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◆ キーワード　瓜子姫／児童書／絵本／再話／現代の昔話

現
代
に
お
け
る
瓜
子
姫

藤	

井　

倫	

明

は
じ
め
に

昔
話
は
口
承
文
芸
で
あ
る
が
、
近
年
は
伝
統
的
な
語
り
で
昔
話
に
触
れ

た
と
い
う
ひ
と
は
、
と
く
に
都
市
部
で
は
減
少
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

首
都
圏
の
学
生
を
中
心
に
独
自
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
が
、
こ

の
結
果
か
ら
見
て
も
二
十
歳
前
後
の
世
代
に
と
っ
て
昔
話
は
す
で
に
「
聞

く
文
学
」
で
は
な
く
「
読
む
文
学
」
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
傾
向
が

見
ら
れ
た
（
１
）。

以
上
の
傾
向
か
ら
、
現
代
に
お
け
る
昔
話
の
状
況
を
考
察
す
る
た
め
に

は
、
書
か
れ
た
昔
話
、
と
く
に
多
く
の
ひ
と
に
と
っ
て
、
最
初
に
昔
話
に

触
れ
る
機
会
と
な
る
と
思
わ
れ
る
児
童
向
け
に
再
構
成
さ
れ
た
も
の
を
確

認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

今
回
は
児
童
向
け
に
再
構
成
さ
れ
た
、
昔
話
「
瓜
子
姫
」
を
題
材
と
し

て
考
察
を
行
う
。「
瓜
子
姫
」
と
い
う
昔
話
は
、
採
話
例
が
多
く
伝
播
し
て

い
る
地
域
が
広
い
昔
話
で
あ
る
が
、
児
童
向
け
書
籍
と
し
て
出
版
さ
れ
た

数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
高
い
知
名
度
は
な
い
と
い

う
結
果
が
出
た（
２
）。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
口
承
の
昔
話
と
現
在
の
書
か
れ
た
昔
話
に
求
め

ら
れ
る
も
の
の
違
い
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

今
回
は
、
主
に
児
童
向
け
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
「
瓜
子
姫
」
を
題
材

と
し
て
と
り
あ
げ
る
。
そ
の
た
め
、
語
り
手
に
よ
る
昔
話
を
筆
記
し
た
も

の
は
今
回
の
研
究
対
象
に
含
め
な
い
。
児
童
向
け
と
一
般
向
け
の
線
引
き

は
曖
昧
で
あ
る
こ
と
も
多
い
が
、
基
本
的
に
再
構
成
者
が
児
童
を
主
要
な

読
者
と
し
て
想
定
し
て
い
る
も
の
を
「
児
童
向
け
」
と
す
る
。
ま
た
、
今

回
は
児
童
向
け
で
あ
っ
て
も
地
域
別
の
昔
話
集
に
収
録
さ
れ
た
も
の
は
取

り
扱
わ
な
い
。
再
構
成
者
が
、
な
ぜ
こ
の
話
型
を
選
ん
で
再
構
成
し
た
の

か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
考
察
を
行
う
が
、
地
域
別
の
昔
話
集
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
著
者
に
よ
る
話
型
の
選
択
肢
が
狭
い
と
考
え
ら

れ
る
た
め
で
あ
る
。

な
お
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
の
側
面
が
強
い
絵
本
と
テ
キ
ス
ト
量
の
多
い
児
童

書
は
分
け
て
考
察
す
べ
き
と
い
う
意
見
も
存
在
す
る
が
、
今
回
は
児
童
向
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け
「
瓜
子
姫
」
の
歴
史
を
俯
瞰
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
く
た
め
、

基
本
的
に
は
分
け
ず
に
考
察
す
る
。
こ
の
昔
話
の
題
名
お
よ
び
女
の
子
の

名
は
地
方
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
論
中
で
は
基
本
的
に
作
品
名
は
「
瓜
子

姫
」、
主
人
公
の
女
の
子
は
「
姫
」
と
す
る
。

１
、
近
代
以
降
の
「
瓜
子
姫
」
の
歴
史

児
童
書
は
図
書
館
な
ど
の
施
設
に
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
く
、

失
わ
れ
た
も
の
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
全
て
を
確
認
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ

不
可
能
な
状
況
の
た
め
、
今
回
は
「
自
身
の
目
で
確
認
で
き
た
資
料
」
を

中
心
と
し
て
考
察
を
行
う
。

〇
明
治
・
大
正
期
の
「
瓜
子
姫
」

明
治
・
大
正
期
に
は
論
末
の
年
表
１
番
～
８
番
ま
で
の
児
童
向
け
「
瓜

子
姫
」
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
中
で
と
く
に
注
目
し
た
い
も
の
は
、
年
表
１
番
・
高
野
辰
之
『
家

庭
お
伽
話
』
所
収
「
瓜
姫
」（
以
降
１
番
）
と
年
表
４
番
・
楠
山
正
雄
『
日

本
童
話
宝
玉
集
下
』
所
収
「
瓜
子
姫
子
」（
以
下
４
番
）
で
あ
る
。

『
家
庭
お
伽
話
』
は
、
当
時
、
春
陽
堂
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
た
雑
誌
で

あ
り
、
海
外
の
昔
話
と
日
本
の
昔
話
を
一
話
ず
つ
紹
介
し
て
い
た
。
な
お
、

当
時
は
現
在
で
は
昔
話
と
し
て
分
類
す
る
も
の
も
童
話
と
称
す
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。

現
時
点
で
確
認
で
き
た
か
ぎ
り
で
は
近
代
以
降
で
も
っ
と
も
古
い
児
童

向
け
「
瓜
子
姫
」
で
あ
る
。
高
野
辰
之
は
、
日
本
の
昔
話
が
失
わ
れ
て
い

く
こ
と
に
危
機
感
を
抱
き
、
全
国
の
小
学
校
教
師
な
ど
の
協
力
を
得
て
昔

話
を
採
取
し
て
い
た
（
３
）が

、
ど
の
地
方
の
「
瓜
子
姫
」
を
元
と
し
た
の
か
と

い
う
点
に
か
ん
し
て
は
不
明
で
あ
る
。

１
番
は
以
下
の
よ
う
な
展
開
を
と
る
。

①	

婆
が
川
で
瓜
を
拾
い
、
米
櫃
に
し
ま
う
。
爺
が
帰
っ
て
か
ら
切
ろ
う

と
す
る
と
、
瓜
は
ひ
と
り
で
に
割
れ
て
中
か
ら
女
の
子
が
出
て
く
る
。

②	

爺
婆
は
女
の
子
を
瓜
姫
と
名
付
け
る
。
姫
は
大
き
く
な
る
と
美
し
く

機
織
り
の
上
手
な
娘
と
な
る
。

③	

あ
る
日
、
爺
婆
は
姫
の
機
織
り
に
必
要
な
道
具
を
調
達
し
に
出
か
け

る
。
天あ
ま
の
じ
ゃ
く

探
女
と
い
う
悪
者
に
気
を
つ
け
ろ
と
注
意
す
る
。

④	

天
探
女
が
や
っ
て
き
て
「
指
の
入
る
だ
け
」「
手
が
入
る
だ
け
」「
頭

の
入
る
だ
け
」
と
す
こ
し
ず
つ
姫
に
戸
を
開
け
さ
せ
、
家
の
中
に
侵

入
す
る
。

⑤	

姫
を
柿
と
り
に
誘
い
、
あ
ま
り
し
つ
こ
く
誘
う
の
で
姫
も
根
負
け
し

て
つ
い
て
行
く
。

⑥
天
探
女
は
自
分
ば
か
り
が
柿
を
食
べ
、
姫
に
は
種
や
へ
た
を
落
と
す
。

⑦	

姫
が
上
る
番
に
な
る
と
天
探
女
は
「
着
物
が
汚
れ
る
か
ら
」
と
自
分

の
着
物
と
交
換
す
る
。
姫
が
木
に
上
る
と
、
蔓
で
姫
を
縛
る
。

⑧
家
に
帰
り
姫
の
ふ
り
を
し
て
帰
っ
て
き
た
爺
婆
を
だ
ま
す
。

⑨	

五
、六
日
ほ
ど
し
て
殿
様
か
ら
姫
を
若
の
嫁
に
、
と
い
う
話
が
来
る
。

迎
え
の
籠
に
姫
に
化
け
た
天
探
女
が
乗
る
。
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⑩	

籠
が
姫
の
縛
ら
れ
て
い
る
木
の
前
を
通
る
と
姫
が
叫
ん
で
真
相
を
知

ら
せ
る
。
姫
は
助
け
ら
れ
て
城
へ
向
か
う
。

⑪	
天
探
女
は
侍
に
切
り
殺
さ
れ
そ
ば
の
畑
と
萱
原
に
捨
て
ら
れ
る
。
そ
ば

の
根
と
萱
の
根
は
こ
の
と
き
に
血
で
染
ま
っ
た
た
め
、
い
ま
も
赤
い
。

基
本
的
な
流
れ
は
西
日
本
に
多
い
「
生
存
型
」
で
あ
る
。
全
体
的
に
文

章
が
装
飾
さ
れ
長
め
と
な
っ
て
い
る
。

『
日
本
童
話
宝
玉
集
』
は
冨
山
房
に
よ
る
児
童
向
け
シ
リ
ー
ズ
『
模
範
家

庭
文
庫
』
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。『
日
本
童
話
宝
玉
集
』
は
当
時
よ
く
読
ま
れ
、

評
判
も
悪
く
は
な
か
っ
た
（
４
）。

の
ち
に
上
下
巻
を
ま
と
め
た
大
判『
巨
人
版
』、

再
編
集
し
て
全
三
巻
に
し
た
も
の
も
発
行
さ
れ
て
い
る
。

４
番
は
以
下
の
よ
う
な
展
開
を
と
る
。

①	

婆
が
川
で
瓜
を
拾
う
（
米
櫃
に
は
入
れ
な
い
）。
爺
が
帰
っ
て
か
ら
切

ろ
う
と
す
る
と
、
瓜
は
ひ
と
り
で
に
割
れ
て
中
か
ら
女
の
子
が
出
て

く
る
。

②	

爺
婆
は
女
の
子
を
瓜
子
姫
子
と
名
付
け
る
。
姫
は
か
わ
い
ら
し
い
小

さ
な
女
の
子
で
機
織
り
が
好
き
。

③	

爺
婆
は
で
か
け
る
際
、
あ
ま
の
じ
ゃ
く
と
い
う
悪
者
に
気
を
つ
け
ろ

と
注
意
す
る
。

④	

あ
ま
の
じ
ゃ
く
が
や
っ
て
き
て
「
指
の
入
る
だ
け
」「
手
が
入
る
だ
け
」

「
頭
の
入
る
だ
け
」
と
す
こ
し
ず
つ
姫
に
戸
を
開
け
さ
せ
、
家
の
中
に

侵
入
す
る
。

⑤	

姫
を
柿
と
り
に
誘
う
。
姫
が
こ
と
わ
る
と
怖
い
顔
で
に
ら
み
つ
け
る

の
で
、
姫
は
し
か
た
な
く
つ
い
て
い
く
。

⑥	

あ
ま
の
じ
ゃ
く
は
自
分
ば
か
り
が
柿
を
食
べ
、
姫
に
は
種
や
へ
た
を

落
と
す
。

⑦	

姫
が
上
る
番
に
な
る
と
あ
ま
の
じ
ゃ
く
は
「
着
物
が
汚
れ
る
か
ら
」

と
自
分
の
着
物
と
交
換
す
る
。
姫
が
木
に
上
る
と
、
蔓
で
姫
を
縛
る
。

⑧
家
に
帰
り
姫
の
ふ
り
を
し
て
帰
っ
て
き
た
爺
婆
を
だ
ま
す
。

⑨	

ほ
ど
な
く
し
て
城
か
ら
「
殿
様
と
奥
方
様
が
姫
の
機
織
り
を
見
た
い
」

と
使
い
が
来
る
。
迎
え
の
籠
に
姫
に
化
け
た
あ
ま
の
じ
ゃ
く
が
乗
る
。

⑩	

籠
が
姫
の
縛
ら
れ
て
い
る
木
の
前
を
通
る
と
姫
が
叫
ん
で
真
相
を
知

ら
せ
る
。
姫
は
助
け
ら
れ
て
城
へ
向
か
う
。

⑪	

あ
ま
の
じ
ゃ
く
は
侍
に
切
り
殺
さ
れ
き
び
畑
に
捨
て
ら
れ
る
。
き
び

が
ら
が
血
で
染
ま
っ
た
た
め
、
い
ま
も
き
び
は
赤
い
。

展
開
の
通
し
番
号
は
１
番
の
同
じ
場
面
と
対
応
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、

傍
線
を
引
い
た
箇
所
の
モ
チ
ー
フ
が
１
番
と
は
大
き
く
異
な
る
。

傍
線
部
以
外
に
も
細
か
い
違
い
は
見
ら
れ
る
が
、
全
体
的
な
流
れ
は
高

野
辰
之
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
楠
山
正
雄
は
『
日
本
童
話
宝
玉
集
』

を
作
る
際
に
参
考
と
し
た
先
人
の
ひ
と
り
に
高
野
辰
之
の
名
を
あ
げ
て
お

り（
５
）、

４
番
は
１
番
を
参
考
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

４
番
は
１
番
と
比
較
し
て
、
姫
が
「
小
さ
な
女
の
子
」
で
あ
る
こ
と
、

城
へ
行
く
の
が
「
嫁
入
り
」
で
は
な
く
、「
殿
様
と
奥
方
様
に
機
織
り
を
見

せ
る
た
め
」
な
ど
姫
が
「
子
供
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
読
者
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が
よ
り
感
情
移
入
で
き
る
よ
う
に
、
読
者
層
で
あ
る
小
学
生
に
近
い
年
齢

設
定
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
城
か
ら
の
迎
え
は
爺
婆
が

帰
っ
て
き
て
か
ら
す
ぐ
に
な
っ
て
お
り
、
１
番
で
姫
が
五
、六
日
も
木
に
縛

ら
れ
た
ま
ま
で
い
る
の
に
比
べ
て
姫
の
受
難
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

も
児
童
層
を
意
識
し
、
読
後
感
を
柔
ら
か
く
し
よ
う
と
し
た
配
慮
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
る
。

そ
の
後
の
児
童
向
け
「
瓜
子
姫
」
の
多
く
は
、
年
表
で
も
記
し
た
よ
う

に
４
番
と
同
様
の
展
開
を
と
る
も
の
や
同
様
の
モ
チ
ー
フ
を
含
む
も
の
が

多
く
見
ら
れ
る
（
６
）。

そ
の
こ
と
か
ら
、
４
番
は
、
近
代
以
降
の
「
瓜
子
姫
」

の
典
型
話
の
ひ
と
つ
と
し
て
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
降
、
高
野
辰
之
が
取
り
入
れ
楠
山
正
雄
が
完
成
さ

せ
て
広
め
た
こ
の
型
を
便
宜
上
「
Ⅰ
型
」
と
す
る
。

〇
昭
和
期
以
降
の
「
瓜
子
姫
」

昭
和
の
戦
前
・
戦
中
は
児
童
向
け
「
瓜
子
姫
」
は
非
常
に
少
な
い
が
、

戦
後
は
児
童
向
け
「
瓜
子
姫
」
の
点
数
も
増
加
し
て
い
る
。
昭
和
期
の
児

童
向
け
「
瓜
子
姫
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

第
一
に
、「
瓜
子
姫
」
単
独
で
の
書
籍
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
以
前
は
「
瓜
子
姫
」
は
昔
話
集
や
童
話
集
に
収

録
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
に
な
り
単
独
の
書
籍
、
と
く
に

絵
本
と
し
て
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
年
表
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

戦
後
に
な
り
児
童
向
け
書
籍
の
点
数
は
飛
躍
的
に
増
え
て
い
る
。
戦
後
に

な
っ
て
社
会
や
経
済
が
安
定
し
、
多
く
の
児
童
向
け
書
籍
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
ま
た
出
版
技
術
の
向
上
な
ど
で
書
籍
が
安
価
に
製
作
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
瓜
子
姫
」
も
単
独
の
書
籍
と
し
て
出
版

さ
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
タ
イ
ト
ル
及
び
姫
の
名
は
「
う
り
こ
ひ
め
」
が
ほ
と
ん
ど
と
な

る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
論
末
の
年
表
に
あ
る
よ
う
に
、
戦
前

は
「
う
り
ひ
め
」「
う
り
こ
ひ
め
こ
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
タ
イ
ト

ル
及
び
姫
の
名
が
、
戦
後
は
ほ
ぼ
「
う
り
こ
ひ
め
」
と
な
る
。
ま
た
「
う

り
こ
ひ
め
と
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
の
よ
う
に
外
敵
の
名
を
併
記
し
た
も
の
も

増
加
す
る
。

次
に
、
昔
話
の
採
取
・
研
究
が
進
み
、
内
容
が
多
様
化
す
る
。
こ
の
こ

と
は
タ
イ
ト
ル
及
び
姫
の
名
が
「
う
り
こ
ひ
め
」
と
な
っ
た
こ
と
と
合
わ

せ
て
、
以
下
で
論
考
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

昭
和
期
の
児
童
向
け
「
瓜
子
姫
」
で
と
く
に
注
目
し
た
い
も
の
は
年
表

10
番
・
柳
田
国
男
『
日
本
の
昔
話
』
所
収
の
「
瓜
子
姫
」（
以
降
10
番
）、

年
表
17
番
・
関
敬
吾
『
空
に
の
ぼ
っ
た
お
け
や
さ
ん
』
所
収
の
「
う
り
ひ

め
子
」（
以
下
17
番
）
で
あ
る
。

柳
田
国
男
『
日
本
の
昔
話
』
は
、
日
本
全
国
の
昔
話
を
集
め
、
児
童
に

も
わ
か
り
や
す
い
よ
う
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
現
代
で
も
文
庫
本
で

発
売
さ
れ
容
易
に
手
に
入
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
で
あ
る
。

島
根
で
採
取
さ
れ
た
物
が
も
と
と
な
っ
て
お
り
、
基
本
的
な
筋
は
「
生

存
型
」
で
、
Ⅰ
型
と
同
じ
で
あ
る
が
、
あ
ま
の
じ
ゃ
く
は
姫
を
裏
庭
の
柿

の
木
に
縛
る
、
爺
婆
は
姫
を
鎮
守
様
の
祭
り
に
連
れ
て
行
こ
う
と
す
る
、

と
い
っ
た
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
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10
番
以
降
、
タ
イ
ト
ル
及
び
姫
の
名
を
「
瓜
子
姫
」
と
す
る
も
の
が
ほ

と
ん
ど
と
な
る
。
そ
れ
以
前
は
「
瓜
姫
」
か
「
瓜
子
姫
子
」
が
多
か
っ
た

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
大
き
な
変
化
と
言
え
る
。

全
国
的
な
採
話
例
を
見
る
と
、
姫
が
「
瓜
子
姫
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ

る
こ
と
は
少
な
く
、「
瓜
姫
」「
瓜
姫
子
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
、
柳
田
国
男
は
10
番
、
お
よ
び
研
究
論
文
『
桃
太
郎
の
誕
生
』（
７
）に

お
い

て
、
姫
を
「
瓜
子
姫
」
と
称
し
て
い
る
。
昔
話
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る

柳
田
国
男
が
「
瓜
子
姫
」
と
い
う
名
を
用
い
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
名
称

が
一
般
的
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
（
８
）。

関
敬
吾
『
空
へ
の
ぼ
っ
た
お
け
や
さ
ん
』
は
柳
田
の
昔
話
集
と
同
じ
く
、

各
地
の
昔
話
を
集
め
、
そ
れ
を
児
童
向
け
に
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

採
話
地
は
秋
田
県
平
鹿
郡
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

17
番
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

Ａ	

婆
が
川
で
箱
に
入
っ
た
瓜
を
拾
う
。
そ
の
瓜
の
中
か
ら
女
の
子
が
生
ま

れ
る
。
爺
と
婆
は
そ
の
子
に
「
う
り
ひ
め
子
」
と
名
付
け
る
。

Ｂ	

う
り
ひ
め
子
は
美
し
い
娘
に
育
つ
。
爺
婆
が
留
守
の
間
に
あ
ま
の
じ
ゃ

く
と
い
う
「
悪
い
女
」
が
や
っ
て
き
て
う
り
ひ
め
子
を
桃
と
り
へ
連
れ

出
そ
う
と
す
る
。

Ｃ	

う
り
ひ
め
子
は
「
草
履
は
い
や
」「
下
駄
は
い
や
」
と
連
れ
出
さ
れ
る
の

を
拒
む
が
、
結
局
桶
に
入
っ
て
あ
ま
の
じ
ゃ
く
に
負
ぶ
わ
れ
、
桃
と
り

へ
行
く
。

Ｄ	

あ
ま
の
じ
ゃ
く
は
う
り
ひ
め
子
を
木
へ
の
ぼ
ら
せ
、
高
く
の
ぼ
っ
た
と

こ
ろ
で
脅
か
す
。
う
り
ひ
め
子
は
驚
い
て
木
か
ら
落
ち
て
死
亡
す
る
。

Ｅ	

あ
ま
の
じ
ゃ
く
は
う
り
ひ
め
子
の
皮
を
剥
ぎ
取
り
、
そ
れ
を
被
っ
て
化

け
る
。

Ｆ
あ
ま
の
じ
ゃ
く
は
策
を
用
い
て
長
者
の
嫁
に
行
こ
う
と
す
る
。

Ｇ
か
ら
す
が
真
相
を
伝
え
、
あ
ま
の
じ
ゃ
く
は
正
体
を
あ
ば
か
れ
る
。

Ｈ	

爺
婆
は
あ
ま
の
じ
ゃ
く
を
萱
原
で
引
き
ず
り
ま
わ
す
。
あ
ま
の
じ
ゃ
く

が
流
し
た
血
で
萱
の
根
は
赤
い
。

17
番
以
降
、
と
く
に
Ｃ
の
姫
と
あ
ま
の
じ
ゃ
く
の
軽
妙
な
や
り
と
り
、

Ｇ
の
鳥
に
よ
る
真
相
の
暴
露
と
い
う
い
ま
ま
で
の
児
童
向
け
「
瓜
子
姫
」

で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
モ
チ
ー
フ
を
含
む
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
17

番
の
後
に
『
日
本
昔
話
集
成
』（
以
下
『
集
成
』）
が
発
刊
さ
れ
る
が
、
そ

こ
で
「
瓜
子
姫
」（
集
成
で
は
「
瓜
子
織
姫
」）
の
典
型
話
と
し
て
載
せ
ら

れ
て
い
る
も
の
は
、
ほ
ぼ
17
番
と
お
な
じ
で
あ
る
。
ま
た
採
話
地
も
「
う

り
ひ
め
子
」
と
同
じ
秋
田
県
平
鹿
郡
と
明
記
さ
れ
て
い
る
（
９
）。

昔
話
研
究
の

第
一
人
者
で
あ
る
関
敬
吾
が
こ
の
型
を
自
身
の
昔
話
集
、
お
よ
び
研
究
書

の
典
型
話
と
し
て
選
ん
だ
た
め
、
こ
の
型
を
取
り
入
れ
る
児
童
書
が
増
え

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
17
番
の
型
を
取
り
入
れ
た
作
家
の
中
に
有
名
な
人
物
が
い
た
こ

と
も
、
こ
の
型
を
広
め
る
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に

注
目
し
た
い
の
は
坪
田
譲
治
と
松
谷
み
よ
子
で
あ
る
。

坪
田
譲
治
に
よ
る
「
う
り
ひ
め
こ
」
は
、
ほ
ぼ
17
番
と
同
じ
展
開
で
あ

り
）
10
（

、
関
敬
吾
の
も
の
を
参
考
に
し
た
可
能
性
は
高
い
。
坪
田
譲
治
の
昔
話



157

集
は
生
前
か
ら
現
在
ま
で
「
全
集
」「
選
集
」
と
い
う
形
で
度
々
再
販
さ
れ

て
い
る
が
、「
う
り
ひ
め
こ
」
も
ほ
ぼ
収
録
さ
れ
て
い
る
。

松
谷
み
よ
子
は
「
瓜
子
姫
」
を
好
き
な
昔
話
の
ひ
と
つ
に
あ
げ）

11
（

、
作
品

の
題
材
と
し
て
何
度
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
17
番
と
近
い
。

松
谷
み
よ
子
の
児
童
向
け
「
瓜
子
姫
」
は
、タ
イ
ト
ル
及
び
姫
の
名
を
「
う

り
こ
ひ
め
」（
タ
イ
ト
ル
は
「
う
り
こ
ひ
め
と
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
の
よ
う
に

敵
役
の
名
を
併
記
す
る
こ
と
が
多
い
）
と
し
、
Ｄ
の
部
分
を
改
定
し
、
姫

が
縛
ら
れ
る
だ
け
で
死
亡
し
な
い
「
生
存
型
」
に
改
め
て
い
る
。
ま
た
、

Ｆ
の
部
分
を
削
り
Ｂ
の
時
点
で
姫
の
嫁
入
り
が
決
ま
っ
て
お
り
、
爺
婆
が

留
守
に
す
る
の
は
、
姫
の
嫁
入
り
道
具
を
買
い
に
行
く
た
め
、
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
松
谷
み
よ
子
の
手
に
よ
る
児
童
向
け
「
瓜
子
姫
」
は

点
数
も
多
く
、
現
在
も
っ
と
も
多
く
の
ひ
と
が
触
れ
る
機
会
が
多
い
児
童

向
け
「
瓜
子
姫
」
で
あ
る
と
言
え
る
。

17
番
の
型
は
関
敬
吾
が
は
じ
め
て
児
童
向
け
に
取
り
入
れ
、
坪
田
譲
治
・

松
谷
み
よ
子
を
経
て
広
ま
っ
た
と
い
う
事
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る）

12
（

。
以
降

関
敬
吾
が
採
用
し
、
坪
田
譲
治
・
松
谷
み
よ
子
が
広
め
た
こ
の
型
を
便
宜

上
「
Ⅱ
型
」
と
す
る
。

柳
田
国
男
は
「
う
り
こ
ひ
め
」
と
い
う
名
称
を
確
立
さ
せ
、
関
敬
吾
は

「
姫
と
あ
ま
の
じ
ゃ
く
の
軽
妙
な
や
り
と
り
」「
鳥
に
よ
る
真
相
の
暴
露
」

と
い
う
新
し
い
展
開
を
持
ち
込
み
、
新
た
な
典
型
話
を
確
立
さ
せ
る
の
に

一
役
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
昔
話
研
究
者
で
あ
る
柳
田
国
男
と
関
敬

吾
が
昭
和
期
以
降
の
児
童
向
け
「
う
り
こ
ひ
め
」
の
典
型
話
を
形
成
し
た

と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

昭
和
の
後
期
か
ら
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
の
よ
う
な
挿
絵
を
使
用
し
た
「
ア
ニ

メ
絵
本
」
と
呼
ば
れ
る
昔
話
絵
本
が
台
頭
し
始
め
た
。
平
成
期
に
は
安
価

な
値
段
と
若
い
世
代
に
好
ま
れ
る
絵
柄
で
大
き
く
普
及
し
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、「
瓜
子
姫
」
に
か
ん
し
て
は
、
ア
ニ
メ
絵
本
は
き
わ
め
て
少
な
い
）
13
（

。

ま
た
、
数
多
く
の
昔
話
や
童
話
を
あ
つ
め
、「
ひ
と
つ
の
話
を
数
ペ
ー
ジ

単
位
」
で
ま
と
め
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
本
も
多
く
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
瓜
子
姫
」
も
収
録
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
価
格
に
対
し
て
話
が
多
く
収
録

さ
れ
て
い
る
と
い
う
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
良
さ
か
ら
近
年
普
及
し

て
お
り
、
そ
れ
で
「
瓜
子
姫
」
を
知
っ
た
児
童
が
増
え
て
い
る
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
。

現
在
の
児
童
向
け
「
瓜
子
姫
」
に
は
、「
Ⅰ
型
」「
Ⅱ
型
」
ふ
た
つ
の
典
型

話
と
呼
べ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
れ
以
外
に
も
関
敬
吾
が

岩
波
文
庫
で
紹
介
し
た
も
の）

14
（

を
元
に
し
た
型
、
中
国
地
方
の
「
道
の
選
択
」

の
モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
た
型
、
木
下
順
二
の
よ
う
に
独
自
の
モ
チ
ー
フ
を

盛
り
込
ん
だ
も
の
な
ど
非
常
に
多
彩
で
あ
る
。
口
承
の
時
代
か
ら
多
様
な
型

を
持
つ
昔
話
で
あ
る
「
瓜
子
姫
」
は
、「
読
む
昔
話
」
に
変
わ
っ
た
状
態
で

も
そ
の
多
様
性
を
保
ち
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
、「
瓜
子
姫
」
の
現
状

「
瓜
子
姫
」
は
、
採
話
数
の
多
さ
や
伝
播
の
広
さ
に
対
し
て
現
在
で
は
あ

ま
り
高
い
知
名
度
は
な
い
と
思
わ
れ
、
児
童
向
け
の
書
籍
数
も
決
し
て
多
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く
は
な
い
。
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
な
じ

み
深
い
と
も
言
い
難
い
状
況
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
「
瓜
子
姫
を
知
っ
て
い
る
」
と
し
た
回

答
者
で
も
、
覚
え
て
い
る
内
容
は
あ
や
ふ
や
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
印
象

の
薄
い
昔
話
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い）

15
（

。
理
由
と
し
て
、

ま
ず
は
歴
史
的
な
問
題
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
昔
話
は
そ
の
多
く
が
「
近
世
期
に
絵
本
で

有
名
に
な
っ
た
」
も
の
で
あ
る
。「
瓜
子
姫
」
は
広
く
伝
わ
っ
て
は
い
た
も

の
の
、
そ
の
地
域
は
農
村
や
地
方
都
市
で
あ
り
、
出
版
文
化
が
盛
ん
な
地

域
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た）

16
（

。
そ
の
こ
と
が
、
近
代
以
降
の

出
版
文
化
に
乗
り
遅
れ
る
原
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
聞
く
昔
話
」

と
し
て
は
有
名
で
あ
っ
た
も
の
の
、「
読
む
昔
話
」
と
し
て
は
有
名
に
な
れ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

次
に
内
容
の
問
題
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
児
童
向
け
「
瓜
子
姫
」

の
作
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
平
林
英
子
は
、
現
代
に
お
い
て
瓜
子
姫
が
普
及

し
て
い
な
い
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る）

17
（

。

か
ず
か
ず
の
昔
話
の
中
で
、
子
供
た
ち
に
喜
ば
れ
る
、
代
表
的
な
も

の
に
は
、
桃
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
『
桃
太
郎
』
と
か
、
竹
か
ら
生
ま

れ
て
、
や
が
て
月
へ
還
っ
て
い
く
『
か
ぐ
や
姫
』
な
ど
、
美
し
い
ロ

マ
ン
と
、
夢
の
あ
る
話
が
い
く
つ
も
あ
る
が
、
瓜
の
中
か
ら
生
ま
れ

た
『
瓜
姫
』
の
話
は
、
各
地
方
に
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
割
に
は
、

一
般
的
に
普
及
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
こ
の
話
の
中
に
は
、
ロ
マ
ン
が
な
い
ば
か
り
か
、
子

供
の
読
み
物
と
し
て
、
少
々
品
も
な
く
、
瓜
姫
の
敵
役
で
あ
る
「
天

邪
鬼
」
の
行
動
に
、
少
々
陰
惨
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か

と
、
思
わ
れ
る
。（
以
下
略
）

平
林
英
子
の
個
人
的
な
感
想
の
側
面
も
強
い
と
思
わ
れ
る
が
、
私
も
こ

の
意
見
に
お
お
む
ね
賛
成
で
あ
る
。
平
林
英
子
の
指
摘
を
掘
り
下
げ
る
た

め
、
他
の
有
名
な
昔
話
や
、
学
術
的
な
意
味
で
は
昔
話
で
は
な
い
も
の
の
、

現
在
の
児
童
書
な
ど
で
は
昔
話
と
し
て
扱
わ
れ
る
事
の
多
い
古
典
な
ど
を

例
に
あ
げ
、
こ
れ
ら
と
「
瓜
子
姫
」
の
現
在
の
一
般
的
な
読
者
の
見
方
の

比
較
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
点
が
浮

き
彫
り
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
は
現
代
に
お
け
る

一
般
的
な
民
俗
学
の
知
識
を
持
た
な
い
層
の
感
じ
方
の
考
察
で
あ
る
た
め
、

民
俗
学
的
な
意
味
や
伝
統
文
化
と
し
て
の
価
値
な
ど
は
、
あ
え
て
考
慮
し

な
い
で
述
べ
る
。

ま
ず
、
ロ
マ
ン
の
な
さ
と
い
う
指
摘
に
か
ん
し
て
考
察
す
る
。「
桃
太

郎
」
な
ど
は
、
通
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
誕
生
の
仕
方
を
し
た
主
人
公
が
、

一
見
す
る
と
役
に
立
た
な
さ
そ
う
な
仲
間
を
連
れ
て
、
悪
者
を
倒
す
と
い

う
活
躍
を
す
る
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
、
爽
快
感
が
満
載
な
話
で
あ
り
、

「
猿
蟹
合
戦
」「
か
ち
か
ち
山
」
な
ど
は
仲
間
の
特
徴
を
生
か
し
て
の
巧
妙

な
作
戦
、
泥
の
船
と
い
う
奇
想
天
外
な
仕
掛
け
な
ど
に
よ
っ
て
仇
討
ち
を

と
げ
て
お
り
、
カ
タ
ル
シ
ス
の
要
素
が
非
常
に
強
い
と
言
え
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、「
瓜
子
姫
」
は
、
た
だ
通
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
誕
生
の
仕
方
を
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し
た
姫
が
外
敵
に
い
じ
め
ら
れ
る
と
い
う
、
少
な
く
と
も
現
代
の
一
般
的

な
読
者
に
と
っ
て
は
、
な
に
を
語
り
た
い
の
か
わ
か
り
に
く
い
昔
話
で
あ

る
と
言
え
る
。
外
敵
に
対
す
る
復
讐
も
「
猿
蟹
合
戦
」
や
「
か
ち
か
ち
山
」

の
よ
う
な
魅
力
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
読
後
の
爽
快
感
が
あ
ま
り
得
ら
れ

な
い
と
思
わ
れ
る
。

『
竹
取
物
語
』
を
元
と
し
た
「
か
ぐ
や
姫
」
や
「
浦
島
太
郎
」
な
ど
は
月

へ
の
帰
還
、
海
の
中
に
あ
る
竜
宮
城
な
ど
の
壮
大
で
夢
の
あ
る
モ
チ
ー
フ

が
含
ま
れ
て
い
る
。	

そ
れ
に
対
し
て
、「
瓜
子
姫
」
に
は
こ
の
よ
う
な
壮
大

で
夢
の
あ
る
要
素
は
少
な
く
非
常
に
地
味
な
昔
話
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

御
伽
草
子
の
「
鉢
か
づ
き
」
や
グ
リ
ム
童
話
の
「
白
雪
姫
」
な
ど
は
、

困
難
が
あ
っ
た
が
故
に
幸
せ
に
巡
り
会
え
た
と
い
う
、
負
の
要
素
が
正
に

変
化
す
る
カ
タ
ル
シ
ス
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
姫
の
結
婚
や
殿
様
か

ら
の
褒
美
な
ど
の
姫
の
幸
せ
は
、
外
敵
の
妨
害
以
前
か
ら
決
ま
っ
て
い
た

こ
と
で
あ
り
、
外
敵
の
妨
害
が
あ
っ
た
た
め
、
姫
が
よ
り
幸
せ
に
な
っ
た
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
。
あ
ま
の
じ
ゃ
く
の
行
動
は
姫
に
と
っ
て
負
の
意
味

し
か
な
い
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
有
名
な
昔
話
と
比
較
し
て
、
ロ
マ

ン
と
言
え
る
要
素
が
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
品
の
な
さ
と
い
う
指
摘
を
考
察
す
る
。
少
女
が
ひ
と
り
で
留
守

番
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
外
敵
が
侵
入
し
て
く
る
、
少
女
が
着
物
を
剥
ぎ

取
ら
れ
て
木
に
縛
ら
れ
る
な
ど
性
的
な
要
素
を
連
想
さ
せ
る
。
と
く
に
近

年
は
あ
ま
の
じ
ゃ
く
を
男
性
と
し
て
描
く
も
の
が
多
い
た
め
な
お
さ
ら
そ

の
印
象
が
強
く
な
る
。

次
に
、
敵
役
の
陰
惨
な
行
動
、
と
い
う
指
摘
を
考
察
す
る
。「
瓜
子
姫
」

の
敵
役
は
動
機
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
う
え
に
、

単
な
る
い
た
ず
ら
に
し
て
は
、
木
に
縛
っ
て
置
き
去
り
に
す
る
、
な
ど
明

ら
か
に
や
り
す
ぎ
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
「
瓜
子
姫
」
は
現
在
有
名
な
昔
話
と
比
べ
て
、
一
般
的
な

見
方
で
は
「
地
味
」「
爽
快
感
が
な
い
」「
ロ
マ
ン
が
な
い
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
必
ず
し
も
そ
れ
が
悪
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
こ
れ
ら

の
要
素
は
民
俗
学
的
に
お
い
て
は
非
常
に
重
要
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
モ

チ
ー
フ
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
に
お
い
て
「
児
童
向
け
」
に
求
め
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
平
林
英
子
が
指
摘
す
る
点
以
外
に
も
、
現
在
多
く
の
ひ
と
に
と
っ

て
昔
話
に
最
初
に
触
れ
る
媒
体
で
あ
る
絵
本
）
18
（

と
の
相
性
の
悪
さ
、
と
い
う

問
題
も
あ
る
と
考
え
る
。

「
絵
本
」
の
定
義
を
、
文
章
に
比
べ
て
絵
の
割
合
の
多
い
書
籍
と
し
て
定

義
す
る
と
、
本
来
の
語
り
よ
り
も
絵
に
よ
る
視
覚
的
な
要
素
が
大
き
く
な

る
、
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

「
瓜
子
姫
」
を
絵
本
に
す
る
と
、
現
在
の
都
市
部
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
く
な
っ
た
「
瓜
」「
機
織
」
と
い
っ
た
も
の
が
絵
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、

そ
う
い
っ
た
も
の
に
な
じ
み
の
な
い
児
童
で
も
疑
問
を
抱
く
こ
と
な
く
物

語
に
は
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
そ
の
反
面
、
多

く
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
絵
に
し
た
時
に
映
え
る
要
素
が
な
い
、
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が

挙
げ
ら
れ
る
。「
瓜
子
姫
」
に
は
「
竜
宮
城
」「
月
へ
の
帰
還
」
の
よ
う
な
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視
覚
的
に
映
え
る
モ
チ
ー
フ
は
な
い
。「
か
ぐ
や
姫
」
の
よ
う
に
「
舞
台
は

都
」「
姫
は
金
持
ち
の
娘
で
立
派
な
着
物
を
着
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、「
舞

台
は
農
村
」「
姫
は
庶
民
の
娘
」
で
あ
り
、
視
覚
化
し
て
も
地
味
で
あ
る
。

次
に
、
あ
ま
の
じ
ゃ
く
の
表
現
の
困
難
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
挙
げ
ら

れ
る
。
児
童
向
け
「
瓜
子
姫
」
で
、
も
っ
と
も
多
く
採
用
さ
れ
る
外
敵
で

あ
る
「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
は
、
様
々
な
側
面
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
絵
で
表
現
す
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
く
、
児
童
読
者
に
「
結
局

あ
ま
の
じ
ゃ
く
と
は
な
ん
な
の
か
」
と
い
っ
た
疑
問
を
抱
か
せ
る
結
果
と

な
る
可
能
性
が
あ
る）

19
（

。

次
に
、
視
覚
化
に
向
か
な
い
要
素
が
多
い
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
も
挙
げ

ら
れ
る
。
女
の
子
が
悪
者
に
よ
っ
て
着
物
を
奪
わ
れ
て
縛
ら
れ
る
と
い
う
、

児
童
向
け
の
も
の
と
し
て
絵
に
す
る
に
は
不
適
切
と
も
思
え
る
場
面
が
存

在
す
る
。
ま
た
、
あ
ま
の
じ
ゃ
く
は
鬼
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、

瓜
子
姫
と
体
型
や
容
姿
が
大
き
く
異
な
っ
て
描
か
れ
る
ば
あ
い
が
多
々
あ

る
。
そ
の
た
め
、
入
れ
替
わ
り
を
絵
で
表
現
す
る
と
、
な
ぜ
、
周
り
の
人

が
誰
も
こ
の
入
れ
替
わ
り
に
気
づ
か
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
抱
か
せ

て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
ら
は
伝
統
的
な
「
語
り
」
で
あ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
気
に
は
な
ら
な
い

が
、
視
覚
効
果
を
い
れ
て
し
ま
う
と
目
立
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、「
瓜
子
姫
」
は
絵
本
、
即
ち
「
見
る
昔
話
」
に
す
る
の

に
は
向
い
て
い
な
い
昔
話
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
要
素
が
あ
わ
さ
り
、「
瓜
子
姫
」
は
現
在
に
お
い
て
や
や
知
名

度
の
劣
る
昔
話
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

柳
田
国
男
は
「
瓜
子
姫
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

20
（

。

…
…
そ
れ
が
文
筆
の
士
に
採
録
せ
ら
れ
な
か
っ
た
故
に
、
人
が
久
し

く
是
に
心
付
か
な
か
っ
た
だ
け
で
、
其
代
り
に
は
又
所
謂
五
大
御
伽

噺
に
見
る
よ
う
な
、
新
奇
な
る
潤
色
を
受
け
ず
に
済
ん
だ
の
で
あ
る
。

伝
統
的
な
形
を
残
し
て
い
る
と
い
う
良
い
側
面
は
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え

に
「
読
む
昔
話
」「
見
る
昔
話
」
と
い
っ
た
新
し
い
形
態
に
合
わ
せ
て
変
化

で
き
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

３
、
お
わ
り
に
か
え
て

近
年
は
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
本
が
隆
盛
で
あ
る
。
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
本
の
多
く

は
ひ
と
つ
の
話
に
割
り
当
て
ら
れ
る
ペ
ー
ジ
数
が
少
な
く
、
内
容
は
簡
潔

で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
話
の
中
に
紛
れ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
話
が
埋

没
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
高
い
。「
瓜
子
姫
」
に
限
ら
ず
、
現
在
、
そ
れ
ほ

ど
有
名
で
な
い
昔
話
は
さ
ら
に
埋
没
し
、
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性

が
あ
る
。

長
い
間
語
ら
れ
、
愛
さ
れ
て
き
た
「
瓜
子
姫
」
が
、
こ
の
ま
ま
一
部
の

愛
好
家
し
か
知
ら
な
い
昔
話
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
と
て
も
寂
し
く
残
念

で
あ
る
と
思
う
の
で
、
本
来
の
魅
力
を
保
ち
な
が
ら
、
よ
り
多
く
の
ひ
と

に
「
瓜
子
姫
」
を
知
っ
て
も
ら
え
る
に
は
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を

こ
れ
か
ら
も
考
え
て
い
き
た
い
。
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今
回
は
絵
本
と
一
般
児
童
書
を
分
け
ず
に
考
察
し
た
が
、
二
章
で
触
れ

た
よ
う
に
絵
の
持
つ
視
覚
的
効
果
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
絵
本
」
と
「
挿
絵
の
多
い
児
童
書
」
と
の
線
引
き
も
含
め
、「
瓜
子
姫
」

の
絵
本
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と
考
え
る
。

ま
た
「
瓜
子
姫
」
に
限
ら
ず
多
く
の
昔
話
は
「
演
じ
る
」
も
の
と
も
深

い
か
か
わ
り
が
あ
る
と
考
え
る
。
具
体
例
を
あ
げ
る
と
、
紙
芝
居
・
舞
台
・

朗
読
劇
・
人
形
劇
・
ア
ニ
メ
な
ど
で
あ
る
。
未
来
の
昔
話
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
、
今
後
は
こ
れ
ら
の
媒
体
で
再
構
成
さ
れ
た
も
の
も
考
察
も
試
み

る
こ
と
と
し
た
い
。

注（
1
）	

拙
稿
「
現
代
に
お
け
る
「
瓜
子
姫
」
へ
の
認
識
」『
立
正
大
学
大
学

院　

日
本
語
・
日
本
文
学
研
究
』
一
四　

二
〇
一
四　

（
2
）	（
１
）
参
照　
「
瓜
子
姫
」
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
回
答
は
「
タ
イ

ト
ル
だ
け
は
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
回
答
も
含
め
て
四
割
に
満
た

な
か
っ
た
。
ま
た
岩
沢
文
雄
・
小
松
崎
進
『
民
話
と
子
ど
も
』　

一
九
七
〇　

鳩
の
森
書
房　

第
二
章
で
、
当
時
の
児
童
に
「
好
き
な

昔
話
」「
嫌
い
な
昔
話
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
て
い
る
が
、「
瓜
子

姫
」
は
ど
ち
ら
も
ラ
ン
ク
外
で
あ
っ
た
。
ラ
ン
ク
に
入
る
ほ
ど
の
知

名
度
も
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）	

野
沢
温
泉
村
斑
山
文
庫
収
集
委
員
会
編
『
志
を
は
た
し
て	

高
野
辰

之
そ
の
学
問
と
人
間
像
』
一
九
九
二　

野
沢
温
泉
村
教
育
委
員
会　

（
4
）	

昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室
『
近
代
文
学
研
究
叢
書　

六
八
』

一
九
九
四　

昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
・
楠
山
三
香
男
『
楠

山
正
雄
の
戦
中
・
戦
後
日
記
追
補
│
文
芸
の
志　

明
治
・
大
正
と

磨
き
昭
和
に
結
ぶ
│
』　

二
〇
一
〇　

冨
山
房

	

ま
た
、
昔
話
（
童
話
）
を
ど
の
よ
う
に
し
て
学
校
教
育
に
生
か
す
の

か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
五
味
義
武
・
山
本
誠
子
・
田
原
美
栄
『
低

学
年
教
育　

童
話
教
材
と
そ
の
活
用
』
で
は
「
瓜
子
姫
」
も
取
り
上

げ
て
い
る
が
、
参
照
に
し
て
い
る
の
は
『
日
本
童
話
宝
玉
集
』
所
収

の
も
の
で
あ
る
。

（
5
）	

高
野
辰
之
『
巨
人
版　

日
本
童
話
宝
玉
集
』　

一
九
三
八　

冨
山
房

（
6
）	

①
あ
ま
の
じ
ゃ
く
が
姫
に
徐
々
に
戸
を
開
け
さ
せ
る　

②
怖
い
顔
を

し
て
お
ど
か
し
て
連
れ
出
す　

③
「
汚
れ
る
か
ら
」
と
着
物
を
交
換　

④
突
然
、
殿
様
の
迎
え
が
来
て
「
殿
と
奥
方
が
機
織
り
を
見
た
い
」

と
言
う　

⑤
姫
が
真
相
を
告
げ
る　

⑥
あ
ま
の
じ
ゃ
く
は
切
ら
れ
、

作
物
が
染
ま
る

	

こ
の
う
ち　

他
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
④
を
必
ず
有
し
、
他
の

モ
チ
ー
フ
が
複
数
以
上
あ
る
も
の
は
楠
山
正
雄
の
影
響
を
受
け
て
い

る
と
判
断
。

（
7
）	

柳
田
国
男
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
一
九
四
二　

三
省
堂

（
8
）	

ま
た
、
柳
田
国
男
の
「
瓜
子
姫
」
は
、
中
学
校
の
国
語
教
科
書
に
採

用
さ
れ
て
い
る
（
藤
村
作
監
修
『
総
合
中
学
国
語　

改
訂
版　

二

の
上
』　

一
九
五
五　

教
育
出
版
）。
三
訂
版
を
含
め
、
一
九
五
六
～

一
九
六
一
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
も
、「
う
り
こ
ひ
め
」

と
い
う
名
称
の
広
ま
り
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
9
）	

関
敬
吾
『
日
本
昔
話
集
成　

第
二
部
本
格
昔
話
二
』
一
九
五
三　

角

川
書
店

（
10
）	『
新
百
選　

日
本
む
か
し
ば
な
し
』（
年
表
36
番
）。
な
お
、「
姫
の
皮

を
剥
ぐ
」
モ
チ
ー
フ
は
割
愛
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）	

松
谷
み
よ
子
『
昔
話
十
二
か
月　

七
月
の
巻
』
一
九
八
六　

講
談
社

　

な
ど

（
12
）	

姫
の
生
存
・
死
亡
に
か
か
わ
ら
ず
秋
田
以
外
で
は
見
ら
れ
な
い
「
あ

ま
の
じ
ゃ
く
と
姫
が
は
き
も
の
の
や
り
と
り
を
し
、
最
後
は
桶
な
ど

に
入
れ
て
負
ぶ
っ
て
連
れ
て
行
く
」　

モ
チ
ー
フ
を
含
み
、
秋
田
で

は
ほ
ぼ
必
ず
挿
入
さ
れ
る
「
カ
ラ
ス
が
真
相
を
告
げ
る
」
も
の
は
、

関
～
松
谷
ま
で
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
判
断
す
る
。（
秋
田
の
型
は

関
敬
吾
や
松
谷
み
よ
子
の
活
動
で
有
名
に
な
っ
た
と
考
え
る
）

（
13
）	

今
回
確
認
で
き
た
の
は
平
田
昭
吾
『
う
り
こ
ひ
め
』（
年
表
114
番
）

の
み

（
14
）	

関
敬
吾
『
日
本
の
昔
ば
な
し
（
一
）』
で
は
瓜
子
姫
（
こ
こ
で
は
瓜

姫
）
は
あ
ま
の
じ
ゃ
く
に
体
を
乗
っ
取
ら
れ
、最
後
に
は
死
亡
す
る
。

山
田
貢
『
思
出
の
夜
話
あ
っ
た
と
さ
』
所
収
の
も
の
が
元
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
型
を
含
む
関
敬
吾
の
手
に
よ
る
児
童
向
け
「
瓜
子
姫
」

に
か
ん
し
て
は
、
拙
稿
「
関
敬
吾
と
瓜
子
姫
│
再
話
と
そ
の
影
響

│
」『
立
正
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科　

大
学
院
年
報
」
三
一　

二
〇
一
四　

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
15
）	（
１
）
参
照

（
16
）	

喜
多
村
信
節
『
嬉
遊
笑
覧
』（
一
八
三
〇
）
に
て
「
瓜
姫
の
話
な
ど

是
な
り
。
今
江
戸
の
小
児
、
多
く
は
此
話
を
知
ら
ず
。」
と
記
述
し

て
い
る
。

（
17
）	

平
林
英
子
『
う
り
ひ
め
』（
年
表
95
番
）

（
18
）	（
１
）
参
照　
「
う
り
こ
ひ
め
」
を
最
初
に
知
っ
た
の
は
絵
本
と
い
う

回
答
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
。

（
19
）	

横
山
泰
子
「
女
の
敵
は
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク　

昔
話
「
瓜
子
織
姫
」
系

絵
本
に
お
け
る
妖
怪
」
小
松
和
彦
編
『
妖
怪
文
化
叢
書　

妖
怪
文

化
の
伝
統
と
創
造　

絵
巻
・
草
紙
か
ら
マ
ン
ガ
・
ラ
ノ
ベ
ま
で
』　

二
〇
一
〇　

せ
り
か
書
房

（
20
）	（
7
）
参
照

参
考
文
献

五
味
義
武
・
山
本
誠
子
・
田
原
美
栄
『
低
学
年
教
育　

童
話
教
材
と
そ
の

活
用
』　

一
九
二
九　

南
光
社

山
田
貢
『
思
出
の
夜
話
あ
っ
た
と
さ
』　

一
九
四
二　

自
刊

関
敬
吾
『
日
本
の
昔
ば
な
し
（
一
）』
一
九
五
六　

岩
波
書
店

岩
沢
文
雄
・
小
松
崎
進
『
民
話
と
子
ど
も
』　

一
九
七
〇　

鳩
の
森
書
房

長
谷
川
強
等
校
訂
『
嬉
遊
笑
覧
』　

二
〇
〇
五　

岩
波
書
店

	

（
ふ
じ
い
・
み
ち
あ
き
／
立
正
大
学
大
学
院
）
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◎児童向け「瓜子姫」年表

番号 出版年 元号 月 タイトル
収録書籍タイトル

（タイトルとおなじも
のは省略）

作者（文） 作者（絵） 出版社 備考

1 1907 M40 8 ◆瓜姫 家庭お伽話　第七篇 高野辰之 鰭崎英朋 春陽堂
2 1911 M44 4 　瓜姫 日本全国国民童話 石井研堂 なし 宝文館 宮崎県のものが元。固

い梨をぶつけられて気
絶。生存型。

3 1921 T10 4 　瓜子姫子 滑稽童話集 藤澤衛彦 不明 国民書院 前半は鬼一口型（姫が
外敵の侵入と同時に殺
害される）・後半が「古
屋のもる」

4 1922 T11 4 ◆瓜子姫子 日本童話宝玉集　下 楠山正雄 不明 冨山房
5 1924 T13 12 　瓜姫物語 ひろすけ童話読本　

第２集
浜田広介 初山滋 実業之日本

社
山形県南部の型（鬼一
口型）を元にして創作。
死亡型。

6 1925 T14 6 ◆瓜子姫子 小学校へ入る迄の子
供に聞かせる話

加藤美侖 なし 誠文堂書店

7 1926 T15 1 　瓜子姫の話 黄金の馬 森口多里 なし 実業之日本社 岩手県の型。鬼一口型。
8 10 ◆ウリ子ヒメ子 日本昔噺カチカチ山 北村寿夫 斎田たかし イデア書院
9 1928 S3 9 　瓜姫 日本童話集　上 松村武雄 なし 誠文堂書店 2番とほぼ同じ
10 1930 S5 2 　瓜子姫 日本の昔話　上 柳田国男 なし アルス 島根の型が元。
11 10 ◆うりこひめこ 一年生の童話 久米元一 寺田良作 金の星社 血のモチーフなし
12 1937 S12 7 　瓜姫 二学年上巻 浜田広介 なし 中行館書房 5番とほぼ同じ
13 1938 S13 12 ◆瓜子姫子 巨人版　日本童話宝玉集 楠山正雄 不明 4番の再収録
14 1941 S16 9 　瓜子姫 日本の昔話 柳田国男 なし 三国書房 10番の再集録
15 1951 S26 8 　	うりひめも

のがたり
ひろすけ家庭童話文
庫３

浜田広介 不明 主婦の友社 5番の改訂版。姫がから
すの活躍により生き返る。

16 10 ◆うりこひめ お話教室 .	小学 1,2年 水谷まさる 大石哲路 金の星社 血のモチーフなし
17 11 ◇うりひめ子 空へのぼったおけやさ

ん
関敬吾 鈴木寿雄 大日本雄弁

講談社
死亡型

18 1953 S28 8 ◆うり子姫子 新版日本童話宝玉集	
中

楠山正雄 川崎福三郎 同和春秋社 4番の再収録

19 9 ◆うりこひめ 二年ブック　3巻 6
号

西山敏夫 井江春代 学習研究社 児童向け雑誌の記事。
血のモチーフなし。

20 1954 S29 7 　	うり子ひめと
あまのじゃく

日本民話集 4 木村次郎 なし アルス 独自の展開をとる

21 不
明
　	うり子ひめと
あまのじゃく

木村次郎 人形座 エンゼル社

22 1955 S30 2 ◆うり子姫子 三年生の少女童話 楠山正雄 大石哲路 金の星社
23 3 　うりこ姫 平井芳夫 石井健之 大日本雄弁

講談社
当時、非常に人気のあっ
たシリーズのひとつ。
広く読まれたものと推
測される。

24 ◆	うりこ姫とあ
まんじゃく

6年の学習　9巻 12
号

西山敏夫 市川禎男 学習研究社 児童向け雑誌の記事。
血のモチーフなし

25 6 　うり子ひめ 日本のむかし話　二
年

大藤時彦 高雄貞子 実業之日本社

26 1956 S31 2 　うりこひめ たのしく話せる日本
むかしばなし

山本和夫 不明 池田書店 関敬吾の岩波文庫版と
同じ

27 6 ◇うりこひめ 日本むかしばなし宝
玉集　下

塚原亮一 不明 宝文館 死亡型

28 10 　うりこひめ 日本むかしばなし　
三年生

藤澤衛彦 斉藤としひろ 宝文館 3番の再収録

29 11 ◇うり子ひめ 日本のむかし話　二年
生

大木雄二 大石哲路 偕成社 姫は木から落ちて気絶。血
のモチーフなし。生存型。
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30 ◆	うりこひめと
あまのじゃく

小学四年生　35巻 9
号

小野忠孝 黒崎義介 小学館 児童向け雑誌の記事

31 12 ◆うりこ姫 つるの恩がえし　日
本民話

徳永寿美子 羽石光志 偕成社

32 　	うりこひめと
あまんじゃく

ききみみずきん 木下順二 初山滋 岩波書店 後半は独自の展開を取
る。現在でもよく読ま
れているもののひとつ

33 1957 S32 不
明
◆うりこひめ こうだやすし はやしよしお トッパン 血のモチーフなし

34 1 　うりこひめ 日本むかしばなし 佐藤義美 柿本幸造 学習研究社 島根県のものが元。「道の
選択」のモチーフを採用。

35 　	うりこひめと
あまんじゃく

浜田広介 秋野不矩 福音館書店 5番の省略版。姫が無
事に助かる

36 8 ◇うりひめこ 新百選　日本むかし
ばなし

坪田譲治 なし 新潮社 死亡型

37 10 ◇瓜ひめこ 坪田譲治 中尾彰 金の星社 36の再収録
38 11 　	うりひめも

のがたり
ひろすけ童話集　お
日さまとぱん

浜田広介 不明 日本書房

39 1958 S33 1 ◆	あまんじゃく
とうりこひめ

日本昔話二集 西山敏夫 黒崎義介 小学館 血のモチーフなし

40 3 　うりこひめ 民話のふるさと 今管一 不明 アルス
41 11 ◆うりこひめ かぐや姫 土屋由岐雄 鈴木寿雄 偕成社 血のモチーフなし
42 12 　瓜姫 日本むかし話　天狗

のかくれみの
永田よしなお 不明 鶴書房 関敬吾の岩波文庫版と

同じ
43 　	瓜コ姫コとア

マンジャク
日本民話選 木下順二 吉井忠 岩波書店

44 1959 S34 6 ◆うりこひめ 小学館の幼稚園　12
巻 3号

奈街三郎 石田英助 小学館 血のモチーフなし

45 12 　うりこひめ 観察絵本　キンダー
ブック　14巻 9号

浜田広介 黒崎義介 フレーベル
館

46 不
明
◇	うりこひめと
あまのじゃく

かぐや姫 松谷みよ子 石井健之 あかね書房 生存型。血のモチーフ
なし

47 1960 S35 5 ◇うりひめこ 日本のむかし話（１）坪田譲治 須田寿 あかね書房 36番の再集録
48 7 　	うりこ姫コと

アマンジャク
ぼたんいろの童話集 いぬいとみこ 油野誠一 創元社

49 1961 S36 7 ◇	うりこひめと
あまんじゃく

おひめさまの童話集 松谷みよ子 水沢研 三十書房 生存型

50 12 ◆うり子姫子 日本童話宝玉選 教育童話研究会 不明 小学館
51 1962 S37 3 ◆	うりこひめと

あまんじゃく
うしわかまる・かぐ
やひめ　ほか

西山敏夫 矢車涼 小学館 血のモチーフなし

52 1963 S38 1 ◇	うりこひめと
あまんじゃく

日本むかし話集 松谷みよ子 不明 講談社 生存型。血のモチーフ
なし

53 3 　うりこ姫 北畠八穂 大日方明 講談社
54 6 　うりこひめ 子どもに聞かせる日

本の民話
大川悦生 なし 実業之日本

社
55 1964 S39 1 　うり子ひめ かもとりごんべえ 与田準一 石井健之 ポプラ社 「道の選択」のモチー

フあり
56 1965 S40 4 ◇うりひめこ いっすんぼうし 坪田譲治 柿本幸造 集英社 36番の再収録
57 6 　うりこひめ 日本むかし話 筒井敏夫 松本かづち 小学館
58 11 ◇	うりこひめと

あまのじゃく
おむすびころりん	 松谷みよ子 佐藤忠度 講談社 生存型。血のモチーフ

なし
59 1966 S41 2 　うり子ひめ 日本のむかし話　二

年生
与田準一 小林和子 実業之日本社 55番の改訂版

60 4 　	うりこひめと
あまのじゃく

日本のむかしばなし 神沢利子 不明 研秀出版 「道の選択」のモチー
フあり

61 6 　	うりこ姫コと
アマンジャク

和尚さんときつね いぬいとみこ 油野誠一 ポプラ社 48番の再収録
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62 10 　	うりこひめと
あまんじゃく

わらしべ長者 おのちゅうこ
う

田中武紫 集英社 後半は独自の展開

63 11 　うりこひめ 小学館の幼稚園　19
巻 8号

不明 谷悠紀子 小学館 児童向け雑誌の記事

64 ◇	うりこひめと
あまのじゃく

むかしむかし 松谷みよ子 不明 童心社 生存型。血のモチーフ
なし

65 1967 S42 2 　	ウリコひめと
アマンジャク

母と子のお話図書館
３

小沢正 不明 三一書房

66 10 ◆うりこひめ 小学館の絵本　第 9
巻　12号

小林純一 石部虎二 小学館

67 　うりこひめ 日本の民話 上崎美恵子 松本かつぢ 小学館
68 11 ◇	うりこひめと

あまのじゃく
日本の昔話１ 松谷みよ子 瀬川康男 講談社 生存型

69 不
明
　	おとぎばなし
うりこひめ

松谷みよ子 瀬川康男 鶴書房 古典『瓜姫物語」が元

70 1968 S43 2 　	うりこひめと
あまんじゃく

木島始 朝倉摂 岩崎書店 後半は独自の展開

71 5 　うり子姫 きょうのおはなしな
あに　夏

生源寺美子 鈴木義治 ひかりのくに

72 12 　うりこひめ 村山桂子 遠藤てるよ 講談社
73 1969 S44 不

明
◇	うりこひめと
あまのじゃく

星野伊都子 若菜珪 山田書院 姫は木から落ちて気
絶。生存型

74 1970 Ｓ
45

4 　	うりこひめと
あまんじゃく

おはなしいいな 安田浩 不明 白眉学芸社 32番に近い展開

75 6 ◆	うりこひめと
あまんじゃく

西山敏夫 鈴木寿雄 小学館 血のモチーフなし

76 1972 S47 3 ◇	うりこひめこ 二年生の日本むかし
ばなし

江間章子 工藤市郎 集英社

77 10 ◇うりこひめ 日本昔話集 西本鶏介 なし 芸術生活者
78 11 　うり子姫 母と子のお休み前の

小さな童話
ワシオ・トシ
ヒコ

不明 三交社 柳田の『日本の昔話』
が元か

79 1974 S49 2 　ウリコヒメ 親と子の民話集２ 伊東挙位 小泉謙三 文化書房博
文社

鬼一口型

80 6 　うり子姫子 日本編 7 倉島栄子 竹山のぼる 小学館 10番とほぼ同
81 11 ◇	うりこひめと

あまんじゃく
渋谷勲 八木義之介 蒼海出版 生存型

82 1976 S51 10 　	あまんじゃく
とうりこひめ

母と子の日本の民話
8

竹崎有斐 石倉欣二 集英社 関敬吾の岩波文庫版と
同じ

83 1977 S52 1 ◇	うりこ姫とあ
まんじゃく

山をめぐる話　豆に
なったやまんばほか

竹崎有斐 小島直 家の光協会

84 7 　	うりこひめ　に
ほんのはなし

たけもとかず
こ

たきそうた コーキ出版 関敬吾の岩波文庫版と
同じ

85 8 ◇	うりこひめと
あまのじゃく

おむすびころりん	:	
ほか	日本むかし話

松谷みよ子 矢車涼 講談社 血のモチーフなし

86 ◇うりこひめ アジアむかしばなし
13　たすけたイノシシ

松山晴彦 田中秀幸 国際情報社 姫は木から落ちて気
絶。生存型

87 11 　	うりこひめと
あまのじゃく

ゆきおんな 須知徳平 島田耕志 朝日ソノラ
マ

姫は死亡するが復活す
る

88 　うりこひめ 日本むかしばなし 砂田弘 矢車涼 講談社
89 1979 S54 5 うりこひめと

あまんじゃく
日本民話より

堀尾青史 赤羽末吉 フレーベル
館

90 10 ◇	うりこひめと
あまんじゃく

日本むかしばなし 小暮正夫 小華和ためお ポプラ社 姫は木から落ちて気絶。
生存型。血のモチーフ
なし

91 　瓜子姫 日本のむかし話（二）柳田国男 なし ポプラ社 10番の再収録
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92 1980 S55 2 ◇	瓜ひめとあ
まのじゃく

まほうをとくむすめ 斎藤君子 櫓良春 ポプラ社 死亡型

93 5 　	うりこひめと
あまんじゃく

西本鶏介 深沢邦朗 チャイルド
本社

関敬吾の岩波文庫版と
同じ

94 10 ◇うりこひめ 日本むかしばなし 3 寺村輝夫 ヒサクニヒコ あかね書房 死亡型
95 1982 S57 1 　うりひめ 平林英子 三国よしお 全日本家庭

教育研究会
児童学習誌ポピーの付
録

96 不
明
　うりこひめ うりこひめ・三年ね

たろう
砂田弘 藤島生子 都市と生活

社
島根県のものが元。「道の
選択」のモチーフを採用。

97 1983 S58 6 　うりこひめ 高橋克雄 高橋克雄 小学館
98 1984 S59 11 　	うりこひめと

あまんじゃく
木下順二 初山滋 岩波書店 32番から独立して絵

本になる
99 1983 S60 3 　うりこひめ 日本のむかし話 大石真 若菜珪 学習研究社
100 1985 S62 6 　瓜子姫と鬼 日本の鬼ども 3 山下清三 中村景児 けやき書房 後半は完全に独自の展開
101 1986 S61 1 ◇	うりこひめと

あまんじゃく
かちかちやま 木暮正夫 金沢佑光 小学館 死亡型

102 1987 S62 8 　	瓜姫と天邪鬼 おはなしのポケット
（日本の民話選集）

ひがしおあや
こ

小島直 ひかりのくに

103 9 　うりひめこ 母と子の日本むかし話 . 大藤時彦 なし 学習研究社
104 12 ◇	うりこひめと

あまんじゃく
フフンなるほどなぜ
なぜ話

木暮正夫 原ゆたか 岩崎書店 死亡型

105 1988 S63 3 　	うりこひめと
あまんじゃく

武井直紀 田木宗太 チャイルド
本社

関敬吾の岩波文庫版と
同じ

106 8 　	あまんじゃく
とうりこひめ

横田弘行 片岡昌	人形
デザイン

集英社 ＮＨＫで放映された人
形劇の絵本版

107 1989 H1 6 　うりこひめ いっすんぼうし 立原えりか 間瀬なおたか 小学館 最後に姫が子供を産む
108 1990 H2 1 ◇	うりひめと	

あまんじゃく
水谷章三 岩本康之亮 世界文化社

109 7 　うりこひめ 神沢利子 渡辺三郎 偕成社
110 9 　	瓜コ姫コとア

マンジャク
日本民話選 木下順二 吉井忠 岩波書店 43番の再収録

111 10 　うりひめ 高野辰之 愛芽 おぼろ月夜の
館・斑山文庫

１番に息子が手を加えた
もの。血のモチーフなし

112 1991 H3 7 　うりこひめ かっぱのおくりもの	
7月のおはなし

八百板洋子 不明 国土社

113 11 　	うりひめとあ
まんじゃく

稲田和子 小西英子 福音館書店

114 不
明
　うりこひめ 平田昭吾 大野豊 永岡書店 唯一の「アニメ絵本」。

内容は様々な型の混合
115 1992 H4 5 　	うりこひめと

あまんじゃく
お月さまのひとりご
とのお話

松本聰美 田木宗太 くもん出版

116 1994 H6 2 　	瓜コ姫コとア
マンジャク

わらしべ長者　日本
の民話二十二編

木下順二 赤羽末吉 岩波書店

117 11 ◇うりこひめ 松谷みよ子 つかさおさむ 童心社 生存型
118 12 ◇	瓜子姫とあ

まんじゃく
日本のお話 100 やすいすえこ 石倉欣二 フレーベル

館
生存型

119 不明 　うりこひめ 北川幸比古 石倉欣二 世界文化社 独自の展開を取る
120 1995 H7 6 　うりこひめ 子どもに語る日本の

昔話１
稲田和子・筒
井悦子

なし こぐま社 長野県の型

121 1997 H9 5 　うり子姫 きょうのおはなしな
あに　夏

生源寺美子 鈴木義治 ひかりのくに 71番の再収録

122 8 　	うりこひめと
あまんじゃく

わらう死に神 望月正子 さのてつじ ほるぷ出版

123 1997 H9 9 ◇	うりこひめと
あまんじゃく

松谷みよ子 土橋とし子 講談社 生存型
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124 1998 H10 9 　	うりこひめと
あまんじゃく

武鹿悦子 蓬田やすひろ フレーベル
館

125 2000 H12 4 　	うりこひめと
あまんじゃく

西本鶏介 池田げんえい 小学館 関敬吾の岩波文庫版と
同じ

126 　	うりこ姫とあ
まんじゃく

お話教室 365＋１　
7・8・9月

武鹿悦子 千金美穂 フレーベル
館

124番の再収録

127 2002 H14 4 　うりこひめ ママお話きかせて　
生きる力を育てるお
話編

岩崎京子 岡村好文 小学館

128 7 　	うりこひめと
あまんじゃく

幼児のためのよみき
かせおはなし集 .6

西本鶏介 村上豊 ポプラ社 関敬吾の岩波文庫版と
同じ

129 2004 H16 7 　うりこひめ 日本の昔話	:	5分間読
み聞かせ名作百科

大石真 坂本水津哉 学習研究社

130 11 　	うりこひめと
あまんじゃく

よみきかせおはなし
絵本 4

千葉幹夫 宇野亜喜良 成美堂

131 2006 H18 11 　うりひめこ おざわとし
お ,	やまぐち
さちこ

おおたかいく
こ

くもん出版 青森県の型。生存型。押
し入れに閉じ込められる

132 2007 H19 10 ◇うりひめこ 新版　日本のむかし話　
一寸法師ほか全 19編

坪田譲治 森川百合香 偕成社 35番の再収録

133 2008 H20 12 ◇	瓜子姫とあ
まのじゃく	--	
新装版 .

松谷みよ子 ささめやゆき 講談社 生存型

134 2009 H21 10 　うりこひめ 母と子のおやすみま
えの小さなお話 365

千葉幹夫 水野ぷりん ナツメ社

135 2010 H22 8 ◇	うりこひめと
あまんじゃく

おひさま 松谷	みよ子 梶山	俊夫 小学館 児童向け雑誌の記事

136 2011 H23 3 　うり子姫 子どもが眠るまえに
読んであげたい 365
のみじかいお話

田島信元 モリアート 永岡書店

137 4 　うりこひめ かちかち山 小澤昔ばなし大
学再話研究会

杉浦範茂 小峰書店 広島県の型。道の選択
あり

138 9 　	うりこひめと
あまんじゃく

おばけばなし	:	ぶるぶ
るドキドキ 30話	親子
の名作よみきかせ絵本

川村優理 喜多村素子 大泉書店

139 12 　	うりこ姫とあ
まんじゃく

頭のいい子を育てる
おはなし３６６

不明 山本祐司 主婦の友社 鬼一口。死亡型

140 2012 H24 2 　	うりこひめと
あまのじゃく

ようかいむかし話　
おに

藤田晋一 大井知美 金の星社 鬼一口。死亡型

141 11 　うりこひめ おやすみ前のお話 366
話.第 3巻（7月・8月・
9月）

大石真 min 学研教育出版 10番とほぼ同じ

142 2013 H25 10 　うりこひめ 日本の昔ばなし　20
話

大石真 ふじいかずえ 学研教育出版 10番とほぼ同じ

143 不明 　うりこひめ 日本昔話 かみゆたか 駒宮録郎 ひかりのくに
144 　	あまんじゃく

とうりこひめ
一寸法師 井上明 田木宗太 童音社 関敬吾の岩波文庫版と

同じ。姫は助かる
145 　うりこひめ 不明 石部虎二 ひかりのくに ソノシート付き

◆Ⅰ型（高野辰之～楠山正雄）　①あまのじゃくが姫に徐々に戸を開けさせる　②怖い顔をしておどかして連れ出す
③「汚れるから」と着物を交換　④突然、殿様の迎えが来て「殿と奥方が機織りを見たい」と言う　⑤姫が真相を告げる
⑥あまのじゃくは切られ、作物が染まる
このうち　他にはほとんど見られない④を必ず有し、他のモチーフが複数以上あるものをは楠山の影響を受けていると判断

◇Ⅱ型（関敬吾が取り入れ、坪田・松谷と継承された秋田の型）　秋田以外では見られない　「あまのじゃくが姫を負ぶっ
て連れて行く」　モチーフを含み、秋田ではほぼ必ず挿入される「カラスが真相を告げる」ものは、関～松谷までの流れを
汲むものと判断する。（秋田の型は関や松谷の活動で有名になったと考える）


