
『竹取物語』の「月」に関する一考察

─ 57 ─

　
　
　
　
　
一
．

　
『
竹
取
物
語
』
終
盤
、
か
ぐ
や
姫
は
自
身
が
月
の
都
の
人
で
あ
る
こ
と
を
翁

に
告
白
し
、
八
月
十
五
日
の
夜
、
や
っ
て
き
た
迎
え
と
共
に
去
っ
て
ゆ
く
。
話

の
筋
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
迎
え
が
や
っ
て
来
る
の
は
月
の
都
か
ら
で
あ
り
、
ま

た
か
ぐ
や
姫
自
身
も
月
の
都
へ
帰
っ
て
い
く
の
だ
と
容
易
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。

　

し
か
し
、
実
際
に
『
竹
取
物
語
』
本
文
を
み
て
い
く
と
、「
月
」
の
用
例
に

は
不
自
然
な
偏
り
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
以
下
、
試
み
に
全
用
例
を

掲
出
す
る
（
注
１
）。

・
か
ぐ
や
姫
、
月
の
お
も
し
ろ
う
出
で
た
る
を
見
て
、
つ
ね
よ
り
も
、
物

思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
。
在
る
人
の
「
月
の
顔
見
る
は
、
忌
む
こ
と
」
と

制
し
け
れ
ど
も
、
と
も
す
れ
ば
、
人
間
に
も
、
月
を
見
て
は
、
い
み
じ

く
泣
き
た
ま
ふ
。

　

七
月
十
五
日
の
月
の
い
で
ゐ
て
、
せ
ち
に
物
思
へ
る
気
色
な
り
。
近
く

使
は
る
る
人
々
、
た
け
と
り
の
翁
に
告
げ
て
い
は
く
、「
か
ぐ
や
姫
、

例
も
月
を
あ
は
れ
が
り
た
ま
へ
ど
も
、
こ
の
ご
ろ
と
な
り
て
は
、
た
だ

ご
と
に
も
は
べ
ら
ざ
め
り
。
い
み
じ
く
思
し
嘆
く
こ
と
あ
る
べ
し
。
よ

く
よ
く
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
」
と
い
ふ
を
聞
き
て
、
か
ぐ
や
姫
に

い
ふ
や
う
、「
な
ん
で
ふ
心
地
す
れ
ば
、
か
く
物
を
思
ひ
た
る
さ
ま
に

て
月
を
見
た
ま
ふ
ぞ
。
う
ま
し
き
世
に
」�

（
六
三
頁
）

・
翁
、「
月
な
見
た
ま
ひ
そ
。
こ
れ
を
見
た
ま
へ
ば
、
物
思
す
気
色
は
あ

る
ぞ
」
と
い
へ
ば
、「
い
か
で
月
を
見
で
は
あ
ら
む
」
と
て
、
な
ほ
月

い
づ
れ
ば
、
い
で
ゐ
つ
つ
嘆
き
思
へ
り
。
夕
や
み
に
は
、
物
思
は
ぬ
気

色
な
り
。
月
の
ほ
ど
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
な
ほ
時
々
は
う
ち
嘆
き
、
泣
き

な
ど
す
。�

（
六
四
頁
）

・
八
月
十
五
日
ば
か
り
の
月
に
い
で
ゐ
て
、
か
ぐ
や
姫
、
い
と
い
た
く
泣

き
た
ま
ふ
。�

（
六
五
頁
）

・「
…
お
の
が
身
は
、
こ
の
国
の
人
に
も
あ
ら
ず
。
月
の
都
の
人
な
り
。
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…
」�

（
六
五
頁
）

・
か
ぐ
や
姫
の
い
は
く
、「
月
の
都
の
人
に
て
父
母
あ
り
。
…
」�（
六
六
頁
）

・
た
け
と
り
、
泣
く
泣
く
申
す
、「
…
人
々
賜
は
り
て
、
月
の
都
の
人
ま

う
で
来
ば
、
捕
へ
さ
せ
む
」�

（
六
七
頁
）

・
望
月
の
明
さ
を
十
合
せ
た
る
ば
か
り
に
て
、
在
る
人
の
毛
の
穴
さ
へ
見

ゆ
る
ほ
ど
な
り
。�

（
七
〇
頁
）

・
う
ち
泣
き
て
書
く
言
葉
は
、
…
脱
ぎ
置
く
衣
を
形
見
と
見
た
ま
へ
。
月

の
い
で
た
ら
む
夜
は
、
見
お
こ
せ
た
ま
へ
。�

（
七
三
頁
）

　
『
竹
取
物
語
』
本
文
中
の
「
月
」
の
用
例
は
十
六
例
、
す
べ
て
が
終
盤
に
集

中
し
て
い
る
（
注
２
）。
初
め
て
「
月
」
の
語
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
「
三
年
ば

か
り
あ
り
て
、
春
の
は
じ
め
」、
か
ぐ
や
姫
が
月
を
見
て
嘆
く
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
も
「
月
」
は
か
ぐ
や
姫
が
仰
ぎ
見
て
嘆
く
も
の
、

そ
れ
を
見
た
周
囲
が
気
遣
い
咎
め
る
も
の
、
も
し
く
は
か
ぐ
や
姫
の
出
身
地
で

あ
る
「
月
の
都
」
と
い
う
言
葉
で
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
当
の
八
月
十
五
日
に
は
、「
月
」
は
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
。「
望

月
の
明
さ
を
十
合
せ
た
る
ば
か
り
に
て
」
は
迎
え
が
や
っ
て
く
る
際
に
周
囲
が

明
る
く
輝
い
た
こ
と
を
示
す
比
喩
表
現
で
あ
っ
て
、
実
際
に
月
が
明
る
く
輝
い

て
い
る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。「
月
の
出
で
た
ら
む
夜
は
、
見
お
こ
せ
た
ま

へ
」
も
、
か
ぐ
や
姫
の
翁
ら
へ
の
書
き
置
き
に
書
か
れ
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
実

際
に
照
っ
て
い
る
月
を
指
し
た
も
の
で
は
な
い
。「
見
お
こ
す
」
は
視
線
を
そ

ち
ら
へ
や
っ
て
見
つ
め
る
と
い
う
意
味
な
の
で
、
つ
ま
り
は
月
の
出
た
夜
に
か

ぐ
や
姫
の
去
っ
た
先
を
ま
た
見
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
文
意
で
あ
ろ
う
（
注
３
）。

も
し
も
か
ぐ
や
姫
が
月
へ
帰
っ
た
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
帰
っ
た
月
を
見
つ
め

た
と
し
て
も
何
ら
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。

昇
天
の
場
面
に
実
景
の
「
月
」
を
指
す
用
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
か
ぐ
や

姫
が
帰
っ
た
先
が
月
で
あ
る
と
作
中
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

か
ぐ
や
姫
を
迎
え
に
来
る
の
は
「
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
」（
六
五
頁
）
と
あ
る
の
で
、
月
の
都
の
人
々
で

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
登
場
は
「
大
空
よ
り
、
人
、
雲
に
乗

り
て
下
り
来
」（
七
〇
頁
）
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
月
か
ら
や
っ
て

き
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
か
ぐ
や
姫
自
身
も
ま
た
「
車
に
乗
り
て
、
百
人
ば

か
り
天
人
具
し
て
、
の
ぼ
り
ぬ
」（
七
五
頁
）
と
、
昇
天
し
て
い
っ
た
先
を
具

体
的
に
示
し
て
い
な
い
。
帝
も
「
い
づ
れ
の
山
か
天
に
近
き
」（
七
六
頁
）
と

「
月
」
で
は
な
く
「
天
」
に
近
い
山
を
示
し
て
薬
を
焼
か
せ
て
い
る
。
か
ぐ
や

姫
が
月
の
都
へ
帰
っ
た
と
い
う
筋
書
き
は
、
実
際
の
『
竹
取
物
語
』
本
文
の
上

か
ら
は
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
疑
問
点
に
つ
い
て
は
、
妹
尾
好
信
氏
が
い
ち
早
く
指
摘
し
て
い
る
（
注

４
）。
妹
尾
氏
は
「
月
」
の
用
例
が
終
盤
に
な
っ
て
唐
突
に
な
っ
て
現
れ
た
の

を
作
者
の
意
図
的
な
演
出
と
し
、
一
方
で
昇
天
の
場
面
と
そ
れ
以
降
に
は

「
月
」
の
用
例
が
消
え
る
こ
と
か
ら
、
成
立
当
初
は
か
ぐ
や
姫
が
月
へ
帰
っ
た

と
い
う
読
者
の
意
識
が
希
薄
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
考
え
た
。
そ
の
上
で
、

『
源
氏
物
語
』
や
『
夜
の
寝
覚
』
な
ど
後
続
の
物
語
、『
今
昔
物
語
集
』『
海
道
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記
』
等
の
竹
取
説
話
の
用
例
を
精
査
し
、
そ
れ
ら
が
「
空
に
昇
る
」「
天
に
昇

る
」
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
妹
尾
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の

記
述
は
『
孟
津
抄
』
な
ど
の
古
注
釈
、『
風
葉
和
歌
集
』
の
詞
書
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
り
、
恐
ら
く
『
竹
取
物
語
』
成
立
後
し
ば
ら
く
は
、
か
ぐ
や
姫
は

「
天
に
昇
っ
た
」
と
い
う
認
識
が
広
く
定
着
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
平
安
時
代
の
物
語
作
者
た
ち
が
目
に
し

て
い
た
『
竹
取
物
語
』
は
、
か
ぐ
や
姫
は
「
天
人
」
で
あ
り
、「
昔
の
契

り
あ
り
け
る
に
よ
り
」
翁
の
も
と
に
下
さ
れ
た
。
そ
れ
が
「
帰
る
べ
き
に

な
」
っ
た
の
で
、
八
月
十
五
日
の
夜
に
「
天
」
か
ら
迎
え
が
来
て
、「
天

の
羽
衣
」
を
着
て
「
昇
天
」
し
た
と
い
う
筋
書
き
の
物
語
だ
っ
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。

　

妹
尾
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
か
ぐ
や
姫
が
「
月
の
都
へ
帰
っ
た
」
旨
の
記
述

が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
十
五
世
紀
後
半
に
な
る
と
い
う
。
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
に
お

い
て
「
月
」
の
語
が
強
調
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
長
ら
く
『
竹
取
物
語
』
読

者
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
。『
竹
取
物
語
』
本
文
用
例
の
偏
り
具
合
を
見
る
に

諾
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
一
方
で
、
か
ぐ
や
姫
は
天
に
昇
っ
た
と
し
て
「
月
の
都
に
帰
っ
た
」

と
い
う
顛
末
を
切
り
捨
て
て
し
ま
う
と
、
今
度
は
昇
天
の
日
時
が
八
月
十
五
夜

に
設
定
さ
れ
て
い
る
理
由
に
悩
む
こ
と
に
な
る
。『
竹
取
物
語
』
本
文
の
ほ
か
、

『
源
氏
物
語
』
や
『
孟
津
抄
』
に
も
「
八
月
十
五
日
」
の
語
が
出
て
お
り
、
こ

の
日
時
に
関
し
て
は
認
識
が
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
。
だ
が
、
昇
天
の
日
時
を
八

月
十
五
日
と
い
う
名
月
の
夜
に
設
定
し
て
お
い
て
、
そ
の
月
を
無
視
し
て
天
へ

昇
る
と
い
う
の
は
、
少
々
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
竹
取
物
語
』
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
に
あ
た
る
場
面
で
あ
る
。
随
所
に
語
源
譚
を
入
れ
る
な
ど
し
て
前
述

の
言
葉
を
拾
っ
て
ゆ
く
『
竹
取
物
語
』
で
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
直
前
に
わ
ざ
わ

ざ
告
白
さ
せ
た
主
人
公
の
素
性
が
取
り
沙
汰
さ
れ
な
い
ま
ま
終
わ
る
と
は
考
え

に
く
い
。
逆
に
、
か
ぐ
や
姫
が
故
郷
の
「
月
の
都
」
へ
帰
る
の
で
あ
れ
ば
、
昇

天
の
際
に
は
地
の
文
に
も
「
月
」
を
描
き
、
か
ぐ
や
姫
が
空
に
照
る
「
月
」
へ

帰
っ
て
い
く
情
景
を
読
者
に
強
く
印
象
付
け
て
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
締
め
く
く

る
方
が
演
出
と
し
て
自
然
で
あ
る
。

　

八
月
十
五
夜
と
い
う
名
月
の
夜
に
「
天
」
へ
昇
る
の
か
、
月
が
全
く
出
な
い

中
「
月
」
へ
帰
る
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
こ
に
は
、
何
か
し
ら
作
者
の
意
図

が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
は
こ
の
不
審
点
の
解
決
の
た

め
、
か
ぐ
や
姫
昇
天
の
場
面
を
、
主
に
「
月
」
と
「
天
」
に
関
す
る
表
現
の
点

か
ら
再
検
討
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
．

　

改
め
て
、
か
ぐ
や
姫
昇
天
の
場
面
を
検
討
し
て
い
く
。
月
の
都
か
ら
来
て
い

る
は
ず
の
迎
え
が
「
月
」
か
ら
や
っ
て
来
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
。
昇
天
の
場
面
で
は
迎
え
は
「
天
人
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
や
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っ
て
く
る
の
は
「
空
」
で
あ
っ
た
。

か
か
る
ほ
ど
に
、
宵
う
ち
す
ぎ
て
、
子
の
時
ば
か
り
に
、
家
の
あ
た
り
、

昼
の
明
さ
に
も
過
ぎ
て
、
光
り
た
り
。
望
月
の
明
さ
を
十
合
は
せ
た
る
ば

か
り
に
て
、
在
る
人
の
毛
の
穴
さ
へ
見
ゆ
る
ほ
ど
な
り
。
大
空
よ
り
、
人
、

雲
に
乗
り
て
下
り
来
て
、
土
よ
り
五
尺
ば
か
り
上
が
た
る
ほ
ど
に
立
ち
連

ね
た
り
。

《
中
略
》

中
将
と
り
つ
れ
ば
、
ふ
と
天
の
羽
衣
う
ち
着
せ
た
て
ま
つ
り
つ
れ
ば
、
翁

を
、
い
と
ほ
し
、
か
な
し
と
思
ひ
つ
る
こ
と
も
失
せ
ぬ
。
こ
の
衣
着
つ
る

人
は
、
物
思
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
車
に
乗
り
て
、
百
人
ば
か
り
天
人

具
し
て
、
の
ぼ
り
ぬ
。

　

本
文
中
に
は
「
天
人
」
の
用
例
が
七
例
あ
り
、
一
例
は
く
ら
も
ち
の
皇
子
の

作
り
話
に
、
残
り
六
例
は
昇
天
の
際
に
迎
え
の
者
達
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。

・
天
人
の
よ
そ
ほ
ひ
し
た
る
女
、
山
の
中
よ
り
い
で
来
て
、
銀
の
金
鋺
を

持
ち
て
、
水
を
汲
み
歩
く
。�

（
三
二
頁
）

・
天
人
の
中
に
、
持
た
せ
た
る
箱
あ
り
。
天
の
羽
衣
入
れ
り
。（
七
四
頁
）

・
一
人
の
天
人
い
ふ
、「
壺
な
る
御
薬
た
て
ま
つ
れ
。
…
」（
七
四
頁
）

・
形
見
と
て
、
脱
ぎ
置
く
衣
に
包
ま
む
と
す
れ
ば
、
あ
る
天
人
包
ま
せ
ず
。

（
七
四
頁
）

・
天
人
、「
遅
し
」
と
、
心
も
と
な
が
り
た
ま
ふ
。（
七
四
頁
）

・
壺
の
薬
そ
へ
て
、
頭
中
将
呼
び
寄
せ
て
奉
ら
す
。
中
将
に
、
天
人
と
り

て
伝
ふ
。（
七
五
頁
）

・
車
に
乗
り
て
、
百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
、
の
ぼ
り
ぬ
。

　

一
例
目
の
天
人
は
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
に
山
の
名
を
尋
ね
ら
れ
て
「
こ
れ
は
、

蓬
莱
の
山
な
り
」（
三
二
頁
）
と
答
え
て
い
る
。
作
り
話
で
は
あ
る
が
、
道
教

や
神
仙
思
想
の
要
素
が
窺
え
る
場
面
で
あ
ろ
う
。
昇
天
の
場
面
に
お
け
る
「
天

人
」
も
、
天
の
羽
衣
や
不
死
の
薬
な
ど
、
道
教
を
連
想
さ
せ
る
小
道
具
を
手
に

し
て
い
る
。「
昇
天
」
と
い
う
言
葉
と
合
わ
せ
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

一
方
の
「
天
」
は
三
例
、
う
ち
一
例
は
「
天
の
人
」
で
月
の
都
か
ら
の
迎
え

を
指
す
表
現
で
あ
り
、
実
質
的
に
「
天
人
」
と
同
語
で
あ
る
。

Ａ
．
翁
の
い
は
く
、「
か
ば
か
り
ま
も
る
所
に
、
天
の
人
に
も
負
け
む
や
」�

�

（
六
八
頁
）

Ｂ
．
大
臣
、
上
達
部
を
召
し
て
、「
い
づ
れ
の
山
か
天
に
近
き
」

Ｃ
．「
駿
河
の
国
に
あ
る
な
る
山
な
む
、
こ
の
都
も
近
く
、
こ
の
都
も
近

く
、
天
も
近
く
は
べ
る
」�

（
七
六
頁
）

　

Ａ
は
帝
の
派
遣
し
た
兵
を
見
て
翁
が
発
し
た
言
葉
で
あ
り
、
か
ぐ
や
姫
を
迎

え
に
来
る
者
達
を
指
し
て
「
天
人
」
と
称
す
る
初
め
て
の
例
で
も
あ
る
。
Ｂ
は

昇
天
の
後
に
帝
が
不
死
の
薬
を
焼
く
た
め
の
地
を
尋
ね
た
も
の
、
Ｃ
が
そ
れ
に
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応
え
た
も
の
で
あ
る
。「
天
人
」
と
合
わ
せ
て
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
と
関
係
が

深
い
語
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
Ａ
の
場
面
は
翁
が
帝
に
「
月
の
都
の
人
ま
う
で
来
ば
、
捕
へ
さ
せ

む
」
と
訴
え
た
直
後
の
こ
と
で
あ
り
、
帝
も
翁
も
か
ぐ
や
姫
が
「
月
の
都
」
の

人
で
あ
る
こ
と
、「
月
の
都
」
か
ら
迎
え
が
来
る
こ
と
は
承
知
の
筈
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
天
の
人
」
を
境
に
、『
竹
取
物
語
』
本
文
か
ら

「
月
の
都
」
と
い
う
語
は
消
失
す
る
。
以
降
、「
月
の
都
の
人
」
は
「
天
人
」、

か
ぐ
や
姫
の
去
っ
た
先
は
Ｂ
・
Ｃ
の
よ
う
に
「
天
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
置
き
換
え

ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
「
空
」
は
ど
う
か
。「
空
」
の
用
例
は
本
文
中
に
五
例
み
ら
れ
る
。

Ｄ
．
旅
の
空
に
、
助
け
た
ま
ふ
べ
き
人
も
な
き
と
こ
ろ
に
、
い
ろ
い
ろ
の

病
を
し
て
、
行
く
方
そ
ら
も
覚
え
ず
。�

（
三
一
頁
）

Ｅ
．
こ
れ
を
、
帝
御
覧
じ
て
、
い
と
ど
帰
り
た
ま
は
む
空
も
な
く
思
さ
る
。

�
（
六
三
頁
）

Ｆ
．
屋
の
上
に
を
る
人
々
に
い
は
く
、「
つ
ゆ
も
、
物
、
空
に
駆
け
ら
ば
、

ふ
と
射
殺
し
た
ま
へ
」�

（
六
八
頁
）

Ｇ
．
大
空
よ
り
、
人
、
雲
に
乗
り
て
下
り
来
て
、
土
よ
り
五
尺
ば
か
り
上

が
た
る
ほ
ど
に
立
ち
連
ね
た
り
。

Ｈ
．
見
捨
て
た
て
ま
つ
り
て
ま
か
る
、
空
よ
り
も
落
ち
ぬ
べ
き
心
地
す
る
。

�

（
七
三
頁
）

　

Ｆ
は
迎
え
を
撃
ち
落
と
さ
せ
よ
う
と
す
る
翁
の
言
葉
、
Ｇ
は
前
掲
し
た
よ
う

に
迎
え
が
到
来
し
た
際
の
様
子
、
Ｈ
は
昇
天
し
よ
う
と
す
る
か
ぐ
や
姫
の
翁
へ

の
言
い
置
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
先
の
「
天
」「
天
人
」
と
同
様
、
か
ぐ
や
姫

の
昇
天
に
関
係
す
る
用
例
で
あ
る
。

　

残
る
Ｄ
・
Ｅ
は
慣
用
表
現
で
あ
っ
て
実
景
の
空
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
も
昇

天
と
の
関
係
性
が
皆
無
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
Ｄ
は
く
ら
も
ち
の
皇
子
が
作
り

話
の
中
で
、
蓬
莱
の
玉
の
枝
を
求
め
て
彷
徨
っ
て
い
た
際
の
様
子
で
あ
る
。
こ

の
直
後
、
皇
子
は
蓬
莱
山
に
辿
り
着
き
、「
天
人
の
よ
そ
ほ
ひ
し
た
る
女
」
と

出
会
っ
た
こ
と
を
語
り
始
め
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
場
面
は
昇
天
以
外

で
唯
一
「
天
人
」
と
い
う
語
が
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
残
る
Ｅ
は
、

帝
が
か
ぐ
や
姫
の
も
と
を
訪
れ
た
帰
り
、
か
ぐ
や
姫
か
ら
贈
ら
れ
た
文
を
見
た

際
の
様
子
で
あ
る
。
こ
の
前
後
に
「
天
人
」
と
い
う
語
は
登
場
し
な
い
が
、
か

ぐ
や
姫
に
強
引
に
迫
っ
た
帝
は
、
か
ぐ
や
姫
が
「
お
の
が
身
は
、
こ
の
国
に
生

れ
て
は
べ
ら
ば
こ
そ
、
使
ひ
た
ま
は
め
」（
六
一
頁
）
と
言
っ
て
「
き
と
影
に

な
」（
六
一
頁
）
っ
た
の
を
見
て
お
り
、
か
ぐ
や
姫
を
「
げ
に
た
だ
人
に
は
あ

ら
ざ
り
け
り
」（
六
一
頁
）
と
認
識
し
て
い
る
。
か
ぐ
や
姫
が
普
通
の
人
間
で

は
な
い
（
月
の
都
の
人
で
あ
る
）
こ
と
を
知
っ
た
直
後
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ

う
。
五
例
と
い
う
数
か
ら
は
一
概
に
断
定
は
で
き
な
い
が
、「
空
」
は
か
ぐ
や

姫
の
素
性
告
白
と
昇
天
へ
向
け
て
、
読
者
に
「
天
人
」
と
い
う
語
や
存
在
を
意

識
さ
せ
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
空
」「
天
」
と
い
う
い
ず
れ
も
天
空
を
指
す
語
が
、
昇
天
の
前
後
や
天
人
に

関
係
す
る
場
面
に
偏
重
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
妹
尾
氏
の
調
査
に
み
ら
れ
る
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「
空
へ
昇
る
」「
天
へ
昇
る
」
の
表
現
と
も
符
合
す
る
。
昇
天
に
関
係
す
る
語
と

し
て
、「
月
」
同
様
に
用
い
方
の
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
昇
天
の
際
に
用
い
ら
れ
る
「
天
」「
空
」
と
、
昇
天
の
際
に
消
滅

す
る
「
月
」
は
明
ら
か
に
そ
の
用
法
を
異
に
し
て
い
る
。
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
と

そ
れ
を
示
唆
す
る
場
面
に
用
い
ら
れ
る
「
天
」「
空
」
に
対
し
、「
月
」
は
昇
天

そ
の
も
の
で
は
な
く
「
月
の
都
」
を
導
き
出
す
た
め
に
必
要
な
素
材
と
し
て
使

わ
れ
、
昇
天
の
場
面
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
「
月
の
都
」
も
ま

た
昇
天
の
場
面
で
は
登
場
せ
ず
、「
月
の
都
の
人
」
は
「
天
人
」
へ
と
置
き
換

え
ら
れ
て
い
る
。「
空
」「
天
」
と
「
月
」「
月
の
都
」
と
は
、
語
の
用
い
ら
れ

方
で
は
対
立
す
る
よ
う
な
形
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
文
の

表
現
の
上
で
は
依
然
、「
月
」
を
見
て
嘆
く
「
月
の
都
の
人
」
か
ぐ
や
姫
が
、

八
月
十
五
日
に
「
天
人
」
と
共
に
「
空
」
も
し
く
は
「
天
」
へ
昇
る
と
い
う
不

自
然
な
構
図
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
．

　

こ
の
よ
う
に
「
天
」「
天
人
」
と
置
き
換
え
ら
れ
る
「
月
の
都
」
と
は
、
そ

も
そ
も
ど
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
い
ず
れ
も
後
続
の

も
の
に
は
な
っ
て
し
ま
う
が
、
ま
ず
は
『
竹
取
物
語
』
以
外
の
物
語
作
品
か
ら

用
例
を
蒐
集
し
検
討
す
る
。『
源
氏
物
語
』
に
は
二
例
の
「
月
の
都
」
が
確
認

で
き
る
。
い
ず
れ
も
和
歌
の
歌
語
と
し
て
で
あ
り
、
そ
の
場
に
は
「
月
」
が
あ

っ
た
。

Ｉ
．
月
の
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
、
今
宵
は
十
五
夜
な
り
け

り
と
思
し
出
で
て
、
殿
上
の
御
遊
び
恋
し
く
、
所
ど
こ
ろ
な
が
め
た

ま
ふ
ら
む
か
し
と
、
思
ひ
や
り
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
月
の
顔
の
み

ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
。

　
　
《
中
略
》

を
り
を
り
の
こ
と
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
に
、
よ
よ
と
泣
か
れ
た
ま
ふ
。

「
夜
更
け
は
べ
り
ぬ
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
な
ほ
入
り
た
ま
は
ず
。

見
る
ほ
ど
ぞ
し
ば
し
な
ぐ
さ
む
め
ぐ
り
あ
は
ん
月
の
都
は
遥
か

な
れ
ど
も

�

（
須
磨
・
二
〇
一
頁
）

Ｊ
．
尼
君
ぞ
、
月
な
ど
明
き
夜
は
、
琴
な
ど
弾
き
た
ま
ふ
。
少
将
の
尼
君

な
ど
い
ふ
人
は
、
琵
琶
弾
き
な
ど
し
つ
つ
遊
ぶ
。「
か
か
る
わ
ざ
は

し
た
ま
ふ
や
。
つ
れ
づ
れ
な
る
に
」
な
ど
言
ふ
。

　
《
中
略
》

月
の
明
き
夜
な
夜
な
、
老
人
ど
も
は
艶
に
歌
よ
み
、
い
に
し
へ
思
ひ

出
で
つ
つ
さ
ま
ざ
ま
の
物
語
な
ど
す
る
に
、
答
ふ
べ
き
方
も
な
け
れ

ば
、
つ
く
づ
く
と
う
ち
な
が
め
て
、

わ
れ
か
く
て
う
き
世
の
中
に
め
ぐ
る
と
も
誰
か
は
知
ら
む
月

の
み
や
こ
に

今
は
限
り
と
思
ひ
は
て
し
ほ
ど
は
、
恋
し
き
人
多
か
り
し
か
ど
、
こ

と
人
々
は
さ
し
も
思
ひ
出
で
ら
れ
ず
、
た
だ
、
親
い
か
に
ま
ど
ひ
た
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ま
ひ
け
ん
、
乳
母
、
よ
ろ
づ
に
、
い
か
で
人
並
々
に
な
さ
む
と
思
ひ

焦
ら
れ
し
を
、
い
か
に
あ
へ
な
き
心
地
し
け
ん
、
…

�

（
手
習
・
三
〇
一
頁
）

　

Ｉ
は
八
月
十
五
日
、
須
磨
に
退
去
し
て
い
る
光
源
氏
が
、
都
を
思
い
や
っ
て

詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
殿
上
の
御
遊
び
恋
し
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
思
慕
す

る
先
は
京
の
都
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
が
、
日
付
が
八
月
十
五
夜
と
明
言
さ

れ
て
い
る
点
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。
Ｊ
は
尼
君
の
も
と
で
自
身
を
顧
み
る

浮
舟
の
歌
で
あ
る
。
周
囲
は
管
弦
や
詩
歌
、
物
語
を
楽
し
ん
で
い
る
が
、
話
に

混
ざ
れ
な
い
浮
舟
は
都
に
残
し
て
き
た
母
や
乳
母
を
思
う
。

　

双
方
の
例
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
詠
者
は
遠
く
隔
た
っ
た
「
月
の
都
」
を

懐
か
し
む
側
で
あ
る
こ
と
、「
月
」
の
美
し
い
夜
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
月

の
都
」
す
な
わ
ち
都
を
想
起
す
る
契
機
の
一
つ
に
管
弦
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
Ｉ
で
は
「
殿
上
の
御
遊
び
」
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
、
Ｊ
で
は
都
の
出

身
で
あ
ろ
う
尼
君
達
が
月
の
夜
に
琴
や
琵
琶
を
弾
い
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
。

　

で
は
他
作
品
の
例
で
は
ど
う
か
。『
狭
衣
物
語
』
で
は
管
弦
の
宴
で
狭
衣
が

笛
を
吹
い
た
際
の
様
子
に
「
月
の
都
」
の
語
が
み
ら
れ
る
。

宵
過
ぐ
る
ま
ま
に
、
笛
の
音
い
と
ど
澄
み
の
ぼ
り
て
、
雲
の
は
た
て
ま
で

も
あ
や
し
う
、
そ
ぞ
ろ
寒
く
、
も
の
悲
し
き
に
、
稲
妻
の
た
び
た
び
し
て
、

雲
の
た
た
ず
ま
ひ
例
な
ら
ぬ
を
、
神
の
鳴
る
べ
き
に
や
と
見
ゆ
る
を
、
星

の
光
ど
も
、
月
に
異
な
ら
ず
輝
き
わ
た
り
つ
つ
、
御
笛
の
同
じ
声
に
、
さ

ま
ざ
ま
の
物
の
音
ど
も
空
に
聞
こ
え
て
、
楽
の
音
い
と
お
も
し
ろ
し
。

《
中
略
》

音
の
か
ぎ
り
吹
き
た
ま
へ
る
は
、
げ
に
、
月
の
都
の
人
も
い
か
で
か
聞
き

驚
か
ざ
ら
ん
。

楽
の
声
、
い
と
ど
近
く
な
り
て
、
紫
の
雲
た
な
び
く
と
見
る
に
、
天
稚
御

子
、
角
髪
結
ひ
て
、
言
ひ
知
ら
ず
を
か
し
げ
に
香
ば
し
き
童
に
て
、
ふ
と

降
り
ゐ
た
ま
ふ
と
見
る
に
、
糸
遊
の
や
う
な
る
薄
き
衣
を
中
将
の
君
に
う

ち
掛
け
た
ま
ふ
と
見
る
に
、
我
は
こ
の
世
の
こ
と
も
お
ぼ
え
ず
、
め
で
た

き
御
あ
り
さ
ま
も
い
み
じ
う
な
つ
か
し
け
れ
ば
、
こ
の
笛
を
吹
く
吹
く
帝

の
御
前
に
さ
し
寄
り
て
、
参
ら
せ
た
ま
ふ
。�

（
巻
一
・
四
三
頁
）

管
弦
の
宴
で
狭
衣
が
吹
い
た
笛
の
音
は
類
ま
れ
な
る
美
し
さ
で
あ
っ
た
。
帝

に
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
狭
衣
が
笛
を
吹
い
て
い
る
と
空
模
様
が
怪
し
く
な
り
、
天

稚
御
子
が
降
臨
し
、
狭
衣
に
衣
を
着
せ
て
天
に
連
れ
去
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
前

後
の
場
面
に
は
、
衣
の
例
を
含
め
て
『
竹
取
物
語
』
を
意
識
し
た
と
思
し
い
表

現
が
随
所
に
み
ら
れ
る
が
、「
月
の
都
」
と
い
う
言
葉
は
天
上
ま
で
響
く
音
色

を
表
す
た
め
に
使
わ
れ
て
お
り
、
降
っ
て
き
た
の
は
月
の
都
の
人
で
も
天
人
で

も
な
く
「
天
稚
御
子
」
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
日
は
五
月
五
日
で
、
天
気
が
悪

く
「
月
」
は
出
て
い
な
か
っ
た
。「
月
の
都
」
と
「
月
」
の
関
係
は
途
絶
え
て

い
る
。
た
だ
、
狭
衣
が
管
弦
の
宴
で
笛
を
吹
い
て
い
た
こ
と
、
そ
の
音
色
の
た

め
に
天
稚
御
子
が
降
臨
し
、
狭
衣
を
連
れ
去
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
は
留
意
し
て
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お
き
た
い
。「
月
の
都
」
は
や
は
り
管
弦
の
場
で
想
起
さ
れ
る
語
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

も
う
一
例
、『
夜
の
寝
覚
』
か
ら
「
月
の
都
」
の
例
を
掲
出
す
る
。

ま
た
か
へ
る
年
の
十
五
夜
に
、
月
な
が
め
て
、
琴
、
琵
琶
弾
き
つ
つ
、
格

子
も
上
げ
な
が
ら
寝
入
り
た
ま
へ
ど
、
夢
に
も
見
え
ず
。
う
ち
お
ど
ろ
き

た
ま
へ
れ
ば
、
月
も
明
け
方
に
な
り
に
け
り
。
あ
は
れ
に
口
惜
し
う
お
ぼ

え
、
琵
琶
を
引
き
寄
せ
て
、

　
　

天
の
原
雲
の
か
よ
ひ
路
と
ぢ
て
け
り
月
の
都
の
ひ
と
も
問
ひ
来
ず

�

（
巻
一
・
二
〇
頁
）

主
人
公
で
あ
る
中
の
君
は
、
八
月
十
五
夜
に
夢
の
中
で
「
髪
上
げ
う
る
は
し

き
、
唐
絵
の
様
し
た
る
人
」（
十
七
頁
）
に
琴
を
習
う
。
そ
れ
が
二
年
続
い
た

が
、
三
年
目
の
八
月
十
五
夜
に
は
夢
を
見
る
こ
と
は
な
く
、
人
物
の
訪
れ
も
な

か
っ
た
。
夜
明
け
に
目
を
覚
ま
し
た
中
の
君
は
、
琵
琶
を
弾
き
な
が
ら
和
歌
を

詠
む
。
こ
の
歌
に
よ
っ
て
、
訪
れ
て
い
た
人
物
が
「
月
の
都
」
の
人
で
あ
る

（
少
な
く
と
も
中
の
君
が
そ
う
認
識
し
て
い
る
）
こ
と
が
読
者
に
知
れ
る
の
で

あ
る
。

以
上
の
例
か
ら
考
え
る
に
、「
月
の
都
」
は
管
弦
の
演
奏
と
関
係
の
深
い
語
、

少
な
く
と
も
当
時
は
そ
う
認
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。
現
在

地
か
ら
は
遠
く
隔
た
っ
た
地
で
あ
り
、
多
く
は
八
月
十
五
夜
な
ど
月
の
美
し
い

夜
、
何
ら
か
の
楽
器
を
演
奏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
月
の
都
」
と
い
う
語
が

物
語
上
に
想
起
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
浮
舟
や
中
の
君
の
例
を
考
え
る
に
、

思
慕
す
る
対
象
で
こ
そ
あ
れ
、
迎
え
が
や
っ
て
来
た
り
帰
っ
て
行
っ
た
り
と
い

う
行
為
に
は
必
ず
し
も
関
係
し
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
妹
尾
氏
は
「
月
の
都
」
と
い
う
語
を
「
中
国
の
古
伝
説
に
見
え

る
「
月
宮
」」
の
訳
語
と
し
て
い
る
（
注
５
）。
一
般
的
に
「
都
」
と
は
「
宮

処
」
の
義
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、「
月
宮
」
と
「
月
の
都
」
は
ほ
ぼ
同
義
と
み

て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
月
宮
」
は
『
太
平
広
記
』
な
ど
の
説
話
集
に
神
仙
譚
と
し
て
登
場
す
る
。

い
ず
れ
も
唐
の
玄
宗
皇
帝
が
道
士
に
連
れ
ら
れ
て
、
月
に
あ
る
「
月
宮
」
へ
赴

き
、
そ
こ
で
奏
さ
れ
て
い
た
曲
を
聴
い
て
書
き
取
り
、
持
ち
帰
っ
て
地
上
で
も

演
奏
し
て
い
た
と
い
う
逸
話
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
遠
く
隔
絶
さ
れ
て
は
い
る

が
行
き
来
が
不
可
能
で
は
な
い
場
所
、
八
月
十
五
日
の
夜
、
天
人
が
管
弦
を
奏

す
と
い
う
三
点
に
お
い
て
、「
月
宮
」
の
説
話
と
先
掲
の
物
語
の
例
と
は
共
通

し
て
い
る
と
い
え
る
。

・
開
元
中
、
中
秋
望
夜
、
時
玄
宗
於
宮
中
翫
月
。
公
遠
奏
曰
、「
陛
下
莫

要
至
月
中
看
否
」、
乃
取
拄
杖
、
向
空
擲
之
、
化
為
大
橋
、
其
色
如
銀
、

請
玄
宗
同
登
。
約
行
數
十
里
、
精
光
奪
目
、
寒
色
侵
人
、
遂
至
大
城
闕
。

公
遠
曰
、「
此
月
宮
也
」。
見
仙
女
数
百
。
皆
素
練
寛
衣
。
舞
於
広
庭
。

玄
宗
問
曰
「
此
何
曲
也
」。
曰
「
霓
裳
羽
衣
也
」。
玄
宗
密
記
其
声
調
。

�

（『
太
平
広
記
』
神
仙
二
十
二
・
羅
公
遠
）

・
又
嘗
因
八
月
望
夜
、
師
与
玄
宗
遊
月
宮
、
聆
月
中
天
楽
。
問
其
曲
名
、
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曰
「
紫
雲
曲
」。
玄
宗
素
曉
音
律
、
黙
記
其
声
、
帰
伝
其
音
。
名
之
曰

霓
裳
羽
衣
。
自
月
宮
還
、
過
潞
州
城
上
、
俯
視
城
郭
悄
然
、
而
月
光
如

昼
。

�

（『
太
平
広
記
』
神
仙
二
十
六
・
葉
法
善
）

こ
の
他
、
道
士
や
楽
の
部
に
も
同
様
の
説
話
が
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
幅

の
関
係
か
ら
割
愛
し
た
。

引
用
し
た
『
太
平
広
記
』
は
北
宋
時
代
の
成
立
だ
が
、
末
尾
に
『
神
仙
感
遇

伝
』
な
ど
の
引
用
元
を
記
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
成
立
は
唐
代
ま
で
遡
れ
る
と

み
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、『
竹
取
物
語
』
成
立
時
に
こ
の
説
話
が
日
本
へ
伝
わ
っ

て
い
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
、「
月
の
都
」
と
い
う
言
葉
は
、
玄
宗
皇
帝
の
話
か
ら
「
月
宮
」

の
要
素
を
受
け
継
ぎ
、
か
ぐ
や
姫
の
素
性
と
し
て
『
竹
取
物
語
』
に
加
え
ら
れ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
玄
宗
の
「
月
宮
」
は
道
教
や
神
仙
思
想

の
も
と
に
書
か
れ
た
説
話
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
訳
語
で
あ
る
「
月
の
都
」
も
、

そ
う
し
た
意
味
合
い
を
持
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

『
竹
取
物
語
』
が
多
く
の
漢
籍
を
典
拠
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
が
、
中
で
も
昇
天
の
場
面
に
お
い
て
は
道
教
関
連
の
書
物
か
ら

の
影
響
が
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
全
体
的
な
話
型
と
し
て
は
『
漢
武
帝
内
伝
』
の
翻
案
な
い
し
換
骨

奪
胎
で
あ
ろ
う
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。
渡
辺
秀
夫
氏
は
そ
の
具
体
的
な
類
似
点

と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
仙
人
（『
漢
武
帝
内
伝
』
で
は
西
王
母
）
が
来
臨
の
日

付
を
告
知
す
る
点
、
不
死
の
薬
を
地
上
に
残
そ
う
と
す
る
点
、
地
上
を
汚
濁
の

悪
所
と
す
る
点
、
天
人
降
臨
の
際
に
周
囲
が
光
彩
に
満
ち
溢
れ
る
点
、
授
か
っ

た
不
死
の
法
を
焼
失
す
る
点
の
五
点
を
挙
げ
た
（
注
６
）。
た
だ
し
氏
の
論
で

は
「
不
死
薬
の
獲
得
が
最
大
の
目
的
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
薬
を
も
た
ら
す

仙
人
の
立
ち
位
置
を
竹
取
翁
、
地
上
で
仙
界
を
望
む
立
ち
位
置
を
帝
と
し
て
い

る
。
か
ぐ
や
姫
は
帝
と
婚
姻
す
る
こ
と
で
帝
に
不
死
薬
を
も
た
ら
す
た
め
の
存

在
で
あ
り
、
昇
天
に
よ
っ
て
そ
れ
が
不
成
立
に
終
わ
る
。
論
中
で
は
こ
の
一
連

の
流
れ
こ
そ
が
『
竹
取
物
語
』
の
主
題
で
あ
る
と
さ
れ
、
昇
天
の
意
義
や
必
然

性
に
つ
い
て
は
深
く
語
ら
れ
て
い
な
い
。

一
方
で
、
か
ぐ
や
姫
は
仙
人
と
し
て
昇
天
し
た
の
だ
と
す
る
論
も
存
在
す
る
。

安
藤
重
和
氏
は
ま
ず
「
天
人
」
と
「
仙
人
」
が
語
の
上
で
同
義
で
あ
る
こ
と
を

確
認
、『
竹
取
物
語
』
に
出
て
く
る
「
天
人
」
と
は
神
仙
譚
に
出
て
く
る
仙
人

や
仙
女
と
同
一
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。

そ
の
う
え
で
、
か
ぐ
や
姫
が
「
車
に
乗
り
て
」、
す
な
わ
ち
空
を
飛
ぶ
車
に

乗
っ
て
昇
天
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
漢
籍
に
お
け
る
仙
人
の
昇
天
と
特
徴
が
一

致
す
る
こ
と
か
ら
、
か
ぐ
や
姫
は
地
位
の
高
い
仙
人
と
し
て
昇
天
し
て
い
っ
た

の
だ
と
述
べ
る
。
ま
た
、
か
ぐ
や
姫
が
不
死
の
薬
を
口
に
し
、
天
人
が
「
天
の

羽
衣
」
を
か
ぐ
や
姫
に
着
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、『
太
平
広
記
』
に
み
え
る

説
話
の
例
か
ら
、
こ
の
一
連
の
行
動
に
よ
っ
て
、
仙
人
と
し
て
地
上
を
去
る
資

格
を
得
る
の
だ
ろ
う
と
考
察
し
た
（
注
７
）。
安
藤
氏
は
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、

先
掲
の
『
太
平
広
記
』
神
仙
二
十
二
の
例
を
挙
げ
て
も
い
る
。
玄
宗
皇
帝
が
見

た
「
月
宮
」
の
仙
女
た
ち
は
皆
「
素
練
寛
衣4

」
を
身
に
着
け
て
お
り
、「
霓
裳
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羽
衣

4

4

」
と
い
う
曲
を
演
奏
し
て
い
る
。「
天
人
」「
仙
人
」
と
は
こ
の
よ
う
な
衣

を
着
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
昇
天
の
際
に
か
ぐ
や
姫
が
着
せ
ら
れ
た
「
天
の
羽

衣
」
と
も
重
ね
ら
れ
る
と
安
藤
氏
は
考
察
す
る
。

こ
の
よ
う
に
昇
天
の
場
面
に
お
い
て
神
仙
思
想
の
影
響
が
数
多
く
指
摘
さ
れ

る
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
論
で
「
月
宮
」
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
に

お
い
て
は
ほ
ぼ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
理
由
は
ひ
と
え
に
、
玄
宗
皇
帝
と

「
月
宮
」
の
説
話
が
天
人
の
話
で
あ
っ
て
昇
天
の
話
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に

あ
る
。
玄
宗
皇
帝
は
「
月
宮
」
へ
行
く
も
の
の
、
昇
天
は
せ
ず
曲
だ
け
を
携
え

て
地
上
へ
帰
還
し
て
く
る
。
羽
衣
や
薬
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
と
も
無
関
係
で
あ

る
。
ま
た
、
神
仙
譚
に
お
け
る
昇
天
は
多
く
「
白
日
昇
天
」
で
あ
り
、
夜
に
月

の
照
る
中
昇
天
し
て
い
く
例
は
見
つ
け
難
い
。
同
様
に
、「
月
宮
」
に
は
確
か

に
天
人
が
住
ん
で
い
る
が
、
地
上
の
人
間
が
昇
天
し
て
「
月
宮
」
に
行
く
と
い

う
説
話
も
例
が
な
い
。「
月
宮
」
と
昇
天
は
、
本
来
無
関
係
な
要
素
な
の
で
あ

る
。ま

た
、
他
の
物
語
作
品
で
は
必
ず
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
「
月
の
都
」
と
管

弦
も
、『
竹
取
物
語
』
で
は
一
切
関
係
が
な
い
。
昇
天
の
際
に
楽
の
音
が
鳴
っ

て
い
る
よ
う
な
描
写
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
か
ぐ
や
姫
が
楽
器
を
演
奏
す
る

描
写
さ
え
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
（
注
８
）。
か
ぐ
や
姫
は
「
月
の
都
の
人
」
で

あ
り
な
が
ら
「
月
の
都
の
人
」
が
持
つ
べ
き
管
弦
な
ど
の
要
素
を
持
た
ず
、

「
月
の
都
の
人
」
が
し
な
い
は
ず
の
「
昇
天
」
を
す
る
人
物
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四
．

か
ぐ
や
姫
は
逆
説
的
な
演
出
の
も
と
に
あ
る
人
物
で
あ
る
。「
月
」
を
見
て

嘆
き
、「
月
の
都
の
人
」
で
あ
る
と
明
か
し
な
が
ら
、「
月
」
が
出
て
い
る
か
ど

う
か
も
分
か
ら
な
い
情
景
の
中
、「
月
」
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
場
所
へ
去

っ
て
ゆ
く
。「
月
の
都
の
人
」
す
な
わ
ち
「
月
宮
」
で
管
弦
を
す
る
天
女
で
あ

り
な
が
ら
、
作
中
で
一
度
も
管
弦
は
し
な
い
。「
罪
作
り
給
ひ
て
」
地
上
へ
落

と
さ
れ
、「
罪
の
限
り
果
て
」
て
、「
今
は
、
帰
る
べ
き
に
な
り
に
け
れ
ば
」
と

言
っ
て
い
る
が
、
地
上
を
去
っ
て
行
く
先
は
故
郷
た
る
「
月
」
で
は
な
く
、
周

囲
の
認
識
か
ら
考
え
て
「
天
」
で
あ
る
。
本
文
中
で
も
実
際
に
去
る
時
は
「
帰

る
」
で
は
な
く
「
の
ぼ
り
ぬ
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
素
性
と
背

景
は
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
結
果
の
部
分
が
、
作
中

の
何
処
に
も
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。

で
あ
れ
ば
、
昇
天
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
逆
説
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
ぐ
や
姫
は
「
月
の
都
の
人
」
だ
か
ら
月
へ
帰
っ
た
、
の
で
は
な
く
、「
月
の

都
の
人
」
だ
け
れ
ど
も
「
天
」
へ
「
の
ぼ
り
ぬ
」、
す
な
わ
ち
文
字
通
り
昇
天

し
た
の
で
あ
る
。
帰
郷
で
は
な
く
昇
天
で
あ
る
か
ら
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る

よ
う
に
そ
の
場
面
は
神
仙
譚
に
み
え
る
昇
天
と
同
じ
手
法
を
と
る
。
一
方
で
、

帰
郷
で
は
な
い
か
ら
殊
更
に
「
月
」
を
強
調
す
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
帰
郷

で
な
い
こ
と
を
暗
に
仄
め
か
す
た
め
に
は
用
い
な
い
ほ
う
が
良
か
っ
た
の
で
あ

る
。か

ぐ
や
姫
が
「
月
」
で
は
な
く
「
天
」
に
昇
る
理
由
と
し
て
は
、
一
つ
に
は
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や
は
り
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
盛
り
上
げ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。『
太
平
広

記
』
に
よ
る
と
、「
月
宮
」
に
は
数
百
も
の
仙
女
が
い
る
。「
月
の
都
の
人
」
の

か
ぐ
や
姫
も
、
素
性
を
告
白
し
た
時
点
は
天
人
で
あ
り
、
同
時
に
数
百
も
い
る

大
勢
の
中
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
昇
天
の
際
は
大
勢
の
中
の
一
人
で
は
な

く
、
昇
天
し
て
ゆ
く
個
人
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
る
。「
月
の
都
の
人
」
だ

が
多
く
の
天
人
を
伴
っ
て
昇
天
、
と
い
う
逆
説
的
な
手
法
を
と
る
こ
と
で
、
か

ぐ
や
姫
は
一
人
の
際
立
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
昇
天
の
後
に
、
帝
が
富
士
山
で
薬
を
焼
く
こ
と
と
も
関
係
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
渡
辺
氏
は
平
安
初
期
文
人
の
間
に
神
仙
譚
の
浸
透
と
展

開
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
中
で
富
士
山
が
「
元
型
と
し
て
の
崑
崙
を
透
視
す
る

神
仙
の
山
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
を
指
摘
す
る
（
注
９
）。
神
仙
の

山
た
る
富
士
山
は
、「
月
」
で
は
な
く
「
天
」
を
望
む
山
で
あ
る
こ
と
が
望
ま

し
か
ろ
う
。
か
ぐ
や
姫
と
富
士
山
は
不
死
の
薬
の
煙
を
通
し
て
繋
が
っ
て
い
る
。

か
ぐ
や
姫
が
月
へ
帰
っ
た
場
合
、
直
後
の
富
士
山
の
場
面
で
「
天
に
近
き
」
と

す
る
と
整
合
性
が
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
富
士
山
が
神
仙
に
ま
つ
わ
る
山

と
い
う
意
識
が
あ
る
ゆ
え
に
、
不
死
の
薬
を
も
た
ら
し
た
か
ぐ
や
姫
も
ま
た

「
天
」
へ
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。

不
死
の
薬
を
焼
く
山
で
あ
り
な
が
ら
、
富
士
山
の
由
来
は
「
士
に
富
む
」
山

で
あ
っ
た
。
読
者
の
意
表
を
突
く
よ
う
な
そ
の
命
名
展
開
は
、「
月
の
都
の
人
」

で
あ
り
な
が
ら
月
の
都
へ
帰
ら
な
か
っ
た
か
ぐ
や
姫
と
重
ね
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
月
の
都
の
人
」
か
ぐ
や
姫
か
ら
受
け
取
っ
た
不
死
の
薬
を
「
天
に
近
き
」
富

士
山
で
焼
く
こ
と
で
、
読
者
に
天
と
神
仙
、
そ
し
て
逆
説
的
な
「
天
人
」
か
ぐ

や
姫
の
印
象
を
強
く
植
え
付
け
、『
竹
取
物
語
』
は
幕
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

注１
．
以
降
、
物
語
本
文
の
引
用
は
全
て
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小

学
館
）
に
よ
っ
た
。
引
用
の
最
後
に
は
、
当
該
箇
所
が
本
論
中
に
初
出

で
あ
る
場
合
の
み
、
頁
数
を
付
記
し
た
。

２
．『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
竹
取
物
語
』
の
底
本
は
古
活
字
十
行
甲
本

で
あ
る
。『
九
本
対
照
竹
取
翁
物
語
』
に
て
諸
本
を
校
合
し
た
結
果
、

用
例
数
に
多
少
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
本
論
と
矛
盾
す
る
よ
う
な

「
月
」
の
用
例
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

３
．『
日
本
国
語
大
辞
典
』
み
お
こ
す
の
項
に
は
「
離
れ
た
所
か
ら
こ
ち
ら

の
方
を
見
る
。
視
線
を
こ
ち
ら
へ
向
け
る
」
と
し
て
、『
竹
取
物
語
』

当
該
箇
所
と
『
大
鏡
』
天
・
序
「
た
れ
も
、
少
し
よ
ろ
し
き
者
ど
も
は
、

見
お
こ
せ
、
居
寄
り
な
ど
し
け
り
」
を
用
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。『
大

鏡
』
の
例
は
話
を
し
て
い
る
翁
へ
関
心
を
寄
せ
た
人
々
が
、
視
線
を
や

っ
た
り
近
寄
っ
た
り
し
て
い
る
と
い
っ
た
意
で
あ
ろ
う
。

４
．
妹
尾
好
信
「
か
ぐ
や
姫
の
素
性
と
「
昇
天
」
―
現
行
『
竹
取
物
語
』
は

中
世
の
改
作
本
か
―
」（『
研
究
講
座
竹
取
物
語
の
視
界
』
一
九
九
八
年
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五
月
・
新
典
社
）。

５
．
４
に
同
じ

６
．
渡
辺
秀
夫
「
竹
取
物
語
と
神
仙
譚
―
文
人
と
物
語
・〈
初
期
物
語
成
立

史
階
梯
〉
―
」（『
日
本
文
学
』
第
三
二
号
三
巻
、
一
九
八
三
年
三
月
）。

７
．
安
藤
重
和
「
竹
取
物
語
と
神
仙
思
想
―
「
天
の
羽
衣
」
の
由
来
―
」

（『
日
本
文
化
論
叢
』
第
二
十
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）。

８
．
本
文
中
で
管
弦
を
し
て
い
る
と
思
し
き
箇
所
は
、
か
ぐ
や
姫
命
名
の
際

の
「
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
ろ
づ
の
遊
び
を
ぞ
し
け
る
」（
一
九
頁
）、
五
人
の

貴
公
子
が
難
題
の
た
め
に
集
め
ら
れ
た
際
の
「
日
暮
れ
る
る
ほ
ど
、
例

の
集
り
ぬ
。
あ
る
い
は
笛
を
吹
き
、
あ
る
い
は
歌
を
う
た
ひ
、
あ
る
い

は
声
歌
を
し
、
あ
る
い
は
嘯
を
吹
き
、
扇
を
鳴
ら
し
な
ど
す
る
に
」（
二

三
頁
）
の
二
箇
所
で
あ
る
。
前
者
は
「
よ
ろ
づ
の
遊
び
」
と
あ
る
の
で

管
弦
も
し
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
か
ぐ
や
姫
が
「
遊
び
」
に
参
加

し
て
い
る
旨
の
文
言
が
な
い
。
後
者
は
貴
公
子
達
が
行
っ
て
い
る
こ
と

で
、
か
ぐ
や
姫
は
関
与
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
世
の
男
性
達
や
帝
が
垣

間
見
を
し
て
い
る
場
面
な
ど
に
も
か
ぐ
や
姫
が
何
か
を
演
奏
し
て
い
る

描
写
は
な
く
、「
光
満
ち
て
け
う
ら
に
て
ゐ
た
る
」（
六
一
頁
）
ば
か
り

で
あ
っ
た
。

９
．
６
に
同
じ
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The exam of “Taketori-monogatari” – Where 
Kaguyahime went to

SHITO, Aya

Abstract:

At the end of "Taketori-monogatari", the "moon" is not drawn in the ascension scene of 

Kaguyahime, and the interpretation that she has returned to the moon is difficult to 

determine from the text. However, it is also difficult to call it ascension. Looking at this 

problem from the perspective of examples such as "moon," "heaven," and "moon capital," we 

notice that some of the expressions related to ascension are unnaturally switched. 

Kaguyahime may be a paradoxical person who "ascended" without returning to the "moon" 

while being a "person of the moon capital".




