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竹
取
物
語

か
ぐ
や
姫
の
嘆
き
（
自
習
用
プ
リ
ン
ト
）
解
答
付
き

◇
全
文
を
音
読
し
内
容
を
把
握
し
よ
う
。

◇
＊
印
（
ア
ス
タ
リ
ス
ク
）
の
付
い
て
い
る
語
の
意
味
を
、
文
法
の
テ
キ
ス
ト
の
テ
キ
ス
ト
の
「
古
文
単
語
編
」
で
調
べ
て
、
ノ
ー
ト
に
書
き
留
め
よ
う
。

◆
要
点
の
整
理

１

次
の
文
の
空
欄
に
本
文
中
の
語
句
を
補
え
。

八
月
十
五
夜
が
近
づ
く
と
、
か
ぐ
や
姫
は

①

も
は
ば
か
ら
ず
に
泣
い
て
、
自
分
は

②

で
、
宿
縁
が
あ
っ
て
地
上
界
に
来
た
が
、
こ
の
十
五

日
に
は
、
月
の
都
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
告
白
す
る
。

③

が
、
驚
き
嘆
い
て
、
か
ぐ
や
姫
と
別
れ
る
の
な
ら
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と

泣
き
騒
ぐ
と
、

④

も
、
こ
ん
な
に
も
親
し
ん
だ
翁
た
ち
と
別
れ
て
帰
る
の
は
悲
し
い
ば
か
り
だ
と
言
っ
て
、
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
を
嘆

く
。
翁
の
家
の
召
使
い
た
ち
も
、

⑤

も
の
ど
に
通
ら
な
い
ほ
ど
悲
し
ん
で
い
る
。

①
〔

〕
②
〔

〕
③
〔

〕

④
〔

〕
⑤
〔

〕

◆
読
解

１

か
ぐ
や
姫
・
竹
取
の
翁
の
心
情
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
点
に
つ
い
て
ま
と
め
よ
。

ⓐ
月
の
世
界
へ
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ぐ
や
姫
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
か
。

〔

〕

ⓑ
「
菜
種
の
大
き
さ
お
は
せ
し
を
」
（
二
八
・

）
は
、
誰
の
、
ど
の
よ
う
な
様
子
を
表
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
「
翁
」
は
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で

14
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そ
う
言
っ
て
い
る
か
。

〔

〕

ⓒ
「
わ
れ
こ
そ
死
な
め
。
」
（
二
八
・

）
と
い
う
「
翁
」
の
気
持
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

16

〔

〕

２

か
ぐ
や
姫
は
、
人
の
世
界
と
月
の
世
界
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
か
、
整
理
せ
よ
。

月
の
世
界
に
つ
い
て

〔

〕

人
の
世
界
に
つ
い
て

〔

〕

※
解
答
例
は
最
後
に
あ
り
ま
す
。

◆
古
文
理
解
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

１

助
動
詞
に
つ
い
て

付
属
語
で
活
用
が
あ
る
も
の
が
「
助
動
詞
」
で
す
ね
。
様
々
な
語
に
接
続
し
て
、
過
去
や
推
量
や
断
定
や
打
ち
消
し
な
ど
様
々
な
意
味
を
添
え
る
働

き
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
２
学
期
に
学
習
し
ま
す
が
、
自
分
で
調
べ
た
い
人
は
、
文
法
の
テ
キ
ス
ト55

ペ
ー
ジ
か
ら
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

文
法
の
テ
キ
ス
ト
の
オ
モ
テ
表
紙
ウ
ラ
（
見
開
き
）
に
、
助
動
詞
の
活
用
の
一
覧
表
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、

「
思
ひ
し
か
ど
も
」（
二
七
・
３
）
の
「
し
か
」
は
、
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
已
然
形
で
す
。
昔
の
人
は
過
去
を
表
現
す
る
の
に
「
け
り
」
と
「
き
」
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と
二
つ
の
助
動
詞
を
使
い
分
け
て
い
ま
し
た
。
現
在
で
は
「
～
た
」
し
か
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
ど
の
よ
う
な
使
い
分
け
が
あ
っ
た
の
か
、
文
法
の
テ
キ
ス
ト

の
六
二
ペ
ー
ジ
で
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
慣
ら
ひ
た
て
ま
つ
れ
り
」
（
二
九
・
３
）
の
「
り
」
は
完
了
・
存
続
の
助
動
詞
「
り
」
の
終
止
形
で
す
。
「
～
て
し
ま
う
・
～
て
し
ま
っ
た
・
～
た
」

な
ど
と
訳
し
ま
す
。

「
使
は
る
る
人
も
」（
同
・
５
）
の
「
る
る
」
は
受
身
の
助
動
詞
「
る
」
の
連
体
形
で
す
。
受
身
の
訳
は
「
～
れ
る
・
～
ら
れ
る
」
は
わ
か
り
ま
す
ね
。

「
湯
水
飲
ま
れ
ず
」
（
同
・
７
）
の
「
れ
」
は
可
能
の
助
動
詞
「
る
」
の
未
然
形
で
す
。
可
能
の
訳
は
「
～
で
き
る
」
で
す
ね
。
「
る
」
に
は
「
自
発

・
可
能
・
受
身
・
尊
敬
」
の
四
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

文
の
ど
の
部
分
が
助
動
詞
か
わ
か
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
ま
ず
は
大
切
で
す
。

２

敬
語
表
現
に
つ
い
て

敬
語
表
現
に
は
、
尊
敬
・
謙
譲
・
丁
寧
の
三
種
類
が
あ
る
こ
と
は
、
中
学
校
で
も
習
い
ま
し
た
。
古
文
の
敬
語
表
現
は
３
学
期
に
整
理
す
る
予
定
で
す

が
、
自
分
で
調
べ
た
い
人
は
、
文
法
の
テ
キ
ス
ト
の
一
二
〇
ペ
ー
ジ
か
ら
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
敬
語
の
種
類
を
忘
れ
て
い
る
人
は
、
文
法
の
テ
キ
ス

ト
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

さ
て
、
敬
語
表
現
を
表
す
動
詞
に
は
、
そ
れ
自
体
で
敬
意
を
表
し
て
い
る
動
詞
と
本
動
詞
を
補
助
す
る
動
詞
と
二
種
類
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ

い
。た

と
え
ば
、

①

そ
れ
自
体
が
敬
意
を
表
す
動
詞

「
ま
う
で
来
た
り
け
る
」
（
二
八
・
３
）
、
「
ま
う
で
来
む
ず
」
（
同
・
７
）
で
用
い
ら
れ
て
い
る
敬
語
「
ま
う
で
」
は
、
謙
譲
語
「
ま
う
づ
（
＝
参
づ

＝
参
る
）
」
で
「
参
上
す
る
」
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

「
な
で
ふ
こ
と
を
の
た
ま
ふ
ぞ
」
（
同
・12

）
の
「
の
た
ま
ふ
」
は
「
言
ふ
」
の
尊
敬
語
で
、
「
お
っ
し
ゃ
る
」
と
訳
し
ま
す
。

②

本
動
詞
に
付
い
て
敬
意
を
表
す
補
助
動
詞
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⑴
「
泣
き
た
ま
ふ
」（
二
七
・
１
）
の
「
た
ま
ふ
」
は
尊
敬
の
補
助
動
詞
で
す
。「
泣
く
」
と
い
う
本
動
詞
を
補
助
し
て
尊
敬
の
意
味
を
添
え
ま
す
。「
お

～
に
な
る
・
～
な
さ
る
・
～
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
な
ど
と
訳
し
ま
す
。

⑵
「
竹
の
中
よ
り
見
つ
け
き
こ
え
た
り
し
か
ど
」
（
二
八
・

）
、
「
迎
へ
き
こ
え
む
」
（
同
・

）
、
「
遊
び
き
こ
え
て
」
（
二
九
・
３
）
の
「
き
こ
え
」

14

15

は
謙
譲
の
補
助
動
詞
「
き
こ
ゆ
」
の
連
用
形
で
す
。

⑶
「
慣
ら
ひ
た
て
ま
つ
れ
り
」
の
「
た
て
ま
つ
れ
」
は
、
謙
譲
の
助
動
詞
「
た
て
ま
つ
る
」
の
已
然
形
（
ま
た
は
命
令
形
）
で
す
。

「
き
こ
ゆ
（
聞
こ
ゆ
）
・
た
て
ま
つ
る
（
奉
る
）
・
も
う
す
（
申
す
）
な
ど
の
謙
譲
の
補
助
動
詞
は
「
～
し
申
し
上
げ
る
」
と
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
で
訳
し

て
く
だ
さ
い
。
多
少
、
語
調
が
変
に
感
じ
ら
れ
て
も
、×

に
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑷
「
過
ご
し
は
べ
り
つ
る
な
り
。
」
（
同
・
４
）
の
「
は
べ
り
」
は
「
過
ご
す
」
と
い
う
本
動
詞
を
補
助
し
て
丁
寧
の
意
味
を
添
え
ま
す
。
「
は
べ
り
」

は
「
あ
り
・
を
り
・
は
べ
り
・
い
ま
す
が
り
」
と
い
う
お
な
じ
み
の
ラ
行
変
格
活
用
の
動
詞
で
出
て
来
た
、
あ
の
「
は
べ
り
」
で
す
。
「
は
べ
り
」
単
独

で
「
あ
り
・
を
り
」
の
謙
譲
語
に
も
な
り
ま
す
。
「
～
で
す
・
～
ま
す
・
～
ご
ざ
い
ま
す
」
と
丁
寧
に
訳
し
て
く
だ
さ
い
。

３

「
参
る
（
ま
ゐ
る
）
＝
参
づ
・
詣
づ
（
ま
う
づ
）
」
（
二
八
・
３
）
と
「
罷
る
（
ま
か
る
）
＝
罷
づ
（
ま
か
づ
）
」
（
同
・
８
）
に
つ
い
て

「
参
る
」
も
「
罷
づ
」
も
と
も
に
「
行
く
・
来
」
の
謙
譲
語
で
す
が
、
「
参
る
」
は
身
分
の
低
い
者
が
高
い
人
の
前
へ
「
参
上
す
る
」
、
「
罷
づ
」
は
身

分
の
高
い
人
の
前
か
ら
「
退
出
す
る
」
と
動
作
が
逆
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
原
則
で
す
。
し
か
し
、
平
安
時
代
の
後
期
か
ら
は
「
ま
か
る
」
が
「
ま
ゐ
る
」

と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
「
平
家
物
語
」
や
「
方
丈
記
」
「
徒
然
草
」
を
読
む
と
き
に
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

本
日
は
、
こ
れ
ま
で
で
す
。
文
法
は
こ
ま
ご
ま
と
や
や
こ
し
く
、
め
ん
ど
う
く
さ
い
の
で
す
が
、
き
ち
ん
と
理
解
し
な
い
と
古
文
を
正
し
く
理
解
で
き

ま
せ
ん
。
す
こ
し
ず
つ
、
確
実
に
、
覚
え
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。
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【
解
答
例
】

◆
要
点
の
整
理

１

①
人
目

②
月
の
都
の
人

③
翁

④
か
ぐ
や
姫

⑤
湯
水

◆
読
解

１

ⓐ
後
に
残
さ
れ
る
翁
や
嫗
た
ち
が
、
深
く
悲
し
み
戸
惑
う
に
ち
が
い
な
い
こ
と
。

※
「
か
な
ら
ず
心
惑
は
し
た
ま
は
む
も
の
ぞ
と
思
ひ
て
…
」
（
二
七
三
・
４
）
、
「
さ
ら
ず
ま
か
り
ぬ
べ
け
れ

ば
、
思
し
嘆
か
む
が
悲
し
き

こ
と
を
…
」
（
二
七
四
・
７
）
と
い
う
か
ぐ
や
姫
の
発
言
に
注
意
す
る
。

ⓑ
か
ぐ
や
姫
の
、
竹
林
か
ら
連
れ
て
帰
っ
た
こ
ろ
の
、
異
常
に
小
さ
か
っ
た
様
子
。

（
別
解
＝
三
寸
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
こ
と
。
）

ⓒ
か
ぐ
や
姫
と
の
離
別
を
死
別
と
同
じ
よ
う
な
重
さ
で
受
け
と
め
、
わ
が
子
を
失
う
く
ら
い
な
ら
自
分
が
死
ん

だ
ほ
う
が
ま
し
だ
と
い
う
気

持
ち
。

２

月
の
世
界
に
つ
い
て
…
か
ぐ
や
姫
は
、
自
分
の
故
郷
で
あ
る
月
の
世
界
に
帰
る
こ
と
を
た
い
し
て
う
れ
し
い
と
も

思
っ
て
い
な
い
。
強
く
帰
り
た

い
と
思
う
所
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。

人
の
世
界
に
つ
い
て
…
長
い
間
暮
ら
し
て
き
て
、
翁
や
嫗
は
も
ち
ろ
ん
、
慣
れ
親
し
ん
だ
多
く
の
人
た
ち
と
別
れ

る
の
は
悲
し
い
。

※
「
い
み
じ
か
ら
む
心
地
も
せ
ず
。
」
（
二
七
五
・
４
）
に
注
意
す
る
。
そ
こ
に
は
実
際
の
父
母
が
い
る
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
「
か
の
国
の
父

母
の
こ
と
も
お
ぼ
え
ず
。
」
（
同
・
３
）
と
も
言
っ
て
い
る
。


