え

き
れ

な

い

「人
間

の
愛

情
、

運
命

の
悲

し

み
」
を
語

る
、

「物

語
文
学

」

と
し

て
捉

え

て

い
る
の

で
あ

る
。

そ

れ

は
、

例
え
ば

、

「
物
語

の
表

現

は
、
人

間
を
描

き

、
場
面

を
構

成

し
、
情

念

を

描

き
、

場
面

を

展
開

さ

せ

て

い
く
」

(9
)と

い

っ
た

「
物

語

」
理
解

と
も

通
ず

る
も

の

で
あ
ろ
う

。

た

だ
、

「
物
語

」

に
対
す

る

そ

の
よ
う

な

理
解

に

つ
い
て
は
首
肯

さ
れ

る
も

の
の
、
「筋

の
展
開

に
重

点

を
置

い
て
短

く

ま
と

め

て
し
ま

っ
た
感

の
あ

る
『
今

昔

物
語

集
』
」
と

い

っ
た
評

が
妥
当

で
あ

る
か
に

つ
い
て
は
疑

問
も

残

る
。
旧

指

導
書

で
は
、
『
今
昔

竹
取

』
に

つ
い

て
の
先

の
解

説
部

分

(
「主

題
」

の
項

)

に
お

い

て
、

次

の

『
竹

取

』

と

の
差

を
き

わ
だ

た

せ

る
た

め

に
、

こ

の

『
今

昔
』

の

話

で
は
奇

異

(怪

異

と
ま

で

は

い
か
な

い
が
)

諏

と
、

そ

れ

に
対
す

る

}
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編

者
、

語

り
手

、
読

者

の
抱

く

興
味

と

い
う

こ
と
を

中

心

に
し

て
お

く

ほ
う
が

よ

い
。

教
科

書

で
は
省
略

し

た
が
、

本
説

話

の
末
尾

に

は
、

「惣

て
心
得

ぬ
事

な

り

と
な

む
、

世

の
人

思

ひ
け

る
。

此

か

る
希

有

の
事

な

れ
ぼ
、
此
く
語

り
伝

へ
た
る

と
や
。
」
と

あ

っ
て
、
『
今
昔

』
の
編
者

は
、

こ

の
話

を
世

に

「希
有

」
な
話

と

い
う
点

に
注

目
し

て
採
録

し

て

い
る
。

と
述

べ
ら

れ

て

い
る

が
、

む
し

ろ
、

こ
の
点

を

「
物

語
」

と

「説

話

」

の
違

い
を

考
え

る
手

が
か
り

と

し

て
お

さ
え

る

べ
き
な

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か

。

『
今
昔

竹
取

』

に

つ
い
て

は
、

「奇

異
」

で

「希

有
」

な
出

来
事

へ
の
興
味

が

強

く
、

そ

の
よ
う

な
出
来

事

の

「奇

異
」

さ
、

「
希
有

」

さ
を
語

る

こ
と

に
眼

目

が
あ

る
と

考
え

ら

れ

る
。

そ
れ

ゆ
え

に

「
筋

の
展

開

に
重

点

を
置

い
て
短

く
ま

と

め

て
」

い
る

の

で
あ
り

、

そ
れ

を

「
短

く
ま

と

め

て
し

ま

っ
た
」

と

評
す

る

の
は
適
切

で
は
な

い
だ
ろ
う

。

一
方
、

『
竹
取

物
語

』

に

つ

い
て
は
、

「奇
異

」

で

「希

有
」

な
出
来

事

を
通

し

て
、

「
人
間

の
愛

情

、
運
命

の
悲

し

み
」

な

ど
を

語

る

こ
と

に
眼

目
が

あ

る
。

そ
れ

ゆ
え

、

か
ぐ

や
姫

や
翁

、

帝

の
嘆

き
が

よ
り
具

体
的

に
描

写
さ

れ

て
い
る

の

で
あ

ろ
う
(紛
)。

そ
の
よ
う

に
、

『
竹
取

物
語

』

と

『
今
昔

竹
取

』

の
比
較

を
通

し

て
、
出

来

事

を

語

る

「
説
話

」

と
、

出
来

事

を
通

し

て

「
人
間

の
愛

情

、
運

命

の
悲

し

み
」
な

ど
を

描
写

す

る

「
物
語

」
と

い

っ
た
仮
説

を

た

て
る

こ
と
に

よ
り
、
「
説

話
」

や

「
物
語

」

と

し

て
分

類

さ

れ

る
文

学

作

品
を

学

ぶ
際

の
も

の
さ
し

を

得
ら

れ

る
も

の
と

思
わ

れ

る
。
実
際

、

説

話

と

は
、

人

々

の
間

に
伝

承

さ

れ
た

不
思

議

な
話

(物

語

)

で
、

神

話

・
伝
説

・
民
話

(昔

話

)

の
総

称

で
あ

り
、

そ

れ
を

個
性

的

な
文

学
性

に
よ

っ
て
統

一
し

、
文

章
化

し

た
も

の
が
説

話
文

学

で
あ

る
。
従

っ
て
、

説
話

文

学

は
、

叙
事

的

・
伝
奇

的

・
教
訓

的

・
寓

話
的

な

特
徴

を

有
す

る
が
、

そ

れ
ら

を
支

え

て

い
る
論

理

は
、

民
衆

的

な
生

活

と
娯

楽

で
あ

る
と

い
え
よ

う
。

説

話
文

学

は
、

物
語

文
学

が

虚
構

性

・
描

写
性

を

中
心

と

し

て

い
る

の
に
対

し

て
、

事
実

性

・
事

件
性

を
眼

目
と

し

て
お

り
、

物
語

文

学

や

小

説

の
素
材

や

題
材

と
し

て
用

い
ら

れ

る

こ
と

が
多

い
。

た

と
え

ば
、

竹
取

説
話

を
物

語
化

し

た

の
が

『
竹
取

物
語

』
で
あ
り

、
『
今
昔

物
語

集

』

の
説
話

を
素

材

と

し

て
小
説

化

し

た

の
が
芥

川
龍

之

介

の

一
連

の
歴
史

小

説

で
あ

る
。
(、
∀

と

い

っ
た

説

明
が

な

さ
れ

る

こ
と
も

あ

り
、

こ
こ

で
も
触

れ

ら
れ

て

い
る
よ

う

に
、

そ
れ

は
、
「古

典

」
に
と

ど
ま
ら
ず

、

「現

代
文

」
の
教
材

(学
習

材
)

な

ど

に

つ
い
て
考

え

る
際

の
手

が

か
り

に
も

な
り

う

る
も

の
と
し

て
、

有

用

な

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

勿

論

、

「実

は

こ

の

「
説
話

」
と

い
う

こ
と
ば

は
、

明
治

以
降

の
国
文

学
研

テ
ク

ニ
カ

ル
タ

レ
ム

究

の
中

で
採
用

さ

れ
た

学
術

用
語

で
あ

っ
て
、
歴

史
的

に
使

わ
れ
続

け

て
き

た
も

の
で

は
な

」

く
、

『
日
本
霊

異
記

』

の

「景

戒
も

、
誰

と
も
知

れ

ぬ

『今

昔

物
語

集

』

の
作
者

も

、
自

ら

の
作

品

を

「
説
話

集

」
だ

と
思

っ
て
書

い
て

い
た

わ
け

で
は
な

い
」

と

も

い
わ

れ

る
よ
う

に
(B
、

教
科

書

な

ど
に

み
ら

れ

る

「説

話

」

や

「
物
語

」

と

い

っ
た
分

類

は
便
宜

的

な

も

の
に
過

ぎ
な

い
と

い
う

側
面

も

あ

る
。
だ

が

、

そ
れ

は
、

「
説

話

(集

)
」

と
さ

れ
な

が

ら

『
今
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昔
物

語

集
』

と
呼

ば

れ

て

い
る

こ
と

に
違

和
感

を
覚

え

る
学

習
者

が
出

て
く

る
可

能

性

も
考

え

れ
ぼ

、

む
し

ろ
、

こ
こ

で
あ
わ

せ

て
お

さ
え

て
お
く

べ

き

問
題

で
あ

る
よ
う

に
思

わ

れ

る
。
ち
な

み

に
、
植

田
恭
代

氏

は
、
『源

氏
物

語
』

「若

紫
」

に
お

け

る

『
伊
勢

物
語

』
引

用
を
例

に
と
り

、

「あ

ら

か
じ

め
文

学

史

の
知

識

を
得

て

い
れ
ば

、

個
別

の
作

品

は

理
解

し
や

す

く
な

る
。

し

ば
し

ば

図
式

的
な

枠
組

み
さ

え
用

い
て
、

ジ

ャ

ン
ル
ご

と

に
ま

と

め
る

の
は

、
わ

か
り

や

す

さ
を

増
す

た

め

の

一
方

法

で
あ

る
」
、

「
一
方

で
、
作

品

の
側

か
ら

そ

れ
を

逆

照
射

し

て

み
る

こ
と
も

、

ま

た
重
要

で
あ

る
。
文

学

史

が
歴
然

と

し

て
あ

る
わ

け

で
は
な

い
」
、

「
「
史
」

と

い
う

の
は
後
世

か

ら
な

さ
れ

た

ひ
と

つ
の
整

理

に
す
ぎ

ず

、

そ

の
根
ざ

す

と

こ
ろ

は
、

さ

ま
ざ

ま
な

個
別

の
作

品

に
他

な

ら
な

い
」
と

い
う

見
解

を

示

さ
れ

て

い
る
(馨
。
首

肯

す

べ
き
も

の
で

あ

ろ
う
。

「説
話

」

や

「物

語

」
と

い

っ
た

「ジ

ャ
ン
ル
」

に

つ
い

て
お
さ
え

つ
つ
、

一
方

で
そ

れ
を
相

対

化

し

て

い
く

こ
と
が

、
古

典
文

学

や

そ

の
文

学

史

の
学
習

に
は
必
要

な

の

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
芭

。

三

「物
語
」
の
増
補
成
長
の
可
能
性

前

節

に

お

い

て
は
、

冒
頭

で
挙

げ

た
当

該
教

科
書

『
高
等

学

校

古
典

B

古
文

編

』

(古

B

躍
)

に
述

べ
ら
れ

て

い
る

こ
と

の
う
ち

、

『
今
昔

竹

取

』

に

か

ぐ
や

姫

が

「
翁
夫

婦

と
別

れ

を
惜

し

む
場
面

は
描

か
れ

て

い
な

い
」

と

い

う
点

や

、
『
今
昔

竹
取

』

と

『
竹

取
物

語
』

と

で

「
か
ぐ
や
姫

が
昇

天
し

た
後

の
帝

の
行
動

に
は

ど

の
よ
う

な
違

い
が
あ

る
か
」

と

い
う
点

に

つ

い
て
主

に

考

え
、

そ

こ
か

ら
他

の

「
説

話
」

や

「物

語
」

の
学
習

に

お
け

る

一
つ
の
も

の
さ

し
を

得
ら

れ

る

で
あ

ろ
う

こ
と
を
述

べ
た

。

そ

こ
で

は
、
当

該

教
科

書

で
も

う

一
点

の

「
課
題

」

と

し

て
設
定

さ

れ

て

い
る
、

「
『
今

昔
物

語

集

』
と

『
竹

取
物

語

』

で
は

、
か

ぐ
や

姫

が
結

婚

の
条

件

と
し

て
貴

公

子
た

ち

に
出

し
た

難
題

の
数

と

内
容

が

、

ど

の
よ
う

に
異
な

っ
て

い
る

か
」

と

い
う

問
題

に

つ
い
て

は
ひ
と

ま
ず

措

く
形

と

な

っ
た

が
、

こ
の
問
題

を
考

え

る

こ
と

に

よ

っ
て
も

、
教

科

書
中

の
他

の
教

材

(学

習
材

)

と
関

連

づ
け

る
学

習

が
可

能

に
な

る
の

で
は
な

い
か
と

思
わ

れ

る
。

『
竹
取
物

語
』

と

『
今
昔

竹
取

』
、

そ
れ
ぞ

れ

に
お

け
る
難

題
提

示

の
場
面

を
確
認

し

て
お

こ
う
。

【
竹
取
④

】

か
ぐ
や

姫
、

石
作

の
皇

子

に
は
、

「
仏

の
御
石

の
鉢

と

い
ふ
物

あ
り

。

そ

れ
を
取

り

て
賜

へ
」

と

い
ふ
。
く

ら
も

ち

の
皇

子

に
は

、

「東

の
海

に
蓬

莱

と

い
ふ
山

あ

る
な

り
。

そ

れ

に
、
銀

を

根

と
し

、
金

を
茎

と
し

、
白

き
玉

を
実

と

し

て
立

て
る
木

あ
り

。

そ
れ

一
枝

折

り

て
賜

は
ら

む

」

と

い
ふ
。

い
ま

一
人

に
は
、

「
唐

土

に
あ

る
火

鼠

の
皮

衣

を
賜

へ
」
。

大
伴

の
大
納

言

に
は
、

「
龍

の
頸

に
五
色

に
光

る
玉

あ
り

。

そ
れ

を
取
り

て
賜

へ
」
。

石

上

の
中
納

言

に
は
、

「
燕

の
持

た

る
子

安

の
貝
取

り

て
賜

へ
」

と

い
ふ
。

(二

四
)

《今
昔
③
》

を

む
な

は

じ
め

そ
ら

な

い
か
つ

ち

と
ら

ゐ

て

セ
た

そ

と

サ

あ

…
…
女

、
初

ニ

ハ
、

「空

二
鳴

ル
雷

ヲ
捕

ヘ
テ
将
来

レ
。

其

ノ
時

二
会

ハ

い
ひ

つ
ぎ

う

ど

ん

ぐ
ゑ

い

は
な

あ
り

そ

と

　
ノ

も

て

き
た

ム
」
ト

云
ケ

リ
。
次

ニ

ハ
、
「優
曇

花

ト
云

フ
花
有

ケ
リ

。
其

レ
ヲ
取

テ
持
来
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さ

と
き

あ

い
ひ

の
ち

う
た

な

つ
づ
み

い

レ
。
然

ラ

ム
時

二
会

ハ
ム
」
ト

云
ケ

リ
。
後

ニ

ハ
、
「
不
打

ヌ

ニ
鳴

ル
鼓

ト
云

も

の

あ

そ

と

り

え

さ

を

り

み
つ

か

き

こ

い
ひ

フ
物
有

リ
。
其

レ
ヲ
取

テ
得

セ
タ

ラ
ム
折

二
自

ラ
聞

エ
ム
」
ナ
ド
云

テ
、

あ
は

不

会
ザ

リ
ケ

レ
バ
、

…
…

(
五
七

三

)

当

該

教
科

書

の
指

導
書

で
は
、

難
題

そ

れ
ぞ

れ

に

つ
い
て
、

他

の
作
品

や
文

献

に
み
え

る
記
述

な

ど
を

紹
介

し

な
が

ら
、

一
つ
ず

つ
丁

寧

に
説

明

を
し

て

い
る
も

の
の
、

『竹

取
物

語
』

と

『
今
昔

竹
取

』
と

で
難
題

の
数

が

異
な

る

こ

と

に

つ

い
て
は
特

に
解

説

を

し

て

い
な

い
。

『
竹

取
物

語

』

に

つ
い
て
、

「
五

人

の
貴
公

子

一
人

一
人

に
か

ぐ
や
姫

か

ら
直

接
難

題

が
示

さ

れ

る

こ
と

に
な

る
」

と

い

っ
た

こ
と

や
、

『
今
昔

竹

取
』

に

つ
い

て
、

「思

い
を

よ
せ

る
上

達

部

や

殿
上

人

た
ち

に
出

し

た

三

つ
の
難

題

で
あ

る
が

、

こ
れ

ら

は
ど

の
よ
う

に
発

せ

ら
れ

た

の
か
、

三

つ
を
す

べ

て
持

っ
て
来

る
よ
う

に
全

員

に
命

じ

た

の
か

、

一
つ
の
難
題

を
出

し
、

無

理
と

知

っ
て
二

つ
目

に
な

っ
た

の
か
、
読

み
取

れ
な

い
」
と

い

っ
た

こ
と
を

、

そ
れ
ぞ

れ

の

「
出
題

状

況
」

と

し

て
確

認

す

る
に

と
ど
ま

っ
て

い
る
の

で
あ
る
。

し

か
し
、

難
題

の
数

を
問
題

に
す

る
の

で
あ

れ
ぼ

、

【竹

取
④

】

の
場
面

で

三
人
目

の
求
婚

者

が

「
い
ま

一
人

に
は
」

と

さ
れ

て

い
る
点

に
関

し

て
、

「
ま

だ
三
人

残

っ
て

い
る

の
に
、

「
い
ま

一
人
」

は
お
か

し

い
。

求
婚

者

が
三
人

で

あ

っ
た
古

い
形

の
物

語

を

と

ど

め

て

い
る
L
(亜
と

い
う

よ
う

に
、

「
現

『
竹

取

物
語

』

が

『
今
昔

竹

取

』

の
よ
う

に
求

婚

者

三
名

の
形

の
も

の
か
ら

改
作

せ
ら

れ
た

」
(蛤
)も

の

で
あ

る
可

能
性

が
指
摘

さ

れ

て

い
る

こ
と
を

も
紹

介

す

べ
き

な

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

そ

の
よ
う

な
可

能

性

に
学

習
者

も

ま
た
自

ら
近
づ

き
う

る

こ
と
を

、
森
氏

は
次

の
よ
う

に
示
唆

さ
れ

て

い
る
。

『
今
昔

竹
取

』

の

『
竹

取
』

か
ら

の
抄
出

説
も

研
究

史
も

ひ
と
ま
ず

措

き

、

こ

の
課
題

と

し

て
発
問

す

る

と
、
定

ま

っ
た
物

語

の
五

つ
の
題

を

三

つ
に
減

じ

た
と

し

て
も

ど
う

し

て
も

五

つ
の
影
響

か

ら
逃

れ

ら
れ

な

い
三
課

題

を
作

っ
て

し
ま
う

の

で
は
、

と

い
う

回
答

が
多

い
。
学

習

者

に
と

っ
て

『
竹

取

』
を

先

に
受

容

し

て

い
る

こ
と
も

あ
り

、

そ

の
五

つ

と

共
通

す

る
も

の
を
置

く
ほ
う

が
安

定
度

が
高

く
感

じ

る
た

め

で
あ

る
。

し

か

し
、

一
つ
と

し

て
共
通

項

が

な

い
以
上

、

五

か
ら

三

へ
の
抄

出

の

可

能
性

は
低

い

の
で

は
な

い
か
、

と

い
う
方

向

に
な

る

こ
う

し

た

テ
ク

ス
ト

の
比

較

に

よ

る
読

み
を
試

み
る

こ
と

が

で
き

る

の
も
、

こ

の

課
題

の
利

点

で
あ

る
。
章

難
題

の
数

に

つ
い
て
、

相
違

の
確

認

の
み

で
終

わ

る

の
で
は

な
く

、

そ

の
相

違

の
原

因

を
も

、
明

ら

か

に

は
し
え

な

い
ま

で
も

考

え

て

み
る
、

と

い
う

こ

と

を
、

こ

こ
で

の
学

習

に
盛
り

込
む

べ
き

で
は
な

い
だ

ろ
う

か

。

も
し

、

こ
れ
以
前

に

「
国
語

総
合

」

の
教

科
書

な

ど

に
お

い
て
次

の

『
竹

取
物

語

』
冒

頭
部

を
学

習
し

、

「
こ
の
物

語

の
数
字

は

「
三
」

が
基

本
L

(B
)、

「
「
三

」
は
神
聖

数
だ

と

い
わ

れ
、

こ
の
物

語

に
も

「
三
月

」

「
三
日
」
な

ど
、

し

ぼ
し

ぼ
使

わ

れ

る
」

(撃
と

い

っ
た

こ
と
を
学

習

者

が
既

に

お
さ

え

て

い
た

と
す

れ
ば

、

そ

の
こ
と
と

関
連

づ
け

る

こ
と
も
可

能

に
な

る
だ

ろ
う
。

【
竹
取
⑤

】

い
ま

は
む

か

し
、

た

け
と
り

の
翁

と

い
ふ
も

の
あ
り

け
り

。

野
山

に
ま
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じ
り

て
竹

を
と

り

つ

つ
、

よ
う

つ

の

こ
と

に

つ
か

ひ
け
り

。
名

を

ば
、

さ

ぬ
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

一
す
ぢ

あ
り

け

る
。

あ

や
し

が
り

て
、
寄

り

て
見

る
に
、
筒

の

中
光

り

た
り

。

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

。

…

(中
略

)

…

こ

の
児
、

や

し
な

ふ

ほ
ど

に
、

す

く

す

く
と

大

き

に
な
り

ま

さ

る
。

三
月

ば

か
り

に

な

る
ほ

ど

に
、

よ
き

ほ

ど

な

る
人

に
な

り

ぬ
れ

ば
、

髪

あ
げ

な

ど

と
か

く
し

て
髪

あ
げ

さ
せ

、

裳
着

す
。
…

(中

略

)
…

こ
の
子
、

い
と
大

き
に
な

り

ぬ
れ
ぼ

、
名

を
、

御
室

戸

斎
部

の
秋

田
を

よ
び

て
、

つ
け

さ
す

。

秋

田
、
な

よ

竹

の
か

ぐ

や
姫

と

、

つ
け

つ
。

こ

の
ほ
ど

、

三
日

、
う

ち

あ
げ

遊

ぶ
。

よ

う
つ

の

遊
び

を

そ

し
け

る

。
男

は
う

け

き
ら

は
ず

招

び
集

へ
て
、

い
と

か
し

こ

く
遊

ぶ
。

(
一
七
～

九

)

「
三
」

と

い
う

数
字

は
、

み
ら
れ

る
も

の

で
あ

る
。

次

の
通
り

、

『今

昔
竹

取
』

の
冒

頭
部

に
も

同
様

に

《今
昔
④
》

供
章

竪
ノ
鴛

直
漣
ノ
響

密

.惟
ヲ
恥
蕪

ヲ
拳

、野

ス
ル
人

二
与

ヘ
テ
其

ノ
功

ヲ
取

テ
世

ヲ
渡

リ

ケ

ル

ニ
、
翁

籠

ヲ
造

ラ

ム

た
め

た
か
む
ら

ゆ

た
け

な
り

た
か
む
ら

な
か

ひ
と
つ

ひ
か

そ

た
け

ふ
し

ガ
為

二
篁

二
行

キ
竹

ヲ
切

ケ

ル

ニ
、
篁

ノ
中

一
ニ

ノ
光

リ
、
其

ノ
竹

ノ
節

な
か

を

ば
か
り

ひ
と
あ
り

お
ニ
な
こ

み

お
も

わ

と
し
ご
ろ
た
け
と
り

ノ
中

二
一二
寸
許

ナ

ル
人
有

。
翁
此

レ
ヲ
見

テ
思

バ
ク
、

「
我

レ
年
来

竹
取

い
ま

か
か

も

の

み

つ
け

こ
と

よ

う
ニ
び

か
た

て

メ
ロ

ち

ひ
さ
き

ひ
と

と

ツ
ル

ニ
、
今
此

ル
物

ヲ
見
付

タ

ル
事

」
ヲ
喜

テ
、
片

手

ニ
ハ
其

ノ
小

人

ヲ
取

し
ま
か

た

へ

た
け

に
な

ひ

い

へ

か

へ
り

め

お

ら
な

た

か
む
ら

な
か

か
か

リ
、

今
片

二
竹

ヲ
荷

テ
家

二
返

テ
、
妻

ノ
嬢

二
、

「
篁

ノ
中

ニ
シ
テ
、
此

を
む

な
ご

ゑ

つ
ナ

コ
ひ

お
う

な

よ
う

ニ
び

は

じ
あ

ニ

ロ

ル
女

児

ヲ

コ
ソ
見

付

タ

レ
」

ト
云

ケ

レ
バ

、
嬢

モ
喜

テ
、
初

ハ
籠

二
入

や
し
な
ひ

　
を

か
り
や
し
な
は

れ
い

ひ
と

な
り

そ

ち
こ
や
う
や

ち
や
う
だ
い

レ
テ
養
ケ

ル

ニ
、
三
月
許

養

ル

・
、
例

ノ
人

二
成

ヌ
。
其

ノ
児
漸

ク
長

大

ス

よ

な
ら
び

な

た

ん
じ
や

う

こ

よ

ひ
と

お
ぽ

ル

マ

・
二
、

世

二
並

無

ク
端
正

ニ
シ
テ
、

此

ノ
世

ノ
人

ト

モ
不

思

エ
ザ

お
ぴ

な
お

う
な

い
よ

い

こ

か

な
し

あ

い

か
し

づ
セ

あ

ひ
だ

こ

こ
と

よ

リ

ケ

レ
バ
、

翁

嬢
弥

ヨ
此

レ
ヲ
悲

ビ
愛

シ
テ
傳

ケ

ル
間

二
、
此

ノ
事

世

ユ

こ

た

か

な
り

二
聞

工
高

ク
成

テ
ケ

リ
。

(五

七

二
)

そ

の

よ
う

な

こ
と
を

お

さ
え

つ

つ
、

さ
ら

に
、

「現

『竹

取

物
語

』
」
を

「求

婚
者

三
名

の
形

の
も

の
か
ら

改
作

せ

ら
れ

た
」

も

の
と

み
る
立

場

か
ら

の
指

摘

と
し

て
、
次

の
よ
う

に
、

「前

の
三

人
」

と

「後

の
二
人

」
と

の
違

い
な

ど

に

つ
い

て
の
説

明
も

な

さ
れ

て
い

る
、
と

紹
介

す

る

こ
と

(あ

る

い

は
、
実

際

に
学
習

者

に
そ

の
よ
う
な

比
較

を
促

す

こ
と
)

も
あ

り
え

よ
う
。

…
…

現

『竹

取
物

語
』

の
五

人

の
求
婚

者

の
う

ち

、
は

じ
め

の
三
人

は
、

「石
作

の
皇

子

は
、
心

の
し
た
く

あ

る
人

に

て
」

(二

五
警
)
、

「く

ら
も

ち

の
皇
子

は
、

心
た
ぼ

か
り

あ

る
人

に

て
」

(二
七

警

)
、

「右

大
臣

阿
倍

御
主

人

は
、
財
豊

か

に
家
広

き
人

に

て
お

は
し
け

り
」

(三
七

警
)

と

い

う

よ
う

に
、

そ

れ
ぞ

れ

の
冒

頭

に
、

そ

の
人
物

の
性

格

的
特

徴

が

し

る

さ

れ

て

い
る

の
に
対

し

て
、
第

四

・
第

五

の
大

伴

の
大

納

言
と

石
上

の

中

納

言

に

は

こ
の
よ
う

な

紹
介

が

な
く

、

そ

の
人
物

の
行

動
が

た

だ
ち

に
描

か

れ

て

い
る
。

…

(中
略

)

…
前

の
三

人

は
贋

物

で
あ

っ
て
も

、

と

に
か

く
形

を
整

え

て
宝

物

を
持
参

し
た

の
に
対

し
、

後

の

二
人

は
宝

物

を

手

に
す

る

こ
と

が

で
き
な

か

っ
た

ぼ

か
り

か

、
…

(中

略

)

…
天

下

の
人

の
あ

こ
が
れ

の
的

で
あ

る
か
ぐ

や

姫

の
婿

が
ね

に

は

ふ
さ
わ

し

[13
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く

な

い
形

で
そ

の
失
敗

が
描

か
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

(20
)

ち

な

み

に
、
旧

指
導

書

(鋭
)は
、
今

川
範

政

の

『
源

氏
物

語
提

要

』

に

つ
い

て
触

れ
、

そ

の

「絵

合
巻

の
注

に
、
『
竹
取

』

の
梗
概

が
記

し

て
あ

っ
て
、

か

ぐ

や
姫

の
名

は
、

現
行

の

「な

よ
竹

の
か
ぐ
や

姫
」

で
は
な
く

、

「
さ
き
竹

の

か
ぐ

や
姫
」
と
紹

介

さ
れ
、

こ
の
女
性

に

「
心

を
尽
く

し
し

人
、
四
人

あ
り

」

と
書

い
て
L

あ

る

こ
と

な

ど
か
ら

、

「現
存

『
竹
取
』

の
五
人

の
求
婚

者

た
ち

が
出

揃
う

前

に
、

求
婚

者

四
人

の

『
竹

取
』

が

あ

っ
た

の
か

も
し

れ

な

い
」

こ
と

を
述

べ
(磐
、

「
『
今

昔

』

の
竹
取

説
話

で
は

、
貴

公
子

の
名

は
明

示
し

な

い
三

課
題

だ

っ
た

。

こ
れ

が
課

題
内

容

の
改

変

に
伴

っ
て
、

課
題

数

も
増

加

し
、

五
人

、

五
課

題

に
定
着

す

る
前
、

四
人

、

四
課

題

と

い
う
段

階

が
あ

っ

た
か
も

し

れ
な

い
」
と

し

て

い
る
。
『
源
氏

物
語

提
要

』

と

い
う

別

の
文
献

の

紹

介

が
必

要

に
な

る
分

、

難
易

度
も

高

く
な

る
た

め
、

こ

こ
ま

で
踏

み
込

む

べ
き

で
あ

る
と

は
思

わ

れ
な

い
が

、
現

行

の

『
竹
取

物
語

』

が
増

補
成

長

と

い
う

過
程

を
経

て
成
立

し

た
と

い
う

可
能

性

に

つ
い

て
は
、
難

題

の
数

を

問

題

に
す

る
場

合

に
は
、
や

は
り

言
及

す

べ
き

こ
と
な

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

そ

し

て
、

そ

の
よ
う

に
、
物

語

の
成

立
過

程

と
し

て
増

補
成

長

が

あ

っ
た

可

能
性

に
言

及
す

る

の
で
あ

れ
ぼ
、

『
伊
勢

物
語

』

に
お

い
て
も

同
様

の
可

能

性

が

想
定

さ

れ

て

い
る

こ
と
を

あ

わ
せ

て
確

認

す

べ
き

で
あ

ろ
う

。

実
際

、

当

該

教
科

書

『
高

等

学
校

古

典

B

古
文

編

』

(
古

B
躍
)

で
も
、

『
伊

勢
物

語

』

に

つ
い
て

は
次

の
よ
う

に
説
明

さ

れ

て
い
る
。

歌
物
語
。
作
者
は
未
詳
。
十
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
に
段
階
的
に
増
補
さ
れ

て
成

立
。
約
百

二
十

五
段

か
ら
成

る
。
六
歌

仙

の

一
人

、
在

原
業
平

(
八

二
五
i

八

八
〇

)

を
思

わ

せ

る
男
を

主

人
公

と

し
、

そ

の

一
代
記

ふ
う

の
体

裁

を
と

っ
て

い
る
。

複

数

の
短

い
話

が
集

ま

っ
て
成
り

立

っ
て

い
る

『
伊
勢

物

語
』

を

、

ひ
と

つ

づ

き

の
話

で
あ

る

『
竹
取

物

語

』

と
同
様

に
捉

え

る

こ
と

は
で
き

な

い
と

い

う

見
方

も

あ

る
か

も
し

れ
な

い
。
だ

が

、
先

に
触

れ

た

「
三

」
と

い
う

数
字

の
問
題

と
関

わ

る
指

摘

と
し

て
、

『
竹
取
物

語
』

に
お
け

る

「求

婚
諌

は
、

す

べ

て

「
三
年

」

と

い
う

一
つ
の
枠

の
中

に
入

っ
て
し

ま
う

」

も

の

で
あ
り

、

…

…
た

と
え
ぼ

求
婚

諌
が

三
年

と

い
う

枠

か
ら

は

み
出

さ
な

い
か
ぎ
り

、

求
婚

者

が
三
人

で
あ

ろ
う

と
五

人

で
あ

ろ
う

と

(
「
三
」

と

い
う

単
位

を

基

盤

と
し

て
い

る

の
で
、
求

婚
者

三
入

と

い
う

形

が
本
来

の
も

の

で
あ

ろ
う

が

)
、
物
語

の
構

成

に

は
な
ん

ら
変
り

が
な

い
と

い
う

こ
と

な

の
で

あ

る
。

加

え

て
言
え

ば

、
求

婚

者
相

互

の
交

渉

が
ま

っ
た
く

な

い
、
常

識
的

に
言

え
ば

自
分

が
難
題

を
成

就

す

る

か
否

か
と

い
う

こ
と

と
同
時

に
、
他

の
四
人

が

ど
う

し

て

い
る

か
と

い
う

こ
と

が
な

に
よ

り
も

彼

ら

の
関

心

事

で
あ

る

は
ず

で
あ

る
が
、

こ
の
物

語

は

そ

の
点

を

ま

っ
た
く

し

る

さ
な

い
。

五
人

の
求
婚

者

は

三
年

の
枠

の
中

で
そ

れ
ぞ

れ

か

っ
て

に
行

動

し

て

お
り
、

そ
れ

が
三

人

で
あ

ろ
う

と

五
人

で
あ
ろ

う

と
関
係

が

な

い
、

ま
た

難
題

を
変

え

て
も
、

求
婚

者

の
名

前

を
変

え

て
も

、
物

語
全

体

に

は
な

ん

の
か

か
わ

り

も
な

い
と

い
う

と

こ
ろ

に

こ
の
物
語

の

構
成

の
特
色

が

あ

る
と

い
う

わ

け

で
あ

る
。
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と

い

っ
た

見
方

も
な

さ

れ

て
い
る
(23
)。

こ
れ

に
従
う

な

ら
ば

、
『
竹

取
物

語
』

の
求

婚
調

部

分
も

ま

た
、

複
数

の
話

が
集

ま

っ
て
成

り

立

っ
て

い
る
と

い

っ

た
見

方
が
可

能

で
あ
り

、

『伊

勢
物

語

』

の
構

成

に
通
ず

る
も

の
を
見
出

し
う

る
の

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

ち

な

み

に
、

『
源

氏
物

語

』
や

『
う

つ
ほ
物

語

』

に

つ
い
て
も

蓼
、

「
そ

れ

ぞ

れ
、

一
物

語

と
し

て
の
独
立

性

を
有

す

る
」

「各

巻

」

が
、

「
主
人

公

を
共

通
要
素

に
持

つ
こ
と

で
」
「繋

が

り
を
持

つ
」
と

い
っ
た
見
方

が

あ
る
(お
)。
『伊

勢
物

語

』

に
お

け

る

「在

原
業

平

を

思
わ

せ

る
男

」
、

『
竹

取
物

語

』

に
お

け

る

「
か
ぐ

や
姫

」
や

「
翁
」

な

ど
も
、

「
独
立

性

を
有
す

る
」

各
物

語

に

「繋

が
り

」
を
持

た

せ

る

「共
通

要
素

」

と
考
え

ら

れ
よ
う
(26}。

『
竹
取

物

語
』

や

『
伊

勢
物

語

』

の
増
補

成

長

の
可

能
性

を

お

さ
え

る

こ

と

は
、

「物

語
」

全
般

(
ひ

い
て
は
他
ジ

ャ

ン
ル
の
文
学

作
品

そ

れ
ぞ
れ

)

が

ど

の
よ
う

な

成
立

過

程

を
経

て

い
る

か
、

そ

し

て
、

そ
れ

ゆ
え

に

ど

の
よ
う

な
性

格

を
持

っ
て

い
る

か
、

と

い
う

問
題

な

ど
を

も
意

識

す

る

こ
と

に
繋

が

っ
て

い
き
う

る
も

の
だ

ろ
う

。
学

習
者

は

こ
こ

で
も

一
つ
の
も

の
さ
し

を
手

に
し

う

る

の
で
あ

る
。

四

お

わ
り

に

『竹

取
物

語
』
と

『
今
昔
竹

取

』
と

の
比
較

学
習

は
、
「
物
語

」
と

「説

話
」

の
違

い
、

「
物
語

」

の
成

立

過
程

の

一
可

能
性

な

ど
に

つ
い
て
考
え

る
契
機

と

な

る
も

の

で
あ
り

、
教

科
書

中

の
他

の

「物

語

」

や

「
説
話

」

を
学

習

す

る

際

の
も

の
さ
し

を
得

る

こ
と
に
も

繋

が
る
も

の
と
考

え

ら
れ

る
。

「
さ
ま
ざ

ま

な
古

典
文

学

作

品
を

そ

れ
ぞ

れ
部

分
的

に
読

ん

だ
、

と

い
う

だ

け

で
古
典

学

習
を

終

わ
ら

せ

な

い
た

め

に
も
、

教
材

同
士

を
関
連

づ

け

、
繋

ぐ

こ
と

に

よ

っ
て
、
あ

る
程
度

で
も

学
習

内
容

を
体

系
化

し
、

「
古
典

世
界

」

の
広

が

り
や

繋

が
り

を
学

習

者

に
意

識

さ
せ

て

い
く

べ
き

」
葱
旨

を

以
前

に
も
論

じ

た

こ

と

が
あ

る
が
、

本
稿
も

、

『
今
昔

竹
取

』
を

『
竹
取

物
語

』

の
比
較

対
象

と
し

て
取

り
上
げ

る

こ
と

に
よ
り

、
『伊

勢
物

語
』
等
、
教
科
書

中

の
他

の
教
材

(学

習
材

)

と
関

連

づ
け

、
学

習
内

容

を
体

系

化

し

て

い
き
う

る

こ
と

を
示

そ
う

と
し

た
も

の
で
あ

る
。

『
竹

取
物

語

』

は
、
中

学

校
教

科

書

に
お

い
て
も
定

番
教

材

(学

習

材
)

の

一
つ
と
な

っ
て

い
る

。
全

て
の
中
学

一
年
生

用

教
科

書

に
採

録

さ
れ

、

い

ず

れ

の
教
科

書

も
あ

ら

す

じ
や
解

説
等

を
ま

じ
え

て
、

物
語

の
全

体

像

を

つ

か

め

る
よ
う

な
作

り

に

な

っ
て

い
る

た

め
、
高

等

学
校

で

『
竹

取
物

語

』

を

学
習

す

る
場

合
、

学

習
者

に
と

っ
て
は
、

す

で

に
大
方

の
内

容

を
把

握

し

て

い
る
作

品

の
再
度

の
扱

い
に
な

る

こ
と

が
多

い
と

考
え

ら

れ

る
。
す

な

わ
ち

高

等

学

校

で
は

よ
り

発
展

的

な
学

習

が
可

能

に
な

る
も

の
と

い
え
、

そ

の
選

択

肢

の

一
つ
と

し

て
、
『
今

昔
竹
取

』

と

の
比
較

と

い
う

こ
と
が
あ

り
う

る

よ

う

に
思

わ

れ

る
の

で
あ
る

。
か

つ
て

『
高
等
学

校

新
訂

国
語

一

古
典

編
』

(国

-
鵬
)

で
試

み
ら

れ

て

い
た
よ

う

に
、

教
科

書

に

『
竹

取
物

語

』

と
並

べ

る
形

で

『
今
昔

竹

取
』

の
本

文

を
載

せ

る

こ
と

な

ど
も

あ

っ
て
よ

い

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

な

お

、
本

稿

で
は
、

ひ
と

ま
ず

教
科

書
中

の
他

の
教

材

(学

習
材

)

と

の

関

連

づ

け

に
焦
点

を

絞

っ
た

が
、

例
え

ば

、
旧

指
導

書

に
も

、
前

節

で
み
た
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増
補
成
長
の
可
能
性
と
の
関
連
で
、

民
間

で
語

り

伝

え
ら

れ

る
伝
承

は
流
動

性

に
富

む
。

伝

承

・
説
話

を
筆

録

す

る

『
今
昔

』

の
竹

取
説

話

も
、

流

動
す

る

一
局

面

を
伝

え

た
。
伝

承

・
説

話
を
文

章
化

し
物

語
化

す

る
と

き

に
は
、

『今

昔
』

の
流

れ
と

は

ま
た
別

な
流

れ

の
話

を

べ
ー

ス
に

し
た

か
も
し

れ
な

い
。
『
今
昔

』
と

『
竹

取

』

の
関
係

は
、

い
ろ

い
ろ
な

空
想

を
楽

し
ま

せ

て
く
れ

る
。
(認
)

と
述

べ
ら

れ

て
い
る

よ
う

に
、

「伝

承

・
説
話
」

の

「
流
動

性
」

と

い
っ
た

こ

と

に

つ

い
て
も
言

及

す

る

こ
と

が

あ

る
な

ら
ば

、
更

に

、
他

の
竹

取
説

話

の

紹

介
、

「
伝
承

・
説

話
」

の
ヴ

ァ
リ

ア
ン
ト

に
関

す

る
説
明

な

ど
が
あ

っ
て
も

よ

い

の
か
も

し
れ

な

い
。

例
え

ば

『
海

道
記

』
中

の
竹
取

説

話
な

ど

に

み
ら

れ

る
よ
う

な
、

か
ぐ
や

姫

が
鶯

の
卵

か

ら
生

ま

れ

る
点
な

ど

は
、

学
習

者

の

興
味

を

ひ
き
う

る
も

の
だ
ろ
う

。

『
竹
取

物
語

』
と

『
今
昔

竹
取

』

の
比
較
学

習

は
、

さ
ら

な

る
発

展
性

を
秘

め

て

い
る
も

の
と
思

わ
れ

る
。

注(1
)
紙
幅

等

の
都

合

上
、

各

教
科

書

に
お

け

る

『竹

取
物

語

』

本

文

引
用

範

囲

の
詳

　

細

に

つ

い
て

は
省

略

す

る
が

、

『高

等

学

校

古

典

B

古
文

編

』

(古

B

32
)

で

は

「
帝

の
求

婚

」
・
「
か
ぐ

や

姫

の
昇

天

」
、

『
高
等

学

校

古

典

B
』

(古

B
28
)

ヨ

で

は

「帝

の
求

婚

」
・
「か

ぐ

や
姫

の
昇

天

」、

『高
等

学

校

標

準
古

典

B

』

(古

　

B

32
)

で

は

「火

鼠

の
皮

衣

」
.
「
か

ぐ

や
姫

の
昇

天

」
、

『
高

等

学

校

標

準
古

ら

典

A

物

語

選

』

(古

A

O
)

で
は

、

「
火
鼠

の
皮

衣

」
・
「帝

の
求

婚

」
・
「
か

ぐ

3

や
姫
の
昇
天
」

(鉤
括
弧
内

は
各
教
科
書

に
お
け

る
見
出
し
)
が
採
録

さ
れ
て

い
る
。

(2
)
森
晴
彦
氏

「
『今
昔
竹
取
』
と

『
竹
取

物
語
』
生
成
過
程

の
背
景

『古
典

B
』
比
較
学
習

の
設
問
採
択

に
際

し
て
の
覚

書

」
(
『
国
文
学
踏
査
』
第

二
十
七
号
、
二
〇

一
五
年

三
月
)
。

(3
)
拙
稿

「定
番
教
材

(学
習
材
)
を
繋
ぐ
古
典
教
育

(学
習
)

平
安
時
代

の

文
学
作
品
を
例
と
し

て

」

(
『
日
本
文

学
』
第
六
四
巻
第

一
号
、

二
〇

一

五
年

一
月
)

に
お
い
て
も
、

い
く

つ
か

の
定
番
教
材

(学
習
材
)
を
関
連
づ

(4
)

(5
)

け

て
学
習
す

る
こ
と

の
意
義

に

つ
い
て
論

じ
た
。
ま
た
、
例
え
ば
、
第

一
学

習
社

の
平
成

二
十
八
年

(
二
〇

一
五
年

)
度

用

の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト

「教
科
書

の
ご
案
内

」
に
は
、

「教
材
ど
う
し
に
有
機
的
な
関
連
を
も
た
せ
る
な

ど
、
生

徒
さ
ん
が
古
文
に
関
心
を
深

め
ら
れ

る
よ
う

な
編
集

上

の
工
夫
を
凝
ら

し
て

い
ま
す
」
(
二
八
頁
)
と
あ
り
、
当
該
教
科
書

で
も
そ

の
よ
う
な
こ
と

が
意
図

さ
れ

て
い
る
よ
う

で
あ

る
。
本
稿

で
は
、

そ
の
よ
う
な

「
編
集
上

の
工
夫
」

に
賛
意
を
表
し

つ
つ
、
教
科
書

や
指
導
書

で
示
さ
れ

て
い
る

こ
と

に
と
ど
ま

ら
な

い
、
『
竹
取
物
語
』
と

『
今
昔
竹
取
』
と

の
比
較
学
習

の
意
義
や
可
能
性

に

つ
い
て
、
さ
ら
に
掘
り
下
げ

て
い
き
た

い
。

以
下
、
『
今
昔
物
語
集
』

の
引
用
本
文

は
全

て
、
馬
淵
和
夫
氏

・
国
東
文
麿
氏

・
稲
垣
泰

一
氏

(校
注

・
訳
)
『
今
昔
物
語
集
④

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

38
』
(小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
)

に
拠
り
、
末
尾
に
頁
数
を
示
す
。

以
下
、
『
竹
取
物
語
』

の
引
用
本
文
は
全

て
、
片
桐
洋

一
氏

・
高
橋
正
治
氏

・

福
井
貞
助
氏

・
清
水
好
子
氏

(校
注

・
訳
)

『竹
取
物
語

伊
勢
物
語

大
和
物

語

平
中
物
語

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12
』
(小
学
館
、

一
九
九
四
年
。
『竹
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取
物
語
』

は
片
桐
氏
)

に
拠
り
、
末
尾
に
頁
数
を
示
す
。

(6
)
『
高
等
学
校

古
典

B

古
文
編

指
導
と
研
究

〈
全
6
分
冊
〉
』
(第

一
学
習
社
)。

(7
)
平
成
五

(
一
九
九
三
)
年
二
月

二
十
八
日
文
部
省
検
定
済
、
平
成

八

(
一
九
九

七
)
年
二
月
十
日
発
行
。

(8
)
『高
等
学
校

新
訂

国
語

一

古
典
編

指
導
と
研
究

〈
全
3
分
冊
〉
』

(第

一
学

習
社
)
。

(9
)
関
根
賢
司
氏

「
か
ぐ
や
姫

神
話

・
昔
話

・
物
語
」
(
『竹
取
物
語
論

神
話
/
系

譜
学
』

お
う

ふ
う

、
二
〇
〇
五
年
。
初
出
は
、
『
國
文
學

解
釈
と
教
材

の
研

究
』
第
四
十

二
巻
第
二
号
、

一
九
九
七
年
二
月
)
。

(10
)
森

田
恒
有
氏

「
『
竹
取
物
語

』
と

『
今
昔
物
語
集

』
の
比
較

に
よ
る
読
解

の
授

業
」

(
『
横
浜
国
大
国
語
教
育
研
究
』
第
十
七
号
、

二
〇
〇

二
年

一
〇

月
)
で

は
、

「
私
立

の
男
子
校
」

の
中
学
三
年
生

(但
し
、

「進
学
校

の
た
め
、
カ
リ

キ

ュ
ラ
ム
は
す
で
に
高
校

一
年

の
段
階
に
達
し

て
い
る
」
と

さ
れ

て

い
る
)

の
授
業

に
お
け
る
、
『
竹
取
物
語
』
と

『
今
昔
竹
取
』
と
の
比
較
学
習

(そ
れ

ぞ

れ
の
冒
頭
部

が
中
心
)

の
成
果

の
報
告
が
な
さ
れ

て
お
り
、

こ
こ
で
お
さ

え
た
点
と
通
ず

る
も

の
が
、
実
際
に
学
習
者
た
ち

が
読

み
取

っ
た
こ
と
と
し

て
挙
げ

ら
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
「
『
竹
取
』

は
翁

の
心
情

が
よ
く
表

さ
れ
て

い
る
が
、
行
動

は
細

か
く
書

い
て

い
な

い
。
物
語
的
で
あ
る
。
」
、

「
『
今
昔

』

は
様

子
や
行
動

を
詳
し
く
書

い
て
い
る
が
、
登
場
人
物

の
心
情

は
詳

し
く
書

い
て
い
な

い
。
記

録
的
で
あ
る
。
」
、

「
『竹
取

』
で
は
か
ぐ
や
姫

に
対
す
る
愛

情

が
具
体

的
に
描

か
れ
て

い
る
。
」
、

「
『今
昔
』

で
も

か
ぐ
や
姫

へ
の
翁

の
愛

情

は
書
か
れ

て
い
る
が
、
表
現

が
同
じ

で
、
し
か
も
具
体
的

で
は
な

い
。
」
等

々
で
あ
る
。

(H
)
西
沢
正
史
氏
編

『
古
典
文
学
を
読

む
た
め
の
用
語
辞
典

』
(東
京
堂
出
版
、

二

〇
〇
二
年
)

の

「説
話
文
学
」

の
項

(執
筆
者
は
西
沢
氏
)。

(12
)
小
峯
和
明
氏
編

『日
本
文
学
史

古
代

・
中
世
編
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房

、
二
〇

一
三
年
)

の
第

七
章

「日
本
霊
異
記
か
ら
今
昔
物
語
集

へ
」

(執
筆
者

は
千
本

英
史
氏

)。

(13
)
植
田
恭
代
氏

「
北
山
で
の
垣
間
見
」

(前

田
雅
之
氏

・
小
嶋
菜

温
子
氏

・
田
中

実
氏

・
須
貝
千
里
氏
編

『
〈
新
し
い
作
品
論
〉

へ
、
〈新
し

い
教
材
論
〉

へ

[古

典
編
]
三

文
学
研
究
と
国
語
教
育
研
究
の
交
差
』
右
文
書
院
、
二
〇
〇
三
年
)
。

(14
)
文
学
史
学
習
の
あ
り
か
た
に

つ
い
て
は
、
注
(3
)拙
稿
及
び

「文
学
史
教
材

(学

習
材
)
と
し
て
の

『源
氏
物
語
』
「
絵
合
」
巻

作
品
に
内
在
す
る
文
学
史

」
(『
源
氏
物
語
続
編

の
人
間
関
係

付

物
語
文
学
教
材
試
論
』
新
典
社
、

二
〇

一
四
年
。
初
出

は
、

『早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
』
第
二
九
集

、
二
〇

〇
九
年

三
月
)

で
も
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

(15
)
注
(5
)前
掲
書

、
二
四
頁
の
頭
注
九
。

(16
)
注
(5
)前
掲
書

、
「解
説
」
八
三
～
四
頁
。

(17
)
注
(2
)森
氏
前
掲
論
文
。

こ
こ
で
森
氏

が

「
『
今
昔

竹
取
』

の

『竹
取
』
か
ら

の
抄
出
説
」
と

し
て
挙
げ

ら
れ
て

い
る

の
は
奥
津
春
雄
氏

「
今
昔
物
語
集

の

竹
取
説
話

」
(
『
竹
取
物
語

の
研
究

達
成
と
変
容

』
翰
林
書
房
、

二

〇
〇
〇
年
。
初
出
は
、

『平
安
朝
文
学
研
究
』

三
巻

二
号
、

一
九
七

一
年

一
二

月
)

の
説

で
、
そ
れ
は

「
「今
昔
竹
取
」
は
民
間
伝
承
の
採
録
で
は
な
く
、
『竹

取
物
語
』
、

ま
た
は

『
竹
取
物

語
』
の
再

話
資
料
を
、
『
今
昔
物
語
集
』

の
設

定
し
た
主
題

に
基

づ

い
て
、
翻
訳

あ
る

い
は
再

話
し
た
も

の
」

で
あ

る
と

い

っ
た
も

の
で
あ

る
が
、

「
『
今
昔
竹
取
』
が
梗
概
化

の
た
め
に
用

い
た

『
竹
取
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物
語
』
は
現
存

の
そ
れ

で
は
な

く
、
現
存
本

に
先
行
す
る
古

『
竹
取
物
語
』

で
あ

っ
た
か
」

(注
(5
)前
掲
書
、

「解
説
」
八
三
頁

)
と

の
見
方
も
あ
り
、
詳

細
は
措
く

が
、

『竹
取
物
語
』
と

『今
昔
竹
取
』

の
関
係
に

つ
い
て
は
、

さ
ま

ざ

ま
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。

そ
の
点

は
学
習
者
に
も
意

識
さ
せ

て
お
く

必
要

が
あ
ろ
う
。

(18
)
注
(5
)前
掲
書
、

一
七
頁

の
頭
注
六
。

(19
)
堀
内
秀
晃
氏

・
秋
山
凄
氏
校
注

『
竹
取
物
語

伊
勢
物
語

新
日
本
古
典
文
学

大
系

17
』

(岩
波
書
店
、

一
九
九
七
年
。
『
竹
取
物
語
』
は
堀
内
氏
)
、

三
頁

の

脚
注
七
。

(20
)
注
(5
)前
掲
書
、

「解
説

」
八
四
～

五
頁
。
引
用
部

に
み
え

る
頁
数
も
同
書

の

も
の
。

「後

の
二
人

の
物
語
は
、
話

を
お
も
し
ろ

お
か
し
く
す
る
た
め
に
、
本

来

、
求
婚
者
に
な
り
え
な

い
烏
濤
者

を
あ

え
て
登

場
さ
せ
た
烏
潜
物
語

に
な

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。
想
像

に
す
ぎ

る
か
も
し
れ
な

い
が
、
物
語

の
骨
格
が

お
お
む
ね
で
き
あ
が

っ
て
、
語
り
手

(作
者

)
に
余
裕

が
で
き
た
後
に
、
話

を
お
も
し
ろ
お
か
し
く
す

る
た

め
に
付
加

さ
れ
た
部

分
で
あ
る
と
考
え
る
可

能
性
が
十
分

に
あ
る
と
思
う
」
と
続
け
ら
れ

て
い
る
。

(21
)
注
(8
)前
掲
書
。

(22
)
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
稲
賀
敬
二
氏

「
求
婚
者
四
人

の

「竹
取
物
語
」

傍
流
伝
本

の
復
権

L

(王
朝
物
語
研
究
会
編

『研
究
講
座

竹
取
物
語

の

視
界
』
新
典
社
、

一
九
九
八
年
。
初
出

は
安
田
女
子
大
学

『国
語
国
文
論
集
』

一
九
九
五
年

一
月
)
で
詳
し
く
論

じ
ら
れ
て

い
る
。

(23
)
注
(5
)前
掲
書
、
「解
説
」
九

一
頁
。

(24
)
な
お
、
『
竹
取
物
語
』
や

『伊
勢
物
語
』
、
『
源
氏
物
語
』
に

つ
い
て
は
、
注
(3
)

拙
稿

に
お

い
て
、
話
型
や
作
者
と

い

っ
た
視
点

か
ら
も
、
関

連
づ
け
繋
ぐ
学

習
が
可
能
で
あ

る
旨

の
提
案
を
し
た
。

(25
)
加
藤
昌
嘉
氏

・
中
川
照
将
氏
編

『
テ
ー

マ
で
読
む
源
氏
物
語
論

第
4
巻

紫

の
上
系
と
玉
璽
系

成
立
論

の
ゆ
く
え
』

(勉
誠
出
版
、

二
〇

一
〇
年
)

の

「総

説

…

"
『
源
氏
物
語
』
は
ど

の
よ
う

に
出
来
た

の
か
?

"
を
考

え
る
た

め
に
」

(執
筆
者
は
加
藤
氏

・
中
川
氏
)
。

(26
)
同

一
視

す
べ
き
も
の
で
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
学
習
者

に
と

っ
て
理
解
し

や
す
く
な

る
よ
う
に
、
ほ
ぼ

一
話
完
結
型
で
あ
り
な

が
ら
、

「主
人
公
」
な
ど

の
登

場
人
物
を

「
共
通
要
素
」
と
し

て
持
ち

、
各
話

が
ゆ
る
や
か
に
繋
が

っ

て

い
る
よ
う

な
現
代

の
連
続
テ

レ
ビ
ド
ラ

マ
や

ア

ニ
メ
、
漫
画

な
ど
を
引
き

合

い
に
出
す
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
ち
な

み
に
、
注
(25
)前
掲
論
文
中

で
も
、

物
語

の
成
立
に
関
わ
る
問
題

に
つ
い
て
、
『
ス
タ
ー

・
ウ
ォ
ー
ズ
』
や

『
仮
面

ラ
イ
ダ
ー

×
×
』
と

い
っ
た
も
の
な

ど
を
引
き
合

い
に
出
し
た
解
説
が
な
さ
れ

て
い
て
、
わ
か
り
や
す
い
。

(27
)
注
(3
)拙
稿
。

(28
)
注
(8
)前
掲
書
。

(本
学
准
教
授
)
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