
〈
研

究

論

文

４
〉

童
児
神
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
（
Ｉ
）

①
　

方
　

法

日
本

の
民
俗
学
が
学
と
し
て
確

立
し
た
当
時

（
昭

和
1
0
年
前
後
）
、
柳

田

国
男

は
民
間
伝
承
論
を
「
明
日
の
学
問
」

と
し
て

展
開

し
た
。
そ
の
中
で

彼

は
多
く
の
学
問
が
既
に
年
た
け
て
い
る
の
に
独
り
民
間
伝
承
論
の
み
が
今
尚

至
っ
て
頑

是
な
い
一
本
の
稚
樹
だ
と
し
、
三
つ
の
重
要

な
問
題
提
起
を
し
て

い
る
。

1
　
目
的
；
民
間
伝
承
の
採
集
と
処
理
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
識
が
ほ
と
ん

ど
人
類
文
化
史
全
般

に
及
び
得
る
こ
と
、
よ

っ
て
こ
の
事
実
認
識
を
基
礎
に

社
会
科
学
と
し
て
の
文
化
論
が
再
検
討
・
再
構
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

2
　
方
法
；
既
存
の
「
記
録
文
書
」
「
文
字
の
史
料
」
に
頼
る
以
上
に
今
一

段
と
深
く
問
題
を
掘
り
下
げ
て
行
こ
う
と
す
れ
ば
、
新
し

い
方
法
の
す
べ
て

を
総
括
し
た
「
人
を
一
種
の
存
在
と
し
て
考
察
す
る
」
広
義
の
人
類
学
的
方

赤
　
尾
　
裕
　
久

法
―
―
人
間
の
姿
形
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
史
料
、
常
民
の
無
意
識
、
伝
承

し

た
無
形

の
遺

物
・
遺
蹟

の
上

に
ま
で
手
を

伸
ば
そ

う
と
す

る
文
化

人
類

学
・
社
会
人

類
学

の
方
法
－

を
と
ら
ざ

る
を
得
な
い
。

3
　
研
究
領
域
分
野
；
㈲
目
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
有
形
文
化
卜
生
活
外

形
・
目
の
将
来
・
旅
人
の
採
集
生
活
技
術
誌
（
土
俗
誌
）
、
b
耳
と
目
に

よ
っ
て
把
え
ら
れ
る
言
語
芸
術
―
―
生
活
解
説
、
耳
と
目
の
採
集
、
寄
寓

卜
者
の
採
集
卜
土
俗
誌
と
民
間
伝
承
論
と
の
「
境
の
市
場
」
、
c
心
と

心
と
が
通
じ
合
わ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
心
意
現
象
―
―
生
活
意
識
、
心
の

採
集
、
同
郷
人
の
採
集
卜

地
方
研
究
、
文
字
の
教
養
な
き
僻
村
の
住
民
の

間
に
何
時
の
世

か
ら
と
も
な
く
伝

わ
っ
て

い
る
く
さ
ぐ
さ
の
口
碑
、
殊

に
形

態
の
稚
拙
な
る
昔
話
や
歌
物
語
、
素
朴

に
し
て
力
強

い
仕
事
唄
、
恋
歌
の
類

…
…
昔
話
や
民
謡
は
林
の
奥
の
珍
ら
し
い
蕈
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
色
彩

鮮
麗
な
野
の
花
で
あ
る
。



半

世

紀

以

上

の

年

月

を

経

た

今

日

、

尚

日

本

民

俗

学

の

研

究

が

未

だ

混

迷

の

状

態

か

ら

抜

け

切

っ

て

い

な

い

感

が

あ

る

な

か

で

、

柳

田

学

の

評

価

は

民

俗

学

の

な

か

で

よ

り

も

、

そ

の

隣

接

諸

科

学

の

境

界

領

域

に

お

い

て

民

俗

学

の

成

果

を

踏

ま

え

た

研

究

の

新

生

面

を

開

き

つ

つ

あ

る

の

が

現

状

で

あ

る

。

民

間

説

話

の

研

究

も

深

層

心

理

学

的

研

究

と

共

に

今

や

心

意

現

象

の

学

と

し

て

歴

史

人

類

学

的

ア

プ

ロ

ー

チ

が

不

可

欠

と

な

っ
て

い

る

。

歴

史

の

深

層

へ

と

関

心

を

向

け

る

に

つ

れ

て

、

そ

の

視

点

・

方

法

が

人

間

諸

科

学

の

な

か

で

も

人

類

学

や

民

俗

学

（
さ

ら

に

は

民

族

学

）

の

そ

れ

と

重

な

っ

て

く

る

の

は

、

わ

が

国

の

み

な

ら

ず

、

世

界

的

動

向

と

し

て

当

然

の

こ

と

で

あ

ろ

う

。

フ

ラ

ン

ス

の

ア

ナ

ー

ル

派

、

ジ

ャ

ッ

ク

ー
ル

ゴ

フ

（
L
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｆ
ｆ
Ｊ

．）

は

深

層

歴

史

学

と

も

言

う

べ

き

視

座

か

ら

、

メ

リ

ュ

ジ

ー

ヌ

説

話

の

分

析

を

エ

マ

ニ
ュ
エ
ル
・
ル
ロ
ア
ニ
ラ
デ
ュ
リ
ー
　
（
Ｅ
ｍ
ｍ
ａ
ｎ
ｕ
ｅ
ｌ
　
L
ｅ
　
Ｒ
ｏ
ｙ
　
L
ａ
ｄ
ｕ
ｒ
ｉ
ｅ
）

と

共

同

執

筆

し

、

民

間

説

話

研

究

の

方

法

論

的

意

義

を

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

「

だ

か

ら

、

構

造

分

析

（
及

び

比

較

史

）

は

、

虚

偽

の

歴

史

主

義

を

片

づ

け

る

助

け

と

な

る

と

す

れ

ば

、

そ

れ

ら

は

ま

た

、

か

た

ち

ば

か

り

で

な

く

変

化

を

遂

げ

る

内

容

を

も

考

慮

に

入

れ

た

場

合

に

は

、

そ

れ

ら

の

分

析

の

対

象

と

な

る

説

話

が

も

は

や

実

際

に

起

っ

た

こ

と

と

の

関

係

に

お

い

て

で

は

な

く

、

社

会

と

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

自

体

の

構

造

と

の

関

連

で

歴

史

的

に

果

し

た

役

割

を

よ

り

一

層

明

確

に

す

る

こ

と

を

可

能

に

す

る

。

こ

こ

で

の

虚

偽

の

歴

史

主

義

と

い

う

の

は

、

説

話

や

伝

説

の

出

来

事

中

心

の

歴

史

、

説

話

ま

た

は

伝

説

の

説
明
、
も

っ
と
悪

い
の
は
起
源
を
実
際
に
起
っ
た
出

来
事
や
歴
史
的
人
物
の

中

に
求

め
よ
う
と

う
す

る
傾
向
を
指
す
」
。

こ
の

メ
リ

ュ
ジ
ー
ヌ
説
話

の
分

析
は
、
「
ア
ナ
ー
ル
」
誌

の
「
歴

史
と
構

造
」
特
集

に
寄
せ
ら
れ

た
も

の
で
、
前
半
の
論
旨

は
、
本
来

。
豊
穣
母
神
の

イ

メ
ー

ジ
を
体
現
す

る
筈

だ
っ
た
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
が
キ
リ

ス
ト
教
的
世
界
の

中
で
、
半
ば
否
定
的
な
異
人
と
化
し
て
し
ま
う
。
し

か
し
、
大
地

に
対
す
る

繋
り
を
欠
く
騎
士
の
世
界

は
大
地
の
豊
穣
と
子
孫

の
繁
栄
を
保
障
す
る
母
神

の
豊
穣
を
仲
介
と
し
な
け
れ
ば
、
土
地
の
精
霊
と
和
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
つ
ま
り
、
男
性
原
理
を
秩
序
の
中
核

に
据
え

る
キ
リ

ス
ト
教
的
世
界
の

中
で
、
よ
り
長
い
時
間
の
軌
跡
の
中
に
息

づ
い
て

い
る
女
性
原
理
が
ど
の
よ

う
に
説
話
を
介
し
て
構
造
的
に
組
み

入
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
点
を
、
精
神
史

の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

後
半
は
、
十
六
世
紀
～
十
九
世

紀
に
至

る
メ
リ

ュ
ジ
ー
ヌ
説
話
の
変
遷

を

地
方
の
民

間
伝
承

の
記
録

を
基
に
跡
づ
け
、
先

の
十

二
～
十

三
世

紀
の

メ

リ
ュ
ジ
ー
ヌ
像
と
の
比
較
考
察
及

び
分
析
で
あ
る
。
十
七
世
紀
以

降
に
な
る

と
、
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
は
リ
ュ
エ
ッ
ジ
（
単
系
親
族
）
集
団
の
多
産
な
保
護
女

神
と
し
て

よ
り
も
農
耕
の
保
護
者
と
し
て

の
側
面
を
強
め
て
行
く
。
例
え
ば

、

豊
凶
の
予

兆
を
示

す
泉
が

メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
の
泉
ト

メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
が
変
身

す
る
際
に
水
浴
び
を
し
た
場
所
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
か
ら
、
こ
の
泉
の
水
の
出

方
次
第
で
豊
凶
が
占
わ
れ
る
―
―
と
い
っ
た
両
義
的
空
間
と
神
話
的
思
考
を

介
し
て
切

り
結
ぶ
こ
と
に
現
わ
れ
る
。

尚

、
こ

の
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
説
話
は
、
水
界
の
女
性
が
人
間
の
男

と
結
婚
し
、



男

が

タ

ブ

ー

を

破

っ
た

た

め

、

動

物
あ

る

い

は

妖

精

の
正

体

が

現

わ

れ

、

恥

じ

て

水

界

に

昃

る
話

で

、

ゴ

ル

ベ

ー

フ
に

よ

れ

ば

、

ス

キ

タ
イ

か

ら

イ

ン

ド

・

イ

ン

ド

シ

ナ

ヘ
入

っ
た

と

み

ら

れ

、

大

林

太

良

は

こ

の

型

の

話

が

イ

ン

ド

シ

ナ

・

中

国

・

朝

鮮

・

日

本

に

発

達

し

て

い

る

と

指

摘

し

た
。

ギ

ル

の

「
南

太

平

洋

の

神

話

と

歌

謡

」

に

も

同

じ

話

型

と

み

ら

れ

る

「
泉

の

乙

女

（
タ
パ
イ
ル
）
」
が
あ
る
。

わ

が

国

の

人

類

学

者

、

小

松

和

彦

も

民

間

説

話

は

「
民

衆

の

歴

史

意

識

の

一

つ

の

結

晶

」
「
民

俗

的

記

憶

装

置
」

で

あ

り

、
「
民

俗

学

は
民

衆

の

精

神

の

考

古

学
」

だ

と

し

、

東

北

・
陸

中

地

方

に

伝

わ

る

「
竜

宮

童

子

」

の

話

型

を

手

が

か

り

に

、

そ

の

伝

承

の

依

代

に
馮

依

し

、

隠

れ

潜

ん

で

い

る
民

衆

の

歴

史

の
記

憶

を

構

造

分

析

し

て

い

る

。

わ

れ

わ

れ

は

、

ル
ゴ

フ
や

小

松

和
彦

も

試

み

た

形

態

論

的

構

造

分

析

を

は

じ

め

と

す

る
さ

ま

ざ

ま

な

民

間

説

話

の

研

究

が

各

話

型

に

つ
い

て

可

能

と

な

る

よ

う

基

礎

的

な

資

料

集

成

の

作

業

に

こ

こ

十

年

来

追

わ
れ

て

き

た
。

南

は

沖

縄

か

ら

北

は

ア
イ

ヌ
を

含

む

日

本

全

土

に
埋

も

れ

て

い

る
約

六

万

話

に
の

ぼ

る
貴

重

な

資

料

を

掘

り

起

こ

し

、

世

界

的

視

野

で

の

比

較

研

究

を

進

め

る

こ
と
は
、
今
後
の
民
間
説
話
の
学
術
的
視
圏
を
一
層
大
き
く
き
り
ひ
ら
い
て

い

く

上

で

不

可

欠

の
作

業

で

あ

る
と

の

確

信

の

も

と

に
、

先

ず

基

礎

研

究

の

一
環

と

し

て

、

共

時

的

（
ｓ
ｙ
ｎ
ｃ
ｈ
ｒ
ｏ
ｎ
ｉｑ
ｕ
ｅ
）

観

点

か

ら

の

資

料

集

成

の

作

業

が

あ

っ

た
。

こ

れ

は

後

の

通

時

的

（
ｄ
ｉａ
ｃ
ｈ
ｒ
ｏ
ｎ
ｉｑ
ｕ
ｅ
）

観

点

か

ら

の

歴

史

的

研

究

の

前

段

階

に
位

置

づ

け

ら

れ

る

も

の

で

あ

る
。

資

料

集

成

と

並

行

し

て

、

当

面

、

次

の

よ

う

な

個

別

研

究

が

あ

る
。

1
　
調
査
資
料
を
伝
承
圏
別
に
通
観
し
て
、
各
々
の
圏
内
で
民
間
説
話
が
い

か

に

生

息

し

て

い

る

か

、

そ

の

伝

承

文

芸

的

形

象

の

風

土

性

を

解

明

す

る

。

2
　
民
間
説
話
の
伝
承
と
形
象
的
特
殊
性
（
モ
チ
ー
フ
・
話
型
）
を
世
界
民

間

説

話

の

そ

れ

と

比

較

検

討

し

て

、

日

本

民

間

説

話

の

国

際

的

レ

ベ

ル

で

の

相

対

的

位

置

づ

け

を

す

る

な

か

で

、

日

本

人

の

文

芸

的

創

造

能

力

を

究

明

す

る

と

共

に

そ

の

生

活

史

的

考

察

を

す

る

。

3
　
民
族
的
個
性
と
人
類
的
普
遍
性
を
あ
わ
せ
も
つ
民
間
説
話
の
骨
太
の
人

間

像

、

及

び

そ

れ

を

は

ぐ

く

み

育

て

た

基

底

文

化

の

探

求

を

す

る

。

本

稿

で

は

、

童

児

神

が

中

核

モ

チ

ー

フ

の

一

話

型

、
「
竜

宮

童

子

」

に

焦

点

を

あ

て

、

童

児

神

の

コ

ス

モ

ロ

ジ

ー

研

究

の

端

緒

と

し

た

い

。

Ⅱ
　
童
児
神
の
モ
チ
ー
フ
ー
竜
宮
童
子
を
め
ぐ
っ
て

童
児
神
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
、
1
柳
田
国
男
の
「
海
神
少
童
」
伝
承

の
研
究
、
2
石
田
英
一
郎
の
母
子
神
仰
の
比
較
民
族
学
的
研
究
序
説
、
3
吉

田
敦
彦
の
「
小
さ
子
と
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
」
、
4
カ
ー
ル
・
ケ
レ
ー
ニ
ー

（
Ｋ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
ｙ
ｉ
，
Ｋ
・
)
 
と
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
（
Ｊ
ｕ
ｎ
ｇ
，
Ｃ
．
Ｇ
．
）
「
神
語
り
の
本
質

序

説

」

等

の

古

典

的

研

究

に

よ

っ

て

、

次

第

に

そ

の

世

界

的

レ

ベ

ル

で

の

形

姿
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
益
田
勝
美
の
「
久
遠
の
童
形
神
―
―
イ

メ
ー
ジ
の
化
石
を
掘
る
―
―
」
は
「
記
紀
神
話
」
の
海
神
＝
少
童
命
に
つ
い

て

興

味

あ

る

考

察

を

し

て

い

る

。

先

述

の

石

田

英

一

郎

は

母

子

神

複

合

を

水

界

に

関

連

さ

せ

な

が

ら

、

次

の

よ
う
な
三
つ
の
モ
チ
ー
フ
の
結
び
つ
き
を
解
明
し
た
。
1
何
ら
か
の
形
で
人



間
に
福
徳
を
も
た
ら
す
水
界
出
自
の
少
童
神
、
2
そ
の
少
童
の
異
常
誕
生
、

3
少
童
の
像
に
付
き
添
う
女
性
。

こ

の
水
神
少
童

説
話

は
西

南
太
平
洋

か
ら
広
く
沿

太
平

洋
諸

民
族
に
分

布

し

た
一
系
統

の
古
代
信

仰
圈
に
包
接
し

う
べ
き
宗

教
的

・
神
話

的
表
象
で
あ

る
。日

本
本

土
と
琉

球
列

島
の
全
域

に
お
い
て
、
様

々
な
名
で
知
ら
れ
て
い
る

霊
童

の
存
在
、
竜

宮
童
子

は

エ
ビ
ス
、
少

名
毘
古
那

の
小

さ
子

に
関
連
し
て

お
り
、
そ

の
多
く

が
小

さ
く
、
醜

く
、
無

格
好
で

、
特
別

な
欠
陥
を
備
え
て

い
る
。

ア
ウ

ェ

ハ
ン

ト
（
〇
ｕ
w
ｅ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ

．Ｃ
．）

に
よ
れ
ば

、
こ

う
し

た
少

童

た
ち
が
、
河
童
、
雷
童
口

蛇
や
竜

の
子
と
見
な
さ
れ
て

お
り

、

エ
ビ
ス
神

の

よ
う
に
留
守
神
や
竈
神
と
し
て
現

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

母
子
神
複
合
が
水
辺

か
ら
山

へ
移
さ
れ

る
と
、
霊
童

に
備

わ
っ
た
典
型

的

な
両
義
性
が
強
化

・
拡
大

さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
構
造
的

に
み
れ
ば

、
小

さ
く

無
格
好
で
欠
陥
の
あ

る
不

具
の
水
神
少
童
と
、
力
持
ち

の
異
常

な
早
熟
児

で

信
じ
ら
れ
な

い
力
業
を
み

せ
る
山

の
巨
人

な
い
し
英
雄
と

は
、
共

に
同

一
の

関
係
性

の
二
つ
の
極

に
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
小
太
郎
伝
説

は
そ
う
し
た
場

合

に
過
渡
的

な
段
階
が
両
極

端
の
間

を
仲

介
す

る
働
き
を
す

る
。
世

界
の
童
児

神
を
み
て
も
同
様

の
こ

と
が
言
え

る
。
例
え
ば
、

カ
レ
ワ
ラ
の
「
ク
ッ
レ
ル

ヴ
ォ
」
、
リ
ダ
ー
ヴ
ェ
ー
ダ
の
「
黄
金
の
胎
児
」
、
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
の
「
ナ

ー
ラ
ー
ヤ
ナ
」
ｅ
ｔ
ｃ
.

ク
ッ

レ
ル

ヴ

ォ
イ
ネ

ン
の
異
常
誕

生
・
異

常
成
長

の
形

象

の
多

様
性

を

「
カ
レ
ワ
ラ
」
第
3
1
歌
に
見

る
と
次

の
如
く
で
あ
る
。

。父

を
失

っ
た
幼
児

ク
ッ
レ
ル
ヴ
ォ
イ
ネ
ン
は
揺
り
か
ご
の
中
に
入
れ
ら
て

寝

か
さ
れ

た
。
幼
児

は
ゆ
す
ぷ
ら
れ
、
揺
り
か
ご
は
揺
れ
た
。
頭
髪
が
逆
立

つ

ほ
ど
ゆ
す

ぶ
ら

れ
て

、
一
日
目
、
二
日
目
を
過

ご
し
た
が
、
第
三
日
目
に

な
る
と
幼
児

は
双

の
足
を
ふ
ん
ば

っ
て
力
強
く
産
着
を
蹴
や
ぶ
り

、
布
団
を

這

い
出
し
て

、
揺
り
か
ご
を
微
塵

に
踏
み
つ
ぶ
し
、
産
着
を
引
き
裂

い
た
。

幼
児

は
小

さ
な
樽
に
詰
め
込

ま
れ
、
満
潮
の
海
に
投
げ
込
ま
れ
沈

め
ら
れ
た
。

…
…

幼
児

は
樽
か
ら
脱
け
出

し
て
、
波
の
背
に
座
り
込
み

手
に
し

た
銅
の
棒

の
先

端
に
絹

糸
を
つ
け

、
海
面
を
端

か
ら
端
ま
で

漂
い
な
が
ら
魚

を
釣

っ
て

い
た
。
一一一一
●●

幼
児

は
炎
々
た
る
猛
火

の
真
中

に
投
げ
込
ま
れ
た
。
一
日
燃
え
、
二
日
燃

え
、
三
日
目
も
燃
え

続
け

た
。
幼
児
は
膝
ま
で
灰

の
中

に
つ

か
っ
て
座
り
込

ん
だ
な
り
、
く
す
ぶ

っ
た
火

の
中
に
腕
を
突
っ
込

ん
で
、
火
力
を
強
め
ん
と

火
掻
棒
で
炭
火
を
掻
き
ま

わ
し
て
い
た
。
髪
の
毛
一

筋
も
焦
が
さ
ず
、
巻
き

毛
一
本
も
焼
け
ず

に
。
…
…
槲
の
木
に
縛

っ
て
ぶ
ら
さ
げ

た
。
幼
児

は
両
手

に
棒
を
持

っ
て

、
木

々
に
絵
を
刻
み
つ
け
、
木

と
い
う

木
は
す

べ
て

絵
で

い
っ
ぱ
い
、
槲

の
木

は
彫
り

物
の
飾
り
で
い

っ
ぱ
い
。

こ

の
不

幸
な
星

の
下

に
生
ま
れ

た
幼
児
を
殺
す
の
に
誰
が
ウ
ン
タ
モ
イ
ネ

ン
に
手

を
貸
す
と

い
う
の
だ
ろ
う
。

ウ
ン

タ
モ
イ
ネ
ン
が

ど
ん
な
死
を
用
意

し
よ

う
と

、
ど
ん
な
破
滅
を
企
て
よ
う
と
、
こ
の
悪

戯
児

は
破
滅

に
至
ら
ず
、

殺

さ
れ
も
し

な
い
／

「
始
原
孤
独
」
と

し
て

の
幼
児

の
運
命
は
、
成
長
後
、
様
々
な
難
題
を
彼
に

課
す
。

ク
ッ
レ
ル
ヴ
ォ
イ
ネ

ン
こ
そ
他
な
ら
ぬ

ヘ
ル

メ
ー
ス
で

あ
り
、
デ
ィ



オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ナ
ー
ラ

ー
ヤ
ナ
は
「
水
を
す
み
か
と
す
る
者
」

の
意
で
、
童
児
神
の
顕
現

の
場
所
が
水
で
あ

る
時
、
魔
力
を
も

っ
た
孤
児
の
原
像

は
そ
こ

に
完
璧
な
意

味
を
表
わ
す
。

リ

ダ
・

ヴ
ェ
ー
ダ
の
「
黄
金
の
胎
児
」
（
ヒ
ラ

ニ
ア
・

ガ
ル
バ
）

は
創
造

神

の
独

一
の

生
気

と
し
て

顕

現
し

た
。
「
深

大

な

る
水

（
泉

水
）

が
一

切

（
万
物
）
を
胎
児
と
し
て
孕

み
、
火

（
熱
）

を
生
み

つ
つ
来

た
れ
る
と
き
」

と

歌
わ
れ

る
よ

う
に
。

童
児
神
と
水
界
と

の
密
接
な

か
か
わ
り

を
、
一
話
型

、
「
竜

宮
童
子
」
を

通
し
て
具
体
的

に
見
て

行
き
た

い
。
「
竜
宮
童
子
」

は
「
沼
神

の
又

使
い
」

「
黄
金
の
斧
」
と
共

に
海
神
の
贈
物

を
主
題

に
し
た
話
型

群
で
贈
物

の
種
類

に
よ

っ
て
、
巾
竜
宮
小
槌

、
②
竜
宮
子

犬
の

サ
ブ

タ
イ

プ
が
あ
る
。
「
浦
島

伝
説
」
で

は
、
永

遠
の
若

さ
を
秘

め
ら
れ

た
箱
で

あ
る
が

、
こ
の
系
列
の
昔

話
に
お
け

る
贈
物
は
富

そ
の
も

の
で

は
な
く
富

を
産
み
出

す
呪
宝

の
小
槌
で

あ
り
、
小
動

物
犬

猫
で

あ
る
。

柳
田
国
男

は
「
薪
を
竜

宮
に
献
上
し

た
と
い
う
話
は
、
山
に
柴
刈

る
老
翁

と
し
て

、
そ
う
説
く
の
が
自
然
で
あ

っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
ぬ
と
思
う
が

、
そ

れ
で
も

起
こ
り
は
古
か
っ
た
と
見
え
て

、
南
北

に
そ
の
例
が
数
多
く
分
布
し

て

い
る
」

と
指
摘
し
た
。

ま
ず

、
北

の
竜
宮
童
子

の
具
体
例
と
し
て
宮

城
県
の
典
型

話
と
そ
の
モ
チ

ー
フ
構

成
を
例
示

す
る
。

竜
宮
童
子
―
―
し
ょ
う
と
く

登
米
郡
南
方
町
青
島
・
男

む

か
し
む

か
し
あ

っ
と
こ
に
、
た
い
そ
う
信
心
深
く
て
気
の
え
え

お
じ

ん

つ
ぁ

ん
と
、

あ
ば

ん
つ
ぁ
ん
が
、
い
た
ん
だ
と
。
お
じ

ん
つ
ぁ
ん
は
山

が
ら

お
門
松

（
歳

徳
様
の
松
）
迎
え
で

来

る
ど

き
、
途
中
の
川

さ
、
「
竜
宮
様

さ

上
げ
申
す
」
て
、
毎
年
お
松
を
上
げ
申
し
て

だ
ん
だ
ん
と
。
あ
る
年
取
り

の

晩
げ

、
口

の
曲
が

っ
た
。
め
ぐ
せ
え

や
ろ
こ
（
醜
い
男

の
子
）
が
や
っ
て
来

て
、
「

お
ら

あ
、
し
ょ
う
と
ぐ
と

い
う
も

ん
だ

げ
ん
と
も
、
ど
う
ぞ
、
お
え

で
け
ら
え

ん
」
て
言

っ
た

ん
だ
と
。
お
じ

ん
つ
ぁ
ん
が
、
「
こ
の
通
り
の
貧

乏
で
や

っ
と
食

っ
て

ん
で
、
と
っ
て

も
お
が

れ
え

ん
」
て
言

っ
た
ら
、
や
ろ

こ
が
「
お
ら
あ
飲
む
も
食
う
も
す
え
ん
（
し
ま
せ
ん
）
。
庭
の
隅
こ
さ
む
し

ろ

か
ぶ
っ
て

寝
る
だ
げ
で
え
え
が
ら
、
お
え
で

け
ら
え

ん
」
て
言
う
も
ん
だ

が

ら
、
仕
方
な
ぐ

、
お
え
だ
ん
だ
と
。

次
の
朝
ま
、
お
じ

ん
つ
ぁ
ん
が
目
さ
ま
し
た
ら
、
ふ
わ
っ
と
し
た
絹
蒲
団

を
着
て

ピ
カ
ピ
カ
な
家
さ
寝
で

だ

ん
で
、

た
ん
ま
げ
て
し

ま
っ
て

、
「
ば

ぱ

や

、
な
し
て

に
わ
が
に
こ
え
な
ビ

ガ
ビ

ガ
な
家
さ
寝
で

だ
ん
だ
」
て
言

っ
た

ら

、
お
ば
ん
つ
ぁ
ん
も
た
ん
ま
げ
で
、
「
よ
そ

さ
ま
の
家
で
ね
え

べ
ね
」
て

言

っ
た
ん
だ
と
。

そ
ご
さ
見

だ
ご
ど
も
ね
え

娘
が
や

っ
て

来
て

、「
お
目

覚

め
で

す
か
。
お
ら

あ
、
今
日
か
ら
こ
の
家
の
嫁
ご
に
し
て

い
た
だ
ぎ
す
た
。

御

飯
で

ぎ
だ
が
ら

、
お
あ
が
ん
な
え
ん
」
て

言
っ
た
ん
だ
と
。
お
じ
ん
つ
ぁ

ん
と
、
お
ば
ん
つ

ぁ
ん
が
、
狐
に
し
か
さ
れ
だ
ん
（
だ
ま
さ
れ
た
）
で

ね
が
、



と
思
い
な
が
ら
そ
ど
さ
出
で
み
だ
ら
、
ぶ

っ
こ
れ
小
屋
（
あ
ぱ
ら
や
）
が
な

ぐ
な

っ
て
、
立
派
な
家
が
建

っ
て
だ
ん
だ
と
。
ほ
う
し
て
、
見
だ

ご
と
の
ね

え
男
が
、
そ
ば
さ
寄

っ
て

来
て
、
「
お
は
よ

う
ご
ざ

り
す
。
お
ら

あ
、
今
日

か
ら
こ
の
家
の
聟

に
し
て

い
だ
だ
ぎ
す
た
。
さ
あ
さ
、
御
飯
お
あ
が
ん
な
え

ん
」
て

言

っ
た
ん
だ
と
。
ほ
う
し
て
、
う
ん
と
お
ど
り
も
ぢ
（
接
待
）
さ
れ

だ
ん
だ
と
。
そ
れ
が
ら
、
お
じ
ん
つ
ぁ
ん
と
、
お
ば
ん
つ
ぁ
ん

は
、
な
に
不

自
由
な
ぐ
暮
ら
す
よ
う

に
な

っ
た
ん
だ
と
。
そ
の
う
ち

に
孫
も
生
ま
れ
だ
ん

だ
と
。

と
こ
ろ
が
、
一
人
の
う
ち
は
え
が
っ
た
げ
ん
と
も
、
三
人
四

人
と
増
え
だ

ら
、
兄

弟
喧
嘩
ば
り
す

る
ん
で
、
お
ば

ん
つ
ぁ

ん
が
、
「
お
め
え

だ
ち
、
な

し
て

喧
嘩
ば
り
す
ん
の
や
。
し
ょ
う
と
ぐ

が
悪

い
な
」
て

、
口
癖
の
よ
う
に

言
っ
て

だ
ん
だ
と
。
ほ
う
し
た
ら
、
あ
る
日
の
こ
と
、
何
年
が
前
に
お
え
で

け

ろ
て

来
た
や
ろ
こ
が
、
庭

の
隅
こ
が
ら
出
で

来
て

、
「
お
ぱ
ん
つ

ぁ
ん
、

お
ぱ
ん
つ
ぁ
ん
が
、
い
づ
も
し
ょ
う
と
ぐ

が
悪

い
、
し
ょ
う
と
ぐ
が
悪

い
て

言
う
が
ら
、
お
ら

あ
、
出
で
行
ぐ
が
ら
」
て

言

っ
た
ん
だ
と
。
お
ぱ
ん
つ
ぁ

ん
が
た
ん
ま
げ
で
、
「
お
ら

あ
、
す

っ
か
り
お

め
え
の

ご
ど
忘
れ
で

だ
。
お

め
え

の
ご
ど
言

っ
た
ん
で

ね
え
」
と
言

っ
た
ら

、
や
ろ
こ
が

、
「
お
ら

あ
、

毎
日
毎
日
聞
ぎ
だ
ぐ
ね
え
が
ら
、
出
で
行

ぐ
が
ら
」
て
、
さ

っ
さ
ど
出
で

っ

て

し
ま

っ
た
ん
だ
と
。
次
の
朝
ま
、
お
じ

ん
つ
ぁ
ん
と
お
ぱ
ん
つ
ぁ
ん
が
目

さ
ま
し

た
ら
、
も
ど
の
ぶ

っ
こ
れ
小
屋

さ
藁
蒲
団

を
着
て
寝
で
だ
ん
だ
と
。

ほ
だ
げ
ん
ど
も
、
し
ょ
う
と
ぐ
の
お
蔭
で

、
何
年
も
楽
し
ぐ
暮
ら
す
ご
ど
が

で

ぎ
だ
ん
で
、
し
ょ
う
と
ぐ
の
顔
を
彫

っ
て

、
毎
日
、
拝
ん
だ
ん
だ
と
。
そ

れ

が

い
ま

の

火

男

（

か
ま

ど

神

）

な

ん

だ

と
。

ひ

ょ

っ
と

こ

の

面

も

、

し

ょ

う

と

ぐ

の

顔

を

ま

ね

で

作

っ
た

も

ん

だ
と

。

こ

ん
で

、
え

ん
つ

こ

、

も

ん

つ

こ

、

さ

げ

だ

ど

や

。
（
永

浦

ｐ
．

１
５
２
）

〈
モ
チ

ー
フ
構
成
〉

①
信
心
深
い
爺
が
山
か
ら
門
松
を
迎
え
て
く

る
と
き
、
毎
年
途
中
の
川
で

竜
空

様
に
あ
げ
て

い
る
と
、
あ
る
年
と
り

の
晩
に
し

ょ
う
と
く
と
い
う
醜
い
男

の

子
が
置
い
て
く
れ
と
言

っ
て
来
た
の
で

、
庭

の
隅

に
む
し
ろ
を
か
ぶ
せ
て
宿

さ
せ
る
。
〔
参
照

Ｖ
Ｉ
.６
.２
.０
.１

水
の
女

神
を
崇
拝
す

る
〕

②
翌
朝
、
爺
婆
が
目
を
さ
ま
し
て
み

る
と
り

っ
ぱ
な
家

に
住
ん
で
お
り
、
見

か

こ
と
も
な
い
娘
と
男
が
、
嫁
と
婿
だ
と
言
っ
て
現
わ
れ
、
爺
婆
は
大
事
に
も

て
な
さ
れ
て
な
に
不
自
由
な
く
暮
ら
す
。
〔
口
習

信
心
が
報
わ
れ
る
〕

③
孫
が
三
、
四
人
に
な
る
と
兄
弟
げ
ん
か
ぱ
か
り
す
る
の
で
婆
が
「
し
ょ
う
と

ぐ
が
悪
い
」
と
く
り
返
し
言
う
と
、
庭
の
隅
か
ら
あ
の
醜
い
男
の
子
が
現
わ

れ
、
毎
日

し
ょ
う
と
ぐ

が
わ
る
い
と
言

わ
れ
る
の

が
い
や
だ

か
ら

と
出
て

い

っ
て
し
ま
う
。

④
翌
朝
、
爺
婆
が
目
を
さ
ま
し
て
み
る
と
、
も
と
の
小
屋
に
わ
ら
ぶ
と
ん
で
寝

て
い
る
が
、
何
年
も
楽
し
く
暮
ら
し

た
お
礼

に
し

ょ
う
と
ぐ
の
顔
を
彫

っ
て

毎
日
拝
む
。
〔
参
照

Ｖ
Ｉ
.１
１
.２
石

の
偶

像
を
崇
拝
す
る
〕

⑤
そ
れ
が
い
ま
の
火
男
で
、
ひ
ょ
っ
と
こ
の
面
も
し

ょ
う
と
ぐ
の
顔
を
ま
ね
で

作

っ
た
も
の
で
あ
る
。

水

界

か

ら

も

た

ら

さ

れ

た

童
児

神

「

シ
ョ

ウ

ト

ク
」

は
、

釜

神

、

火

男
で

も

あ

り

、

釜

神

起

源

譚

の

ヴ

ァ
リ

ェ

ー

シ
ョ

ソ

の

Ｉ
モ
チ

ー

フ
と

見

る

こ
亠

も

で

き

る

。



小
松
和
彦
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
家
の
富
裕
化
の
源
泉
た
る
釜
神
の
前
神

を
社
会
構

造
的
劣
性
及
び
肉
体
的
、
行
動
的
劣
性
を
身

に
帯
び
た
人
間
、
つ

ま
り
聖
痕

を
持
つ
人
間

に
求
め
よ
う
と
す

る
点
が
こ
の
伝
承
の
核
心
モ
チ

ー

フ
で
あ

る
。
「
ま
れ

び
と
」
「
異
人
」
と
異
形
性
と

の
深

い
結
合
、
そ
れ
を
神

聖
視
、
神
格
化
す

る
思
考
、
そ
し
て
そ
こ

に
富

の
起
源
を
見
よ
う
と
す
る
思

想
は
、
折
口
信
夫
や
山
口
昌
男
も
説
く
と

こ
ろ
で

あ
る
。

柳
田
国
男
も
岩
手

県
江
刺
市

の
「
ウ
ン
ト
ク
譚
」
を
引

い
て
同

様
の
見
解

を
述
べ
、
「
女
性

が

現
わ
れ
て

水
の
都
の
居

住
者

の
満

足
を
語

っ
た
こ
と
…
…

日
本

の
竜
宮

は
ま

た
い
ず
れ
の
国
と
も
別

な
も
の
で

あ
っ
た
。
ひ

と
り
神

秘
な
る
蒼

海
の
消

息

を
伝
え
た
者
が
殆
ん
ど
常
に
若

い
女
性
で

あ
っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず

、

更
に
ま
た
不
思
議
の
少

童
を
手

を
抱
い
て

来
た
っ
て

人
の
世

の
縁

を
結
ぼ

う

と
し
た
の
も
彼
ら
で
あ
っ
た
。

海
は
こ
の
国
民
の
た
め
に
は
永
遠
に
妣

の
国

で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
」
と
言
及
し
て
い
る
。

次

に
南
の
具
体
例
と
し
て
、
熊
本
県
の
「

は
な

た
れ
小
僧
」
の
典
型
話
と
、

長
崎
県
の
「
竜
宮
の
み
や
げ
―
―
呪
宝
神
」
（
対
馬
）
の
典
型
話
を
例
示

す

る
。

竜
宮
の
み
や
げ
―
―
は
な
た
れ
小
僧

（
原

題
・
は
な
た
れ
小
僧
様
）

熊
本
県
阿
蘇
郡
小
国
町

・
男

昔
、
福
岡
県
大
和
郡

に
真
弓
と

い
う
村
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
こ

に
一
人

の

お
爺
さ
ん
が
い
て

、
毎
日
毎
日

、
山

に
行

っ
て

、
薪
を
取

っ
て
来
て

は
、

南

の
関
と
い
う
、
町
に
売
り
に
行
き
、
暮

し
を

立
て
て
い
ま
し
た
。

あ

る
日
、
と
う
と
う
薪
が
少

し
も

売
れ
ま
せ

ん
。
町
の
中
の
橋
の
上

か
ら

薪
を
投
げ
、
「
竜
宮
様
に
上
げ
ま
す
」

と
言

っ
て

拝
み

ま
し
た
。
す
る
と
川

の
中

か
ら
美
し

い
女
が
出
て

き
て
、
「
お
爺
さ

ん
」

と
呼

び
止
め
、
抱

い
て

い
た
小

さ
い
子
供
を
出
し
て
、
「
こ

の
子

は
、
竜
神
様

が
あ
な
た
に
上
げ

る

も

の
で
す
。
毎
日
毎
日

エ
ビ
の
ナ

マ
ス
を
こ
し
ら
え
て
上
げ
な
さ
い
。
こ
の

子

に
祈
れ

ば
、
何
で

も
思

う
ま

ま
に
な
り

ま
す
」

と
言

っ
て
、
川

の
中

に

入

っ
て
姿

は
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
お
爺
さ
ん
は
た
い
へ
ん
喜
び
、
そ
の

子

を
抱
い
て

真
弓

の
里
に
帰
り
ま
し
た
。
神
様
の
横
に
小
さ
な
小
僧
様
を
据

え
て

、
毎

日
毎
日

エ
ビ
の

ナ
マ
ス
を
供
え
て
、
大
切

に
育
て
ま
し
た
。
銭
で

も
米
で

も
、
ほ
し

い
物
は
こ
の
は
な
た
れ
小

僧
様
に
頼
む
と
、
鼻
を
か
む
よ

う
な
音
が
す
る
と
、
す
ぐ
ほ
し

い
物
で
出
て
来
ま
す
。
家
が
古

い
の
で
、
お

願

い
す
る
と
、
家
が
新
し
く
建
ち
ま
し
た
。
道
具
も
、
倉
も
、

な
に
も

か
も

揃

っ
て
、
一
寸
の
間
に
、
大
金
持

に
な
り
、
薪
と
り
も
せ
ず

、
ナ
マ
ス
を
供

え

る
だ
け
で
、
楽
な
暮
し
に
な
り

ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
お
爺
さ
ん
は
た
っ
た
一
つ
の
エ
ビ
の
ナ
マ
ス
を
作
る
事
が
面
倒

に
な
り
、

は
な
た
れ
小
僧
様
を
棚

か
ら
お
ろ
し
、
「
私

は
も

う
何
も
お
願

い

す

る
こ
つ
も

の
う
な

っ
た
け
ん
、
ど
う
か
竜
宮
に
帰

っ
て
下

は
り
ま
っ
せ
」

と

言
い
ま
し

た
。
す

る
と
、
小
僧
様
は
黙

っ
て
出
て
行
き
ま
し
た
。

鼻
を
す

す

る
音
が
し

た
か
と
思
う
と
、
家
も
倉
も
、
道
具
も
み
ん
な
、
消
え
て

な
く

な
り
、
も

と
の
あ
ば
ら
家
に
な

っ
て

し
ま
い
ま
し

た
。



竜
宮
の
み
や
げ
―
―
呪
宝
袖

（
原

題
・
竜
宮
の
袖
）

長
崎
県
対

馬
地

方
・
女

む

か
し
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば

あ
さ

ん
と
が

い
た
っ
ち
な
も
。

お
ば
あ

さ

ん
な
お
正
月
に
な
っ
て
も
餅
も
搗
ぇ
ん
で
な
、
で
、
「
お
じ
い
さ
ん
、
何
と

か
お
金
を
、
働
い
て
こ
ん
ね
」
と
い
う
て
、
い
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
お
じ
い

さ

ん
は
、
「
い
て

こ
う
」

ち
ゅ
う
て
、
も
ろ
も
く
ち

ゅ
う
て

な
も
、
（
お
正
月

の
も
ち

の
上

に
す
え
ま
す

と
）
も
ろ
も
く
を
山

に
と
り

い
て
な
。
そ
し
て
、

も
ろ
も
く
売
り

い
て
こ
う
ち

ゅ
う
て
、
い

か
れ
た
。
そ
し
て
も
ろ
も
く
と

っ

て
き
て
、
売

っ
て
回

っ
て
も
、
お
そ
い
も
ん
じ
ゃ
け
、
も
う
だ
れ
も
買
う
て

や
る
こ
と
が
で
け

ん
。
そ

い
じ

ゃ
か
ら
、
「
ど

う
し
よ

う
か
。
も
ろ
も
く

売

ら
れ
や
せ
ん
が
ど
う
し
よ
う
か
。
も
う
、
流
そ
う
」
ち

ゅ
う
て
、
海
の
そ
ぱ

に
行

っ
て
流
さ
れ

た
そ
う
で
す

よ
。
「
こ
ん
な

に
あ

っ
て

何
も
働
き
を
何

も

で

き
ま
せ
ん
。
竜
神
様
に
さ
し
上
げ
ま
す
」

ち
ゅ
う
て

流
さ
れ
た
そ
う
で

す

よ
。
そ
し
た
ら
、
「
も
う
、
あ
す
こ

ま
で

流
さ
れ
て

い
た
ば
い
」
ち

ゅ
う
て

見
て

ご
ざ

っ
た
。
そ
し
た
ら
沖
の
方
か
ら
で

す
ね
、
も
ろ
も
く
に
乗
っ
て
で

す

ね
、
お
姫
様
が
ご
ざ

っ
た
げ
な

あ
。
乗

っ
て

き
て
、
そ
し
て

「
あ
ら
あ
、

う
ち
流
し
た
も
ろ
も
く
の
上
に
、
ま
あ
お
姫
様
か
何
か
が
乗
っ
て

ご
ざ
っ
た

よ
」

ち
ゅ
う
て

、
お
じ
い
さ
ん
こ
う
見
て

ご
ざ

っ
た
と
で

す
た
い
な
。

そ
し

て

そ
ぱ
に
だ
ん
だ
ん
だ
ん
だ

ん
寄
ら

っ
し

や
っ
て
な

も
。
「
お
じ

い
さ

ん
、

お
じ

い
さ
ん
。
お
金
が
の
う
て

は
で

き
ま
す

ま
い
」
て

、
「
私

が
片
袖
を

さ

し

上
げ
ま
し
ょ
う
」
「
そ
し
た
ら
何
で
も
自
分

の
良

い
品

を
ば
、
い
た
だ
こ

う
と
思
え

ば
袖
を
振
れ
」

つ
て

い
わ

っ
し

ゃ
っ
た
げ
な
、
な
も
。

そ
れ
で

、
家
へ
帰

っ
て

お
ぱ
あ
さ
ん
に
、
「
な
ん
が
い
い
な
」
ち

ゅ
ペノ
て
、

い
わ
っ
し

ゃ
っ
た
。
「
米
が
え

え
」

ち

ゅ
う
と

で
す
な
も
。
だ
れ
も

い
な
い

所
行

っ
て

袖
振
る
と
、
米

が
出
て
来

る
っ
と
で
す

な
も
。
「
お
ば
あ
さ
ん
、

お

ば
あ
さ

ん
。

は
い
お
米
じ

ゃ
」

ち

ゅ
う
て
、

な
も
。
喜

ん
で
、
喜
ぱ

っ

し

ゃ
っ
て

、
「
人

の
い
ら

ん
と
こ
に
置

い
と
け

よ
」
ち

ゅ
う
て
で
、
そ
ん
、

だ
ま

っ
て

、
他
に
は
だ
ま

っ
ち
ょ

っ
て
。
そ
う
す

れ
ば
又
、
お
ば
あ
さ
ん
が
、

「
今
度

は
お
金
」
ち

ゅ
う
て
な
も
。
「
は
い
、
は
い
」

ち
ゅ
う
て
、
振
る
る
と

お
金
が
来

っ
と
で
す
よ
。
「
何
で

も
こ

ん
お
じ

い
さ
ん

は
、

い
え
ば
す
ぐ

、

そ
ん
、
お
米
で
ん
お
金
で
ん
、
そ
ん
来
る
。
不
思
議
な
事
じ

ゃ
」
ち
ゅ
う
て

お
ぱ
あ
さ
ん
が
思
わ

っ
し
ゃ

っ
た
。

お
じ

い
さ
ん
が

る
す
に

お
ば

あ
さ
ん
が
、
お
じ

い
さ
ん

の
所
に
見

て
み

ら

っ
し

ゃ

っ
た
げ

な
。
ほ
し
た
ら
き

れ
い
な
袖

が
あ

っ
た
そ
う
で

す
よ
。

「
お
う
お
う
、
お
じ
い
さ
ん
な
、
ま
あ
」

ち
ゅ
う
て
で

す
ね
、
そ
ん
や
く
も

ち
焼
い
た
と
で
し

ょ
う
ね
、
袖
を
ば
焼

か
っ
し

ゃ
っ
た
げ
な
、
な
も
。

そ
い

で
、
お
じ
い
さ
ん
が
帰
ら
れ

た
か
ら
、
「
お
じ

い
さ
ん
、
お
米
が
無

い
け
、

お
米
を
す
ぐ
」
ち
ゅ
う
て

い
わ
っ
し
ゃ

っ
た
げ

な
。
「
は
い
」

ち
ゅ
う
て
す

ぐ

お
じ
い
さ
ん
な
自
分
の
へ
や
に
行
て
、
そ
し
て
み
て
も
み
て
も
無
い
ち
ゅ

う
。

そ

れ

で
、
「
あ

あ
、

お
ば

あ

さ

ん

よ

無

い

袖

は

振

れ

ん
」

い

わ

っ

し

ゃ
っ
た
そ
う
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
そ
ん
、
や
く
も
ち
す
る
も
ん
じ

ゃ
な
い

ち

ゅ

う

と

で

す

ね
。

そ

ん

ぱ

っ
か

り

と

う

ざ

ぶ

ろ

う
。
（
昔

話

伝

説



5ｐ
．　１
０
５
）

長
崎

の
話
は
、
童
児
で

は
な
く
、
呪
宝
で
あ

る
が
、
熊
本
の
「

は
な
た
れ

小

僧
様
」

は
童
児
神
で
、
し

か
も
美
し

い
女
が
小
僧
を
抱

い
て
来
て
手
渡
す

と
こ
ろ

が
「
産
女

の
話
」
と
重
な

っ
て

い
る
。
産
女
が
現
わ
れ
る
場
所

は
渕

の
上
、
池
の
堤

、
橋
の
袂

な
ど
水

の
神
と

縁
が
あ

る
。
柴
を
投
げ
込
ん
だ

の

が
渕
の
渦
巻
で

な
く
、
山

中
の
穴
と

な

っ
て

い
る
こ
と
も
あ

る
が
、
「
椀
貸

し
伝
説
」

を
始
め
と
し

、
岩
屋

に
水
の
神
の
信
仰
が
移
っ
て

い
る
例
は
他
に

も
あ
る
。

熊
本
県
の
北

の
境
、
南
関

の
町

に
も
古
凡

な
「
は
な
た
れ
小
僧

様
」
が
語

ら
れ
て

い
る
一
方
、
南

の
八
代
郡
松

求
麻

村
で

は
、
後

半
が

「
米
倉

と
小

盲
」
の
話
に
な
っ
て

い
る
。
海
神

の
贈
物
が
呪

宝
の
打
出

の
小
槌
で
、
米

と

言
っ
て

そ
の
槌
を
打
つ

と
米
が
出

、
そ
れ
を
入
れ
る
た
め
に
倉
と

苫
っ
て

打

つ
と
、
ま
た
忽
然
と
し
て

倉
が
建
つ
。
隣
の
爺
が
小

槌
を
借
り
て

帰
り

、
わ

ず
か
な
間
に
な
る
べ
く
多
く
の
米
と
倉
を
出
そ
う
と
し
て

、
急
い
で

続
け
ざ

ま

に
「

コ
メ
ク
ラ
、
コ

メ
ク
ラ
」
と
言

っ
て
打

っ
た
ら
、
た
く
さ
ん
の
小
盲

が
現
わ
れ
、
つ
い
に
欲
深
爺
は
責
め
殺
さ
れ
た
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
地
方

は
久
し
く
肥
後
検
校
と
い
う
琵
琶
弾
き
の
徒
が
住
ん
で
い
た
土
地
で
あ
る
こ

と

か
ら
柳
田
国
男
が
指
摘
す
る
如
く
、
視
覚
障
害
者
の
語
り
手
の
関
与
が
考

え
ら
れ
る
。
別
話
型
「
竜
神
の
予
告
―
―
人
と
超
自
然
」
で
も
、
盲
目
の
琵

琶
法
師
が
竜
神
と
通
じ
て
お
り
、
座
頭
と
水
底
の
神
霊
・
大
蛇
と
親
密
な
関

係
が
伺

わ
れ
る
。

（

Ｉ

）
　

柳

田

国

男

「

定

本

柳

田

国

男

集

」

第
2
5

巻

ｐ
.
３

３
１

，
　

１
９
７

１

（

２

）

「

誠

に

先

生

も

指

摘

し

て

い

ら

れ

る

よ

う

に

、

わ

が

国

は

か

か

る

説

話

や

信

仰

の

研

究

に

と

っ

て

は

、

比

較

し

う

べ

き

眼

前

の

資

料

に

豊

か

に

恵

ま

れ

た

最

適

の

土

地

柄

で

あ

っ

た

．

日

本

の

よ

う

に

例

え

ば

同

じ

一

つ

の

昔

話

が

少

し

ず

つ

姿

を

変

え

て

隅

々

に

ま

で

分

布

し

、

僅

か

な

骨

折

を

も

っ

て

そ

の

数

を

二

十

に

も

三

十

に

も

増

す

こ

と

が

で

き

、

よ

く

説

話

要

素

の

新

古

と

そ

の

成

長

の

過

程

と

を

跡

づ

け

う

る

国

は

い

た

っ

て

少

な

い

．

故

に

私

は

柳

田

先

生

の

昔

話

研

究
の
成
果
な
ど
は
、
開
け
過
ぎ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
説
話
学
者
が
解
か
ん
と

し

て

解

き

得

な

か

っ

た

幾

多

の

問

題

に

極

め

て

貴

重

な

解

決

の

示

唆

を

与

え

う

る

点

に

お

い

て

国

際

的

な

意

義

を

も

つ

も

の

と

信

じ

て

い

る

」

石

田

英

一

郎

「
桃
太
郎
の
母
－
あ
る
文
化
史
的
研
究
―
―
」
ｐ
.
　
１
９
０
,
　
１
９
９
６
講
談
社

（
３
）
　
山
口
昌
男
　
歴
史
人
類
学
或
い
は
人
類
学
的
歴
史
学
ヘ
―
―
ジ
ャ
ッ
ク
ー
ル

ゴ
フ
「
歴
史
学
と
民
族
学
の
現
在
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―
『
思
想
』
ｖ
ｏ
ｌ
.
　
６
３
０

ｐ
.

 ２

５
,
　

１
９

７
６

（

４

）
　

小

松

和

彦
　

神

々

の

精

神

史

ｐ

．
 １
５

，
　
１
９

７
８

伝

統

と

現

代

社

（
５
）
　
稲
田
浩
二
・
小
沢
俊
夫
・
赤
尾
裕
久
他
　
日
本
昔
話
通
観
（
全
2
8
巻
）
1
9
9
0

同

朋

舎

（
６
）
T
ｈ
ｏ
ｍ
ｐ
ｓ
ｏ
ｎ
，
　
Ｓ
.
：
Ｍ
ｏ
ｔ
ｉ
ｆ
-
Ｉ
ｎ
ｄ
ｅ
ｘ
　
ｏ
ｆ
　
Ｆ
ｏ
ｌ
ｋ
-
Ｌ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
，
　
ｓ
ｉ
ｘ
　
ｖ
ｏ
ｌ
ｓ
｡
　
ｔ
ｈ
ｉ
ｒ
ｄ

ｐ

ｒｉ

ｎ

ｔ
ｉ
ｎ

ｇ
,

　
Ｂ

ｒ
ｏ

ｏ

ｍ

ｉｎ

ｇ

ｔ
ｏ
ｎ

　
＆

　
Ｌ

ｏ

ｎ

ｄ
ｏ

ｎ
,

　

１
９
７

５

（
７
）
Ａ
ａ
ｒ
ｎ
ｅ
,
　
Ａ
.
　
＆
　
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ｐ
ｓ
ｏ
ｎ
,
　
Ｓ
.
:
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ｙ
ｐ
ｅ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｆ
ｏ
ｌ
ｋ
ｔ
ａ
ｌ
ｅ
.
　
Ｆ
Ｆ
 
C
o
m
-

m

ｕ

ｎ

ｉ
ｃ
ａ

ｔ
ｉｏ

ｎ

ｓ
.
　
ｖ

ｏ

ｌ
　
Ｌ

Ｘ

Ｘ

Ｖ

，
　
Ｎ

〇
.
　

１
８
４
,
　
３
ｒ

ｄ

　
ｐ

ｒ

ｉｎ

ｔ
ｉｎ

ｇ
,

　

Ｈ

ｅ

ｌ
ｓ

ｉｎ

ｋ

ｉ
，

　
１

９
７

３

（

８

）

柳

田

国

男
　

海

神

少

童

ｐ
.

 ５
５

「

桃

太

郎

の

誕

生

」

所

収

（

９

）
　

稲

田

浩

二

・

小

沢

俊

夫

・

赤

尾

裕

久

他
　

日

本

昔

話

通

観

ｖ

ｏ

ｌ
．

４

ｐ
．
 
２
２
５
～
 
２
２
７
，
　
１
９
８
２
同
朋
舎

（

1 0

）
　

柳

田

国

男
　

海

神

少

童

ｐ
.

 ６
４

「

桃

太

郎

の

誕

生

」

所

収

（

1
1

）
　

稲

田

浩

二

・

小

沢

俊

夫

・

赤

尾

裕

久

他
　

日

本

昔

話

通

観

ｖ

ｏ

ｌ
．

２
４

ｐ

．
 １
０

７
-

１
０
８

，
　
ｐ
.

 １
０

０
-

１
０

６

，
　
１

９
８

０

同

朋

舎



（
1
2
）
　
柳
田
国
男
　
米
倉
法
師
ｐ
．
３
８
１
「
桃
太
郎
の
誕
生
」
所
収

（
あ
か
お
・
や
す
ひ
さ
、
障
害
児
教
育
、
岡
山
大
学
教
授
）
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