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ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
『
か
ぐ
や
姫
の
物
語
』（
二
〇
一
三
）
研
究
序
論 

 

―
―
「
山
里
」
と
「
都
」
を
往
還
す
る
か
ぐ
や
姫
創
出
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
―
― 

黄 

悦

  

は
じ
め
に 

 

 

『
か
ぐ
や
姫
の
物
語
』
は
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
三
日
に
公
開
さ
れ
た
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ

リ
の
作
品
で
あ
る
。監
督
は
高
畑
勲
が
務
め
て
お
り
、一
九
九
九
年
の『
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ 

と

な
り
の
山
田
く
ん
』
以
来
、
一
四
年
ぶ
り
と
な
る
。
ま
た
、
本
作
は
二
〇
〇
五
年
に
企
画

が
始
ま
り
、
制
作
に
八
年
を
か
け
た
、
高
畑
勲
の
力
作
と
い
え
る
。
初
日
二
日
間
で
動
員

二
二
万
二
八
二
二
人
、
興
行
収
入
二
億
八
四
二
五
万
二
五
五
〇
円
を
記
録
す
る
大
ヒ
ッ
ト

ス
タ
ー
ト
と
な
り
、
鈴
木
敏
夫
は
本
作
の
興
行
収
入
を
二
五
億
円

（
１
）

と
記
し
て
い
る
。
ス
タ

ジ
オ
ジ
ブ
リ
の
作
品
に
お
い
て
は
低
い
数
値
と
言
え
る
が
、
ボ
ス
ト
ン
映
画
批
評
家
協
会

賞
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
賞

（
２
）

や
ア
ジ
ア
太
平
洋
映
画
賞
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
賞

（
３
）

を
受
賞
し
、
ア
カ

デ
ミ
ー
賞
長
編
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト

（
４
）

さ
れ
て
お
り
、映
画
の
評
価
は
高
い
。 

こ
の
映
画
の
原
作
と
な
る
の
が
、
日
本
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
『
竹
取
物
語
』
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
子
ど
も
の
頃
は
か
ぐ
や
姫
の
お
話
と
し
て
絵
本
を
読
み
、
中
学
高
校
に

上
が
る
と
古
典
文
学
と
し
て
触
れ
て
い
る
。
日
本
人
に
は
な
じ
み
の
深
い
古
典
作
品
で
あ

り
な
が
ら
、
こ
れ
を
忠
実
に
映
画
化
し
た
作
品
は
い
ま
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
唯
一

の
映
画
化
は
一
九
八
七
年
の
市
川
崑
監
督
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
高
い
評
価 

  

を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
と
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
寄
せ
た
文
章
で
高
畑
は
指
摘
し
て
お
り
、

『
竹
取
物
語
』
の
映
画
化
の
大
き
な
困
難
が
原
作
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
だ
と
示
し
た
。 

高
畑
自
身
が
述
べ
た
と
お
り
、
本
作
は
原
作
で
あ
る
『
竹
取
物
語
』
に
忠
実
な
映
画
と

な
っ
た
。
竹
か
ら
生
ま
れ
る
か
ぐ
や
姫
も
、
五
人
の
貴
公
子
や
帝
の
求
婚
を
も
の
と
も
せ

ず
、
月
へ
帰
っ
て
行
く
か
ぐ
や
姫
も
、
私
た
ち
の
記
憶
に
あ
る
『
竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や

姫
だ
っ
た
。
内
容
面
に
限
ら
ず
、
画
面
（
絵
画
）
に
お
い
て
も
本
作
は
古
典
に
忠
実
的
で

あ
る
。
水
彩
画
を
基
調
と
す
る
表
現
を
用
い
流
れ
る
よ
う
に
展
開
す
る
画
面
は
、
絵
巻
物

を
思
い
出
さ
せ
る
。
高
畑
自
身
も
著
書
に
『
十
二
世
紀
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
―
国
宝
絵
巻

物
に
見
る
映
画
的
・
ア
ニ
メ
的
な
る
も
の
』（
徳
間
書
店
、
一
九
九
九
）
が
あ
り
、
日
本
の

古
典
や
絵
巻
物
に
精
通
し
て
お
り
、
本
作
の
制
作
に
あ
た
っ
て
は
多
く
の
絵
巻
物
や
平
安

時
代
の
資
料
を
参
考
に
作
ら
れ
た
と
語
っ
て
い
る
。 

本
作
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
は
頻
繁
に
走
り
ま
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
印
象
的
で
あ
る
。

子
ど
も
時
代
を
過
ご
し
た
山
里
で
は
野
山
を
駆
け
ま
わ
り
、
都
に
移
っ
て
か
ら
も
成
人
す

る
ま
で
屋
敷
内
を
走
り
回
っ
た
。
名
付
け
の
祝
宴
で
は
気
持
ち
が
高
ま
り
、
凄
ま
じ
い
勢

い
で
都
か
ら
里
山
へ
と
駆
け
下
る
。
綺
麗
な
桜
を
見
か
け
て
は
、
我
を
忘
れ
駆
け
寄
る
。

ま
た
終
盤
に
は
、
思
い
を
寄
せ
あ
っ
た
捨
丸
と
空
高
く
舞
い
、
山
を
越
え
、
川
を
下
り
、
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海
の
上
を
飛
ん
だ
。
原
作
で
は
あ
ま
り
動
か
な
い
か
ぐ
や
姫
は
、
本
作
に
お
い
て
活
発
に

走
り
、
動
く
。
ま
た
、
一
三
七
分
に
も
及
ぶ
こ
の
長
編
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
は
原
作
に

は
見
ら
れ
な
い
、
か
ぐ
や
姫
の
物
語
を
私
た
ち
に
提
示
し
た
。
例
え
ば
、
原
作
で
は
小
さ

な
女
の
子
と
し
て
登
場
し
成
長
し
て
い
く
か
ぐ
や
姫
だ
が
、
映
画
に
お
い
て
は
赤
ん
坊
か

ら
始
ま
り
原
作
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
子
ど
も
時
代
が
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
。
子
ど
も
時

代
を
描
か
な
い
原
作
に
は
無
く
て
当
た
り
前
だ
が
、
幼
少
か
ら
の
遊
び
仲
間
、
と
り
わ
け

特
別
な
存
在
で
あ
る
捨
丸
と
い
う
青
年
も
、
映
画
の
中
で
は
か
ぐ
や
姫
に
は
な
く
て
は
な

ら
な
い
人
物
の
一
人
と
し
て
か
ぐ
や
姫
の
物
語
を
彩
る
。
ま
た
、
原
作
と
も
う
一
つ
の
大

き
な
違
い
は
、
か
ぐ
や
姫
が
帝
を
完
全
に
拒
否
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
原
作
で
は
、
帝

と
は
三
年
も
文
を
交
わ
し
て
お
り
、
月
へ
帰
る
際
に
は
帝
へ
手
紙
さ
え
書
い
て
い
る
。
一

方
、
高
畑
の
か
ぐ
や
姫
は
帝
に
抱
き
す
く
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
悲
鳴
を
あ
げ
、
挙
句
に
恐

怖
を
感
じ
月
に
救
難
信
号
ま
で
出
し
て
し
ま
う
。 

骨
子
は
原
作
を
忠
実
に
踏
襲
し
つ
つ
も
、
場
面
や
人
物
の
思
い
切
っ
た
増
補
や
改
訂
を

行
っ
た
本
作
は
、
い
っ
た
い
「
か
ぐ
や
姫
」
を
通
し
て
私
た
ち
に
何
を
見
せ
た
か
っ
た
の

か
。 本

研
究
で
は
、
具
体
的
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
全
体
を
、
か
ぐ
や
姫
の
居
場
所
と
時
間
の

移
動
を
基
準
に
し
な
が
ら
シ
ー
ン
を
分
け
、
か
ぐ
や
姫
の
行
動
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き

た
い
【
表
１
】。
か
ぐ
や
姫
の
呼
び
名
に
つ
い
て
も
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
山
里
に
い

た
時
は
「
ヒ
メ
」、
都
へ
移
っ
て
か
ら
は
「
姫
」、
名
付
け
さ
れ
て
か
ら
は
「
か
ぐ
や
姫
」

の
三
つ
に
分
け
た
。
ま
た
、
都
に
移
っ
て
か
ら
住
む
よ
う
に
な
っ
た
屋
敷
を
「
竹
取
の
邸
」

と
し
、
こ
の
普
段
生
活
す
る
屋
敷
と
区
別
す
る
た
め
、
媼
と
の
庭
の
あ
る
離
れ
を
「
媼
の

小
屋
」
と
記
し
た
。 

か
ぐ
や
姫
の
罪
と
罰 

 

『
竹
取
物
語
』
研
究
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
の
罪
と
罰
に
つ
い
て
は
、
先
学
に
よ
っ
て

諸
々
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
は
姦
淫
の
罪
で
あ
る
。
三
橋
健
は
、「
美
し
い
美
貌

の
女
性
が
犯
す
罪
は
、
日
本
の
古
典
に
お
い
て
は
姦
淫
の
罪
と
決
ま
っ
て
い
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い

（
５
）

」
と
述
べ
る
。
か
ぐ
や
姫
は
月
で
姦
淫
の
罪
を
犯
し
た
た
め
、
下
界
〈
地

球
〉
で
恋
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
罰
を
受
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
罪
は

何
な
の
か
は
明
ら
か
と
さ
れ
な
い
ま
ま
、
罰
と
い
う
の
は
求
婚
者
に
対
し
て
出
さ
れ
た
難

題
が
、
同
時
に
難
題
を
出
し
た
者
へ
の
試
練
と
い
う
性
質
を
帯
び
て
、
か
ぐ
や
姫
を
窮
地

に
追
い
込
み
、
そ
の
窮
地
を
脱
す
る
こ
と
こ
そ
姫
の
贖
罪
に
な
る

（
６
）

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、高
畑
作
品
に
お
い
て
斎
藤
環
も
指
摘
す
る
よ
う
に
初
潮
の
描
写
を
強
調
し
た
り

（
７
）

、

か
ぐ
や
姫
に
自
ら
救
難
信
号
を
出
さ
せ
た
り
と
、『
竹
取
物
語
』
原
作
に
は
な
い
身
体
や
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
描
写
や
、
行
動
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原

作
と
は
ま
た
異
な
る
解
釈
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
原
作
に
お
い
て
設
定
さ

れ
た
「
罪
と
罰
」
と
、
高
畑
作
品
の
『
か
ぐ
や
姫
の
物
語
』
の
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
同
じ

で
あ
る
と
は
言
え
ま
い
。 

高
畑
は
、
映
画
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
は
月
で
禁
断
の
地
で
あ
る
地

球
に
憧
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
地
上
に
降
ろ
さ
れ
た
と
書
い
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
月
の

世
界
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
シ
ー
ン
二
六
で
か
ぐ
や
姫
を
迎
え
に
来
た
月
の
一
行
は
雲

に
乗
っ
て
来
る
仏
さ
ま
【
図
１
】
で
あ
っ
た
。
高
畑
自
身
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
阿
弥
陀

来
迎
図
」
を
意
識
し
た

（
８
）

と
語
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
月
の
王
は
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
さ
ま
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
月
か
ら
の
迎
え
が
阿
弥
陀
さ
ま
と
す
る
と
、
月
の
世
界
は
極
楽
浄
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土
の
死
者
の
世
界
と
想
定
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
う
る
。
ま
た
、
シ
ー
ン
二
一
で
か
ぐ
や

姫
は
帝
に
抱
き
す
く
め
ら
れ
、
自
ら
「
死
ん
で
し
ま
い
た
い
」
と
月
に
救
難
信
号
を
出
す

と
こ
ろ
か
ら
も
、
月
が
死
者
の
世
界
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
木
村
朗
子
は
、「
原
作
で

は
月
の
都
へ
帰
る
最
終
場
面
に
向
か
っ
て
ま
っ
し
ぐ
ら
に
成
長
を
す
る
だ
け
の
姫
に
、
生

ま
れ
育
っ
て
い
く
人
間
ら
し
い
生
命
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
か
ぐ
や
姫
の
罪
が
、
お
の
れ

の
寿
命
を
ま
っ
と
う
せ
ず
に
死
し
た
こ
と
に
あ
る
た
め
で
は
な
い
か

（
９
）

。」
と
指
摘
す
る
。
木

村
は
ま
た
、
か
ぐ
や
姫
は
月
の
極
楽
世
界
に
行
け
な
か
っ
た
た
め
、
も
う
一
度
生
き
直
す

た
め
に
地
上
に
降
ろ
さ
れ
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
ば
か
ぐ
や
姫
が

持
つ
、
月
で
の
記
憶
の
断
片
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
三
浦
佑
之
は
高
畑

作
品
に
お
い
て
、
月
に
い
た
か
ぐ
や
姫
は
地
上
に
降
り
た
こ
と
の
あ
る
天
女
の
消
さ
れ
る

は
ず
の
記
憶
の
断
片
の
残
留
に
触
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
禁
断
の
地
へ
の
憧
れ
と
な
っ
て

し
ま
っ
た

（
１
０
）

と
解
釈
し
た
。
そ
の
証
と
し
て
、
聞
い
た
こ
と
の
な
い
わ
ら
べ
歌
を
ま
だ
幼
い

ヒ
メ
（
タ
ケ
ノ
コ
）
が
歌
え
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
益
田
勝
実
の
論
を
受
け
て
、

保
立
道
久
は
こ
の
記
憶
の
断
片
を
持
つ
憂
愁
に
沈
む
天
女
の
原
型
と
な
る
の
は
中
国
で
古

く
か
ら
語
ら
れ
て
き
た
姮
娥

マ

マ

（
嫦
娥
）
に
あ
る

（
１
１
）

と
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
保
立
は
高
畑

作
品
の
か
ぐ
や
姫
は
嫦
娥
の
憂
愁
の
姿
に
あ
こ
が
れ
、
月
世
界
の
タ
ブ
ー
で
あ
る
嫦
娥
の

記
憶
を
呼
び
覚
ま
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
罪
で
あ
り
、「
ま
つ
と
し
き
か
ば
、
い
ま
か
え
り

こ
む
」
と
い
う
歌
の
記
憶
に
と
ら
わ
れ
、
罪
を
償
う
た
め
に
地
上
に
降
ろ
さ
れ
た

（
１
２
）

と
指
摘

し
て
い
る
。 

  

地
球
で
何
を
し
よ
う
と
し
た
の
か 

 

先
述
の
よ
う
に
原
作
に
お
い
て
も
、
ま
た
高
畑
作
品
に
お
い
て
も
、
か
ぐ
や
姫
が
月
の

世
界
で
の
タ
ブ
ー
を
犯
し
て
し
ま
い
、
そ
の
償
い
と
し
て
地
上
に
降
ろ
さ
れ
た
と
い
う
点

は
共
通
す
る
。『
か
ぐ
や
姫
の
物
語
』
の
シ
ー
ン
二
二
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
自
身
が
自
分

は
月
の
住
人
で
あ
り
、
罪
を
犯
し
た
こ
と
で
こ
の
地
に
降
ろ
さ
れ
た
と
竹
取
の
翁
・
媼
に

告
げ
て
い
る
。
で
は
、
か
ぐ
や
姫
は
何
を
す
る
た
め
に
こ
の
地
に
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
同

じ
く
シ
ー
ン
二
二
で
か
ぐ
や
姫
は
「
私
は
生
き
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
に
。
鳥
や
け

も
の
の
よ
う
に
…
…
」、
そ
し
て
捨
丸
と
再
会
し
た
シ
ー
ン
二
五
に
お
い
て
は
「
生
き
て
い

る
手
ご
た
え
が
あ
れ
ば
、
き
っ
と
幸
せ
に
な
れ
た
」
と
地
上
に
生
き
る
喜
び
を
感
じ
る
た

め
に
地
球
に
来
た
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
喜
び
に
気
づ
け
た
の
は
、
そ
れ

ま
で
に
地
球
で
経
験
し
た
悲
し
み
の
故
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
生
き
る
喜
び
と
悲
し
み
を

高
畑
は
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
に
表
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

山
里
と
都 

シ
ー
ン
分
け
表
【
表
１
】
か
ら
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
か
ぐ
や
姫
は
頻
繁
に
二
つ
の
場

を
行
き
来
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
自
然
に
囲
ま
れ
た
山
里
と
、
人
工
的
に
造
ら
れ
た

都
で
あ
る
。
都
に
お
い
て
も
、「
媼
の
小
屋
」
は
山
里
の
家
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
そ

こ
は
か
ぐ
や
姫
に
と
っ
て
寛
げ
る
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
場
を
行
き
来
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ぐ
や
姫
の
心
理
の
変
化
が
描
か
れ
て
い
る
。 

ま
ず
、
シ
ー
ン
二
・
シ
ー
ン
三
に
お
い
て
か
ぐ
や
姫
が
「
ヒ
メ
」
や
「
タ
ケ
ノ
コ
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
子
ど
も
時
代
は
、
山
里
が
舞
台
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
か
ぐ
や
姫
は
山
里

で
自
然
の
営
み
を
感
じ
、
木
地
師
の
息
子
で
あ
る
捨
丸
か
ら
自
然
と
過
ご
す
楽
し
さ
を
教
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わ
っ
た
。
川
に
飛
び
込
ん
だ
り
、
野
山
を
駆
け
回
っ
た
り
、
ウ
リ
を
盗
ん
だ
り
、
キ
ジ
を

捕
ま
え
た
り
し
て
自
由
に
走
り
回
っ
て
過
ご
し
て
い
た
。「
タ
ケ
ノ
コ
」
と
い
う
呼
び
名
も

ど
ん
ど
ん
成
長
す
る
か
ぐ
や
姫
が
筍
の
よ
う
だ
か
ら
と
周
り
の
子
ど
も
た
ち
が
つ
け
た
綽

名
で
あ
る
が
、
生
命
力
と
生
き
る
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
シ
ー
ン
四
に
お
い
て
生
活
の

舞
台
は
都
へ
と
移
り
、
厳
し
い
教
育
係
が
付
く
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
で
も
、
ま
だ
幼
い
か

ぐ
や
姫
は
ふ
ざ
け
た
り
し
て
、「
姫
」
と
な
る
た
め
の
習
い
事
に
ま
じ
め
に
取
り
組
も
う
と

し
な
い
。
こ
れ
が
変
わ
っ
た
の
は
シ
ー
ン
八
で
あ
る
。
シ
ー
ン
七
で
か
ぐ
や
姫
は
、
自
身

の
名
付
け
の
宴
で
酔
客
の
下
卑
た
言
葉

（
１
３
）

を
聞
い
て
憤
り
、
月
夜
を
一
目
散
に
駆
け
て
捨
丸

ら
の
い
る
山
里
へ
帰
る
が
、
そ
こ
に
は
も
う
す
で
に
捨
丸
ら
は
い
な
い
。
シ
ー
ン
八
で
炭

焼
き
の
老
人
か
ら
、
捨
丸
ら
の
一
族
は
山
の
木
々
を
保
つ
た
め
旅
立
ち
、
一
〇
年
は
戻
っ

て
こ
な
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。季
節
は
巡
り
、今
は
冬
で
死
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
山
も
、

春
に
な
れ
ば
ま
た
蘇
っ
て
来
る
こ
と
も
教
わ
っ
た
。
そ
の
あ
と
都
に
戻
っ
た
か
ぐ
や
姫
は

人
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
ふ
ざ
け
る
こ
と
も
な
く
、
ま
じ
め
に
習
い
事
に
取
り
組
む
よ
う
に

な
る
。
シ
ー
ン
七
ま
で
の
か
ぐ
や
姫
は
、
戯
れ
る
こ
と
、
自
由
に
は
し
ゃ
ぐ
こ
と
を
許
さ

れ
て
い
た
。こ
の
子
ど
も
時
代
を
輝
か
し
く
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
描
く
こ
と
で
、

の
ち
の
都
で
の
息
苦
し
い
生
活
と
の
対
比
が
生
み
出
さ
れ
る
。 

ま
た
、
結
婚
に
か
か
わ
る
か
ぐ
や
姫
の
考
え
方
、
態
度
に
つ
い
て
も
、
山
里
で
の
生
活

が
大
き
な
意
味
を
持
ち
、影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。原
作
に
お
い
て
、

か
ぐ
や
姫
の
不
婚
は
、
月
の
住
人
で
あ
り
昔
の
契
り
の
償
い
の
た
め
に
地
球
に
い
る
か
ら

出
来
な
い
と
い
う
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
高
畑
作
品
で
は
、
山
里
へ
帰
っ

て
自
由
に
な
り
た
い
か
ら
結
婚
は
出
来
な
い
、
そ
う
読
み
取
れ
る
よ
う
な
理
由
づ
け
が
な

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
シ
ー
ン
二
三
で
、
か
ぐ
や
姫
は
媼
か
ら
「
ま
つ

と
し
き
か
ば
、
今
か
へ
り
こ
む
」
の
意
味
を
教
わ
り
、
里
山
へ
帰
り
た
い
と
強
く
願
う
。

ま
た
、
シ
ー
ン
一
六
で
石
作
皇
子
か
ら
一
輪
の
蓮
華
を
送
ら
れ
、
都
を
離
れ
こ
こ
で
は
な

い
ど
こ
か
へ
二
人
で
生
き
よ
う
と
口
説
か
れ
る
。
こ
の
時
か
ぐ
や
姫
は
石
作
皇
子
の
真
心

と
騙
さ
れ
、
都
で
は
な
い
ど
こ
か
で
の
暮
ら
し
を
提
案
す
る
言
葉
に
感
動
す
る
。
直
後
の

北
の
方
の
出
現
に
よ
っ
て
悔
し
く
泣
く
の
だ
が
、
か
ぐ
や
姫
が
都
で
は
な
い
生
活
を
望
ん

で
い
る
こ
と
が
、
都
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
は
垣
間
見
ら
れ
る
の
だ
。
こ
れ
ら
の
シ
ー
ン
か

ら
、
か
ぐ
や
姫
に
と
っ
て
、
里
山
は
帰
り
た
い
場
所
で
あ
り
、
都
は
そ
こ
か
ら
逃
れ
た
い

場
所
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。 

さ
て
シ
ー
ン
一
〇
か
ら
、
ヒ
メ
は
お
と
な
し
く
お
歯
黒
や
眉
毛
を
抜
き
、
何
枚
も
着
物

を
羽
織
り
「
高
貴
な
姫
君
」
と
し
て
振
る
舞
う
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
五
人
の
貴
公
子

か
ら
の
求
婚
話
へ
と
物
語
は
進
展
す
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
求
婚
話
の
開
始
が
不
幸

の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
だ
。
偽
物
を
持
っ
て
き
て
騙
そ
う
と
し
た
り
、
詭
弁
で
た
ぶ
ら
か

そ
う
と
し
た
り
、
求
婚
す
る
貴
公
子
は
誰
も
本
当
に
か
ぐ
や
姫
を
好
き
で
お
嫁
に
も
ら
い

た
い
わ
け
で
は
な
い
。
更
に
、
か
ぐ
や
姫
の
出
し
た
難
題
で
命
を
落
と
す
者
さ
え
出
て
し

ま
う
。
シ
ー
ン
一
七
で
媼
か
ら
も
ら
っ
た
庭
も
「
こ
ん
な
庭
ニ
セ
モ
ノ
よ
」
と
言
っ
て
壊

し
、「
み
ん
な
ニ
セ
モ
ノ
！
私
も
ニ
セ
モ
ノ
」「
み
ん
な
不
幸
に
な
っ
た
。
私
の
せ
い
で
」

「
ニ
セ
モ
ノ
の
私
の
せ
い
よ
」
と
、
本
物
の
高
貴
な
姫
君
で
も
な
い
自
分
が
そ
の
よ
う
な

「
ニ
セ
モ
ノ
」
を
求
め
る
か
ら
み
ん
な
を
不
幸
に
し
て
し
ま
う
と
、
自
責
の
念
に
駆
ら
れ

泣
き
じ
ゃ
く
る
。
そ
れ
を
月
明
か
り
が
照
ら
す
中
、
媼
は
た
だ
宥
め
る
し
か
な
か
っ
た
。

更
に
こ
の
不
幸
に
追
い
打
ち
を
か
け
た
の
は
帝
の
（
竹
取
の
翁
自
ら
手
配
し
た
が
）
夜
這

い
で
あ
る
。
突
然
抱
き
す
く
め
ら
れ
た
か
ぐ
や
姫
は
悲
鳴
を
あ
げ
、
恐
怖
を
感
じ
月
の
住

人
で
あ
る
記
憶
が
戻
る
。
そ
れ
と
同
時
に
月
に
救
難
信
号
を
出
し
て
し
ま
う
。
シ
ー
ン
二
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一
で
月
の
記
憶
が
戻
っ
た
瞬
間
の
か
ぐ
や
姫
【
図
２
】
は
無
表
情
で
、
部
屋
に
は
そ
れ
ま

で
差
し
掛
か
っ
て
い
た
夕
日
は
な
く
、
青
白
い
冷
た
い
光
が
差
し
込
ん
で
い
る
。
か
ぐ
や

姫
は
こ
の
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
、自
ら
が
月
に
帰
る
べ
き
身
で
あ
る
と
い
う
事
を
知
り
、

月
を
眺
め
て
は
憂
い
に
沈
む
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
月
へ
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
を
告
げ
る
シ
ー
ン
二
二
で
か
ぐ
や
姫
は
、
都
で
の
こ
の
悲
し
み
に
心
苛
ま
れ
る
体

験
を
経
て
、
自
分
が
何
の
た
め
に
こ
の
地
に
降
り
立
っ
た
の
か
を
思
い
出
す
の
だ
。
そ
れ

は
こ
の
地
に
生
き
る
喜
び
を
感
じ
る
た
め
で
あ
り
、
人
の
情
も
ま
た
地
球
の
素
晴
ら
し
い

も
の
だ
と
再
認
識
す
る
。
シ
ー
ン
二
六
で
天
女
に
地
球
は
穢
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、

こ
の
地
は
穢
れ
て
は
い
な
い
し
、
生
き
る
も
の
は
み
ん
な
彩
り
に
満
ち
て
い
る
と
反
発
す

る
。
里
山
か
ら
都
に
暮
ら
し
を
移
し
た
か
ぐ
や
姫
は
、
一
度
は
否
定
し
た
地
球
を
、
改
め

て
肯
定
す
る
。地
球
で
生
き
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
、里
山
と
都
の
対
比
す
る
こ
と
で
、

つ
ま
り
か
ぐ
や
姫
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
の
実
体
験
を
通
じ
再
確
認
し
た
と
言
え
よ
う
。 

 

捨
丸
と
帝 

映
画
の
中
で
、
か
ぐ
や
姫
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
が
木
地
師
の
息
子
の
捨
丸
で
あ
る
。

か
ぐ
や
姫
の
子
ど
も
の
頃
の
遊
び
仲
間
で
あ
り
、
自
然
と
の
暮
ら
し
の
楽
し
み
を
教
え
て

く
れ
た
人
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
人
は
秘
密
の
共
有
ま
で
し
た
仲
で
あ
る
。
シ
ー
ン
二
、
里

山
で
の
子
ど
も
時
代
に
、
ウ
リ
を
盗
む
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
描
か
れ
る
。
見
つ
か
り
そ

う
に
な
っ
て
二
人
は
道
路
の
草
の
茂
み
に
隠
れ
る
【
図
３
】
が
、
こ
の
茂
み
は
「
閉
ざ
さ

れ
た
秘
密
の
場
所
に
二
人
が
い
る
み
た
い
な
場
面

（
１
４
）

」
で
あ
る
。
ウ
リ
を
盗
む
シ
ー
ン
に
は

閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
の
秘
密
の
共
有
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
か
ぐ
や
姫
に
と
っ
て
捨
丸
が

特
別
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
印
象
付
け
る
。
し
か
し
、
シ
ー
ン
一
四
で
再
会
し
た
二
人
の

間
に
は
越
え
ら
れ
な
い
溝
が
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
【
図
４
】。
こ
の
再
会
の
シ

ー
ン
で
は
、
捨
丸
は
鶏
を
盗
み
お
店
の
人
に
追
わ
れ
て
い
る
。
花
見
に
出
か
け
た
が
気
が

滅
入
っ
て
し
ま
っ
た
か
ぐ
や
姫
の
牛
車
が
都
大
路
を
走
っ
て
い
る
と
、
捨
丸
を
呼
ぶ
声
が

聞
こ
え
る
。
あ
わ
て
て
外
を
見
る
と
鶏
を
抱
え
て
逃
げ
る
捨
丸
を
見
か
け
る
。
思
わ
ず
声

を
か
け
て
し
ま
う
が
、
か
ぐ
や
姫
が
何
も
で
き
ず
牛
車
の
中
か
ら
見
る
前
で
、
捨
丸
は
店

の
人
に
殴
ら
れ
ひ
ど
く
痛
め
つ
け
ら
れ
る
。
里
山
に
い
た
頃
は
ウ
リ
を
盗
む
こ
と
で
閉
ざ

さ
れ
た
空
間
を
共
有
で
き
た
二
人
だ
っ
た
が
、今
回
は
、か
ぐ
や
姫
は
牛
車
の
上
に
い
て
、

捨
丸
は
都
大
路
を
逃
げ
、
路
上
に
倒
れ
雨
に
打
た
れ
る
。
二
人
は
開
か
れ
た
都
の
大
路
と

い
う
空
間
で
再
会
し
、
か
つ
て
の
秘
密
の
共
有
の
不
可
能
性
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
こ
れ

で
二
人
の
出
会
い
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
、
と
思
い
き
や
シ
ー
ン
二
五
で
、
最
後
の
思

い
出
に
と
媼
が
手
配
し
帰
っ
た
里
山
で
再
会
を
果
た
す
。
心
を
通
わ
せ
た
捨
丸
は
か
ぐ
や

姫
と
二
人
で
逃
げ
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
だ
が
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
時
点
で
捨
丸
に

は
妻
も
子
ど
も
も
い
る
こ
と
で
あ
る
。
家
族
を
捨
て
か
ぐ
や
姫
と
誰
に
も
見
つ
か
ら
な
い

よ
う
に
逃
げ
る
事
は
、
再
度
か
ぐ
や
姫
と
捨
丸
が
秘
密
を
共
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

秘
密
の
共
有
が
再
び
可
能
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
ぐ
や
姫
は
捨
丸
と
駆
け
出
す
。
喜
び

の
あ
ま
り
、
空
へ
と
舞
い
あ
が
る
が
、
ど
こ
ま
で
も
ど
こ
か
ら
も
照
ら
す
月
か
ら
、
か
ぐ

や
姫
は
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
現
実
に
戻
り
、
か
ぐ
や
姫
は
結

局
捨
丸
と
結
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
三
浦
佑
之
は
「
二
人
が
結
ば
れ
た
と
し
て
、
こ

の
先
ど
う
な
る
か
は
、
風
土
記
や
昔
話
が
語
る
天
女
伝
承
の
結
末
を
見
れ
ば
わ
か
り
き
っ

て
い
る
の
だ
か
ら

（
１
５
）

」
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。 

一
方
、
原
作
の
『
竹
取
物
語
』
で
は
文
を
交
わ
し
、
月
へ
帰
る
直
前
に
は
「
い
ま
は
と

て
天
の
羽
衣
着
る
折
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
出
で
け
る

（
１
６
）

」と
手
紙
を
渡
し
さ
え
す
る
帝
は
、
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『
か
ぐ
や
姫
の
物
語
』
に
お
い
て
は
完
全
に
嫌
わ
れ
る
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
一
般
に
先
行

研
究
に
お
い
て
は
『
竹
取
物
語
』
は
、
平
安
貴
族
社
会
へ
の
批
判
的
姿
勢
を
持
ち
、
ま
た

月
の
住
人
を
主
人
公
に
す
る
も
の
の
、
帝
に
手
紙
を
渡
す
と
い
う
設
定
や
描
写
に
は
平
安

時
代
の
限
界
が
現
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、映
画
の
中
の
帝
は
、

か
ぐ
や
姫
か
ら
徹
底
的
に
拒
絶
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
本
作
に
お
け

る
帝
と
い
う
存
在
は
、
求
婚
し
た
五
人
の
貴
公
子
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
ま
で
降
格
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
偽
物
や
詭
弁
で
ご
ま
か
し
、
か
ぐ
や
姫
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す

る
貴
公
子
た
ち
は
、
噂
に
聞
く
美
し
い
容
貌
の
女
性
を
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
い
う
男

の
欲
望
と
独
占
欲
で
あ
る
。
帝
も
そ
う
し
た
貴
公
子
た
ち
と
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
映
画

で
は
示
し
て
い
る
。
帝
な
の
で
他
の
貴
公
子
た
ち
と
は
や
や
異
な
る
別
ル
ー
ト
で
接
近
す

る
が
、
か
ぐ
や
姫
は
帝
の
身
体
を
拒
絶
す
る
。
シ
ー
ン
二
一
で
、
竹
取
の
翁
に
案
内
さ
れ

た
帝
に
突
然
抱
き
す
く
め
ら
れ
、か
ぐ
や
姫
は
悲
鳴
を
あ
げ
恐
怖
を
感
じ
て
い
る【
図
５
】。

同
じ
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
秘
密
を
共
有
す
る
捨
丸
と
は
異
な
り
、
か
ぐ
や
姫
は
閉
ざ
さ
れ

た
空
間
で
帝
を
拒
絶
す
る
。
す
で
に
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
か
ぐ
や
姫
は
里
山
と
都

の
二
つ
の
空
間
を
行
き
来
す
る
が
、
更
に
細
か
く
見
て
い
く
と
都
の
空
間
で
、
彼
女
は
楽

し
み
を
奪
わ
れ
窮
屈
な
思
い
を
し
て
い
る
。
偽
物
の
姫
だ
と
言
わ
れ
憤
っ
た
り
、
貴
公
子

た
ち
か
ら
の
求
婚
に
心
を
痛
め
た
り
、
里
山
で
の
暮
ら
し
と
比
べ
る
と
不
自
由
で
辛
い
。

シ
ー
ン
二
二
で
、
翁
は
月
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ぐ
や
姫
に
「
こ
れ
ま
で
姫
様
の

幸
せ
だ
け
を
願
っ
て
、
お
仕
え
し
て
き
た
も
の
を
」
と
嘆
く
が
、
か
ぐ
や
姫
は
「
お
父
様

が
願
っ
て
く
だ
さ
っ
た
そ
の
幸
せ
が
、
私
に
は
つ
ら
か
っ
た
」
と
言
い
返
す
。
こ
の
シ
ー

ン
で
は
、
か
ぐ
や
姫
に
と
っ
て
都
で
の
生
活
は
辛
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と

言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
辛
い
都
の
中
で
も
、
特
に
象
徴
的
な
場
で
あ
る
宮
中
に
い

る
帝
は
、
か
ぐ
や
姫
か
ら
す
れ
ば
、
関
わ
り
た
く
も
な
い
都
と
い
う
空
間
の
極
点
を
占
め

る
存
在
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

お
わ
り
に 

 

映
画
の
中
の
か
ぐ
や
姫
を
シ
ー
ン
ご
と
に
整
理
し
て
い
く
と
、
自
然
と
戯
れ
自
由
で
生

き
生
き
と
し
た
里
山
と
、
自
ら
辛
い
と
弱
音
を
吐
い
て
し
ま
う
都
で
の
生
活
が
鮮
明
に
対

比
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
特
に
原
作
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
子
ど
も
時
代

を
導
入
す
る
こ
と
で
、
か
ぐ
や
姫
と
い
う
主
人
公
が
色
鮮
や
か
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
れ
に

と
ど
ま
ら
ず
、
里
山
の
素
晴
ら
し
い
自
然
と
生
き
る
こ
と
が
、
か
ぐ
や
姫
に
と
っ
て
都
で

の
結
婚
を
拒
否
す
る
こ
と
へ
の
理
由
付
け
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま

た
、
都
で
の
「
高
貴
の
姫
君
」
と
し
て
の
生
活
の
中
で
、
た
び
た
び
の
山
里
へ
の
「
場
」

の
移
動
に
伴
い
、
か
ぐ
や
姫
の
心
情
の
変
化
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
「
場
」
を
行

き
来
す
る
こ
と
で
、
か
ぐ
や
姫
は
改
め
て
地
球
で
生
き
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
体
感
す

る
。
か
ぐ
や
姫
は
感
情
す
ら
な
い
清
ら
か
な
月
の
世
界
と
比
べ
、
地
球
は
生
き
る
物
す
べ

て
が
彩
り
に
満
ち
て
い
る
と
訴
え
か
け
る
。
都
で
の
暮
ら
し
で
再
認
識
す
る
里
山
で
の
楽

し
い
暮
ら
し
、
里
山
に
い
た
ま
ま
で
は
真
の
価
値
を
知
る
こ
と
が
な
か
っ
た
地
球
で
生
き

る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
向
こ
う
側
に
い
る
私
達
に
投
げ
か
け
て
い
る

よ
う
に
も
感
じ
る
の
で
あ
る
。
高
畑
勲
の
『
か
ぐ
や
姫
の
物
語
』
は
、
原
作
『
竹
取
物
語
』

に
対
す
る
批
評
的
な
視
点
を
具
え
、
す
ぐ
れ
た
表
現
力
を
用
い
て
独
自
の
か
ぐ
や
姫
像
を

創
出
し
、鑑
賞
者
で
あ
る
私
た
ち
に
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
作
品
な
の
だ
。 
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情
報
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教
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編
）
二
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九
年
度
、
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九
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一
頁 

（
７
）
斎
藤
は
「
初
潮
の
描
写
を
強
調
す
る
あ
た
り
、
高
畑
監
督
の
決
意
が
う
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が
え
る
」 

と
述
べ
、
か
ぐ
や
姫
の
罪
は
「
感
情
」
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
指
摘 

し
て
い
る
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斎
藤
環
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６
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物
語
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、
高
畑
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菩
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賑
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か
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楽
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頁
）
の
部
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あ
れ
は
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弥
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来
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図
』
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。
平
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貴
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た
ち
の
間
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は
既
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信
仰
が
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て
、
死
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に
阿
弥
陀
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救
い
に
来
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れ
る
と
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え
て
い
ま 

し
た
。」
と
イ
ン
タ
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ュ
ー
で
語
っ
て
い
る
。 

（
９
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木
村
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子
「
前
世
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憶
」『
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』
註
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五
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（
１３
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性
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姫
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言
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と
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。
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性
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に
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…
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言
葉
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け
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５
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現
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：「
今
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も
う
こ
れ
ま
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と
思
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て
、
天
の
羽
衣
を
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る
の
で
す
が
、 

こ
の
時
に
な
っ
て
、
帝
を
心
か
ら
お
慕
い
す
る
気
持
ち
が
し
み
じ
み
と
わ
い
て
き 
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【
表
１
】 

 

シーン分け表 

シーン 場所 シーン説明 

1 山里 

（季節は春の始

まり） 

竹取の翁が一本の光輝く竹から小さな女の子を見つける。家に

持って帰って媼に見せたところ、たちまち赤ん坊の姿になって

しまう。 

2 山里 

（季節は春、夏） 

翁と媼は女の子をヒメと呼び、大切に育てた。ヒメの成長は早

く、ハイハイしていたと思うと、すぐに歩けるようになる。そ

して母豚に襲われそうになったところを捨丸に助けられる。そ

の後、捨丸らとはよく遊ぶようになる。 

一方、翁は竹から黄金を授かるようになる。 

3 山里 

（季節は秋） 

季節は秋へと移り替わり、ヒメは年頃の少女まで成長していた。

捨丸らと山を駆け回ったりなど、楽しい日々を過ごす。しかし、

竹から黄金や豪華な着物を授かった翁はヒメを「高貴の姫君」

にすべく、都へ移り住むことを決意する。そして、ある夜突然

ヒメを連れて都へ出発する。 

4 都 

竹取の邸 

目が覚めるとそこはもう都だった。これから住む豪華な竹取の

邸に心を躍らせるが、教育係の相模から厳しくしつけられる。

だが、お稽古事はふざけたりと、相模を困らせる。 

5 都 

媼の小屋 

しばらくして、初潮を迎える。大人になった印として、盛大に

宴を開こうとする翁。その宴に捨丸らも呼ぼうとするが、翁に

断られる。寂しそうにしている姫に媼は自分の庭をあげる。 

6 都 

竹取の邸 

斎部秋田から「なよ竹のかぐや姫」と名付けられ、髪上げと裳

着の儀式が仕来り通りに行われる。名付け披露の祝宴は盛大に

開かれたが、ずっと奥の御簾にいたかぐや姫は酔客の下卑た言

葉を聞いて憤ってしまう。 

7 都→山里 憤ったかぐや姫は邸を飛び出し、都を走り抜け、山道を上った。 

8 山里 しかし、捨丸らと過ごした山は大きく変わっていた。以前住ん

でいた家には他の人が住んでおり、捨丸らの集落もない。偶然

居合わせた炭焼きの老人から 10 年は帰ってこないことと、山が

再び蘇るのを準備していることを知らされる。 

9 山里→都 雪が積もった帰り道、かぐや姫は力尽きて気を失ってしまう。 
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10 都 

竹取の邸 

目が覚めたら、もと居た御簾の中で、宴会も続いていた。その後、

かぐや姫はふざけることもなく、習い事をするようになる。盛大

な祝宴のおかげでかぐや姫の噂は都中に広まり、多くの男性から

文が届くようになる。 

11 都 

宮中 

そして宮中で開かれる行事に参加した車持皇子、安部右大臣、石

作皇子、大伴大納言、石上中納言ら五人の貴公子は、斎部秋田か

らかぐや姫のことを聞く。 

12 都 

竹取の邸 

かぐや姫の噂を聞いた五人の貴公子たちは一斉に求婚を申し込

む。それぞれかぐや姫を 5つの宝物に喩え褒めたが、それを逆手

に取りそれぞれが喩えた宝物を見つけ持ってきたら結婚すると、

難題を言い渡す。 

13 都→山里 かぐや姫が難題を出したことで、それまで邸の外にいた野次馬が

帰っていった。その為、桜を見に行くことにしたかぐや姫。山里

へ向かう途中、綺麗な桜の木を見つけ、駆け寄っていく。 

14 山里→都 その桜の木の下で、不意に平民の子どもとぶつかってしまう。平

民の親はかぐや姫にひどく謝ったが、かぐや姫は気を損ねてしま

い、都を帰ろうとする。その帰り道、偶然にも盗みを働いている

捨丸と再会する。しかし、二人の間にはすでに超えられない大き

な溝があった。 

15 都 

媼の小屋 

それから 3年後、媼の小屋でくつろぐかぐや姫と媼。以前媼から

もらった庭は立派に育ち、地面に這って見ると、まるで里山の風

景だった。そこへ翁が慌ただしく、車持皇子が蓬莱の玉の枝を持

ってきたと告げる。 

16 都 

竹取の邸 

本物を持ってきたと思ったかぐや姫は複雑な気持ちになるが、の

ちに人工の物だと知って、一安心する。阿部右大臣も火鼠の皮衣

を持ってくるが、火に燃えてしまう偽物だった。石作皇子は仏の

御石の鉢ではなく、一輪の蓮華の花を持ってきて、「真心」でか

ぐや姫を口説いていたが、北の方に見破られてしまう。大伴大納

言は海の嵐に怯え、石上中納言は亡くなってしまう。 

17 都 

媼の小屋 

かぐや姫は石上中納言が亡くなってしまったことに、責任を感じ

てひどく荒れてしまう。自分がニセモノだから、みんな不幸にな

ったと嘆き、媼から貰った庭もニセモノだと言って壊してしま

う。 

18 都 

宮中 

しかし、かぐや姫の噂は広まる一方で、帝まで興味を持ち始め、

宮中に招こうとする。 
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19 都 

媼の小屋 

帝からの宮仕えの誘いに喜ぶばかりの翁であるが、媼は翁がかぐ

や姫のことをわかっていないと嘆く。かぐや姫も宮仕えするぐら

いなら、死んだ方がましだと、きつい言葉を言う。 

20 都 

宮中 

そんなかぐや姫に益々ひかれていく帝は竹取の邸に行ってかぐ

や姫を見ることにする。 

21 都 

竹取の邸 

かぐや姫は帝が来ることを知らず、琴を弾いていたところ、突然

侵入してきた帝に抱きすくめられ、悲鳴を上げてしまう。恐怖を

感じ、帝の前から姿を消す。一方帝は満足げに帰った。 

22 都 

竹取の邸 

それからというもの、かぐや姫は月を眺めるようになる。翁と媼

が心配して聞くと、自分は月の住人で、罪を犯したため地上に降

ろされたことや、次の満月には帰らなければならないこと告げ

る。 

23 都 

媼の小屋 

かぐや姫を返さないように邸では忙しく準備をしている。媼はや

さしくかぐや姫に寄り添い、わらべ歌を歌う。かぐや姫は天女の

歌を歌い、媼から、「まつとしきかば、今かへりこむ」の意味を

教わる。 

24 都→山里 里山へ帰りたいかぐや姫を思って、媼が牛車を手配し、里山へ送

り返す。 

25 山里 再び帰った里山は、緑茂る子どもの頃の山だった。捨丸らも里山

に戻っていて、二人は再会し、心を通わせる。だが、かぐや姫に

はもう時間が残されていない。捨丸は二人でどこまでも逃げるこ

とを提案する。この思いは奇跡となり、二人は空高く舞い、楽し

く飛ぶ。しかし、月に気づいたかぐや姫は落下していく。意識が

戻ると、捨丸の傍にはかぐや姫なく、夢だったのかと、妻子のも

とへ帰ってしまう。 

26 都 

竹取の邸 

満月の夜、構えていた兵士たちは、月の王の一行の現れによって

眠ってしまう。かぐや姫は操られたかのように月の王の元へ導か

れが、子どもたちが歌うわらべ歌で我に返り、もう一度この地に

いさせてほしいと願う。しかし、天女に羽衣を掛けられた瞬間、

かぐや姫から表情が消え、翁と媼の声も届かなくなる。 

27 地球→月 月の王と共に月へと去っていくかぐや姫。突然地球を振り返り、

記憶を失ったはずのかぐや姫の目に、涙が浮かぶ。 


