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◆ キーワード　柳田國男／グリム兄弟／ボルテ、ポリフカ／神話学派／昔話論

特
集
　
比
較
研
究
の
地
平

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
研
究
と
柳
田
國
男
の
昔
話
観

│
ボ
ル
テ
／
ポ
リ
フ
カ
編
『
Ｋ
Ｈ
Ｍ
注
釈
』
の
書
き
込
み
調
査
を
中
心
に
│

横 

山　

ゆ 

か

一　

は
じ
め
に

　

…
独
逸
で
は
グ
リ
ム
兄
弟
が
国
内
現
存
の
民
間
説
話
を
あ
つ
め
、
同

時
に
そ
の
研
究
に
指
を
そ
め
て
か
ら
、
こ
れ
が
因
縁
と
な
つ
て
こ
の
国

の
説
話
学
は
大
い
に
栄
え
た
。
二
人
の
歿
後
も
そ
の
門
流
の
手
﹇
ヨ
ハ

ネ
ス
・
ボ
ル
テ
と
ゲ
オ
ル
ク
・
ポ
リ
フ
カ
﹈
に
よ
っ
て
、
比
較
考
証
の

書
﹇『
グ
リ
ム
兄
弟
の
子
ど
も
と
家
庭
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
注
釈
』﹈
は
年

増
し
に
大
き
く
な
っ
た
。
私
の
読
ん
で
い
る
の
は
戦
前
に
で
き
た
第
二

版
三
巻
で
あ
る
が
、
や
が
て
大
増
補
の
新
版
が
出
る
と
い
う
話
も
聴
い

て
い
る
し
、
昨
年
は
ま
た
そ
の
第
四
巻
と
し
て
、
同
じ
ボ
ル
テ
、
ボ
リ

ヴ
カ
二
氏
の
世
界
民
間
説
話
史
も
公
刊
せ
ら
れ
て
い
る
。
勿
論
グ
リ
ム

以
後
に
於
て
も
、
露
西
亜
の
ア
フ
ァ
ナ
シ
ェ
フ
と
か
、
蘇
格
蘭
の
キ
ャ

ン
ベ
ル
と
か
、
一
々
列
挙
し
得
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
雄
大
な
る
説
話
採
集

が
幾
つ
も
現
れ
て
い
る
が
、
単
に
そ
の
本
国
民
に
讃
嘆
し
ま
た
感
謝
せ

ら
れ
て
い
る
の
は
小
さ
な
効
果
で
、
こ
れ
が
最
も
大
き
な
輝
き
を
世
に

放
っ
た
の
は
、
や
は
り
一
応
こ
の
独
逸
の
中
心
地
へ
持
て
来
て
か
ら
後

で
あ
つ
た
。
即
ち
所
謂
Ｋ
・
Ｈ
・
Ｍ
の
事
業
は
、
こ
の
方
面
に
於
て
ま

さ
し
く
世
界
に
君
臨
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
１
）。

近
年
、
高
木
昌
史
氏
の
共
同
研
究（
２
）に

よ
っ
て
、
柳
田
文
庫
の
洋
書
文

献
の
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
高
木
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
グ
リ
ム
兄
弟

の
『
子
ど
も
と
家
庭
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
』（
以
下
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
と
略
記
）
や
ヨ

ハ
ネ
ス
・
ボ
ル
テ
／
ゲ
オ
ル
ク
・
ポ
リ
フ
カ
編
『
グ
リ
ム
兄
弟
の
子
ど
も

と
家
庭
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
注
釈
』（
以
下
、
Ｂ
Ｐ
と
略
記
）
に
柳
田
に
よ

る
書
き
込
み
が
多
数
見
ら
れ
る
と
い
う
。
右
の
文
は
、
柳
田
國
男
の
『
郷

土
生
活
の
研
究
法
』
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
、
高
木
氏
に
よ
る
と
戦
前
に

出
来
た
第
二
版
三
巻
と
は
Ｂ
Ｐ
の
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
（
一
九
一
三
年
〜

一
九
一
八
年
刊
行
）
を
指
し
て
い
る
（
３
）。
柳
田
が
昔
話
研
究
発
達
の
中
心
地

を
ド
イ
ツ
と
み
な
し
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
功
績
を
讃
嘆
し
て
い
る
右
の
引
用

文
は
、
彼
が
Ｋ
Ｈ
Ｍ
を
昔
話
採
集
お
よ
び
比
較
研
究
の
手
本
に
し
て
い
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
柳
田
が
昔
話
研
究
を
本
格
的
に
開
始
し
て
い
く
上
で
、
Ｋ

Ｈ
Ｍ
を
ど
の
よ
う
に
読
み
、
そ
し
て
自
身
の
学
問
に
ど
の
よ
う
に
活
か
し

て
い
っ
た
の
か
、
柳
田
文
庫
所
蔵
の
Ｋ
Ｈ
Ｍ
に
見
ら
れ
る
柳
田
の
書
き
込

み
を
調
査
し
、
そ
の
読
書
過
程
を
拙
稿
で
辿
っ
て
い
っ
た
（
４
）。

本
稿
は
、
そ

の
続
編
と
も
な
る
、
柳
田
文
庫
所
蔵
の
ド
イ
ツ
語
文
献
の
中
で
も
、
書
き

込
み
の
多
い
Ｂ
Ｐ
第
四
巻
第
一
章
に
見
ら
れ
る
書
き
込
み
調
査
お
よ
び
昔

話
の
起
源
を
め
ぐ
る
当
時
の
西
欧
の
研
究
者
た
ち
の
諸
説
を
柳
田
の
そ
れ

と
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
柳
田
の
昔
話
観
を
そ
の
中
に
位
置
づ
け

よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
書
き
込
み
調
査
と
考
察
の
結
果
、
柳
田
の

昔
話
観
の
背
後
に
は
グ
リ
ム
兄
弟
や
Ｂ
Ｐ
の
影
響
が
み
ら
れ
た
。
Ｂ
Ｐ
、

そ
し
て
当
時
の
西
欧
諸
国
の
昔
話
研
究
か
ら
柳
田
は
何
を
得
た
の
か
、
そ

の
足
跡
を
辿
る
こ
と
に
す
る
。

二　

 

柳
田
文
庫
所
蔵
の
ボ
ル
テ
／
ポ
リ
フ
カ
編
『
グ
リ
ム
兄
弟

の
子
ど
も
と
家
庭
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
注
釈
』

柳
田
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
Ｂ
Ｐ
の
テ
ク
ス
ト
は
以
下
の
全
五
冊
で

あ
る
。

G
rim

m
, Jacob und W

ilhelm
: A

nm
erkungen zu den K

inder- 
und H

ausm
ärchen der B

rüder G
rim

m
. N

eu bearb. von Johannes 
B

olte und G
eorg Polívka. B

d. 1

‐5. Leipzig, D
ieterich ’sche, 

（B
d.1:1913, B

d.2:1915, B
d.3: 1918, B

d.4: 1930, B
d.5: 1932.

）

定
本
の
年
譜
に
よ
る
と
柳
田
は
第
一
巻
か
ら
三
巻
を
滞
欧
中
の

一
九
二
一
年
に
ド
イ
ツ
で
購
入
し
、
日
本
に
送
っ
て
い
る
。
出
版
年
か
ら

考
え
る
と
、
第
四
巻
、
第
五
巻
は
帰
国
後
購
入
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お

全
巻
と
も
読
了
自
記
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

第
一
巻
か
ら
第
三
巻
は
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
（
一
八
五
六
年
版
）
第
三
巻
に
収
め

ら
れ
た
グ
リ
ム
兄
弟
の
注
釈
を
増
補
し
た
も
の
で
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
の
個
々
の
番

号
に
類
話
や
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
特
徴
を
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
だ
け
で
な
く
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
を
含
め
た
豊
富
な
類
話
一

覧
を
掲
げ
て
、
事
項
説
明
、
お
よ
び
一
般
的
な
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。

第
四
巻
で
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
歴
史
や
古
代
、
中
世
、
近
世
の
文
学
作
品
に

現
れ
て
い
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
お
よ
び
そ
の
モ
チ
ー
フ
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

第
五
巻
で
は
各
国
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
収
集
状
況
や
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
成
立
と
伝

播
に
関
す
る
諸
理
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
５
）。

全
五
巻
の
中
で
も
特
に
四
巻

目
に
書
き
込
み
が
多
く
、
第
八
章
「
グ
リ
ム
兄
弟
の
収
集
」
以
外
の
章
で

は
、
ほ
と
ん
ど
の
頁
に
下
線
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
初
め
に
Ｂ
Ｐ

第
四
巻
第
一
章
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
名
称
と
特
徴
」
に
お
け
る
柳
田
の
書
き

込
み
箇
所
を
手
が
か
り
に
、
柳
田
が
Ｂ
Ｐ
を
ど
の
よ
う
に
読
み
、
自
身
の

学
問
に
取
り
入
れ
た
の
か
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
。

三　
柳
田
國
男「
昔
話
採
集
者
の
為
に
」に
見
ら
れ
る
Ｂ
Ｐ
の
影
響

こ
こ
で
は
、
柳
田
に
よ
る
注
記
お
よ
び
○
や
✓
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る

箇
所
を
項
目
ご
と
に
分
け
て
全
て
で
は
な
い
が
以
下
に
示
す
。
な
お
、〈　

〉

内
の
語
句
は
Ｂ
Ｐ
の
本
文
中
に
見
ら
れ
る
柳
田
に
よ
る
書
き
込
み
を
表
し
、
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本
文
中
の
傍
線
は
柳
田
に
よ
る
下
線
な
い
し
欄
外
の
傍
線
を
表
し
て
い
る
。

「
？
」
は
判
読
で
き
な
か
っ
た
箇
所
を
、
本
文
の
引
用
箇
所
の
意
味
内
容
を

明
確
に
す
る
た
め
に
、﹇　

﹈
で
適
宜
補
足
を
加
え
た
。
ま
た
、（　

）
内

の
数
は
Ｂ
Ｐ
第
四
巻
の
頁
数
を
表
す
。

・
発
端
句
、
中
句
、
結
末
句

ボ
ル
テ
／
ポ
リ
フ
カ
は
「
昔
々
あ
る
と
こ
ろ
に
」
や
「
彼
ら
は
ま
だ
死

ん
で
い
な
け
れ
ば
今
も
ま
だ
生
き
て
い
る
」
と
い
っ
た
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
形

式
句
に
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
、
Ｂ
Ｐ
第
四
巻
第
一
章
に
は

世
界
中
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
発
端
句
や
中
句
、
結
末
句
の
例
が
多
数
紹
介
さ

れ
て
い
る
（
一
三
│
三
六
頁
）。
全
体
を
通
し
て
み
て
も
形
式
句
に
関
す
る

箇
所
に
下
線
や
書
き
込
み
が
多
く
、
柳
田
も
ま
た
昔
話
の
形
式
に
大
き
な

関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
形
式
句
に

関
す
る
柳
田
の
書
き
込
み
箇
所
を
引
用
す
る
。

メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
導
入
部
お
よ
び
結
末
部
で
は
、
十
六
世
紀
、
す
な
わ
ち

中
世
か
ら
証
言
さ
れ
て
い
る
同
じ
よ
う
な
決
ま
り
文
句
﹇Form

eln

﹈
が

度
々
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
作
品
に
は

「
昔
々
あ
る
所
に
」
と
い
う
広
く
普
及
し
た
発
端
が
証
言
さ
れ
て
い
る
。

デ
ン
マ
ー
ク
語
：D

et var engang. 

英
語
：O

nce upon a tim
e. 

フ

ラ
ン
ス
語
：Il y avait une fois. 

…
…
✓
中
国
語
で
はPiën pa

＝So 
w

ar es.

（
一
三
│
一
四
頁
）

「
世
界
が
始
ま
っ
た
最
初
の
日
に
」（Folklore Journal 6,17: 

ア
イ
ヌ
）

（
一
四
頁
）

イ
ギ
リ
ス
の
あ
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
で
は
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
を
✓
ふ
ざ

け
な
が
ら
拒
ん
で
い
る
。「
昔
々
あ
る
所
に
、
そ
れ
は
と
っ
て
も
い
い
時

代
だ
っ
た
の
だ
け
ど
、
で
も
私
の
時
代
で
は
な
く
、
あ
な
た
の
時
代
で

も
な
く
…
」（
一
五
頁
）

ナ
ッ
ソ
ー
で
は
慎
み
深
く
韻
を
踏
ん
だ
発
端
句
と
な
っ
て
い
る
。（
一
六
頁
）

〈
中
詞
〉　

物
語
の
流
れ
の
中
で
話
し
手
は
し
ば
し
ば
﹇
聞
き
手
﹈
の
注

意
が
そ
れ
な
い
よ
う
に
、
耳
を
傾
け
て
く
れ
て
い
る
聞
き
手
に
話
し
か

け
る
「
彼
ら
が
貧
し
い
子
供
た
ち
を
思
っ
て
ど
ん
な
に
泣
い
た
こ
と
か

考
え
て
み
て
ち
ょ
う
だ
い
。」（G

r.5

）
あ
る
い
は
、
金
の
ロ
バ
が
不
思

議
な
力
を
見
せ
る
時
、「
お
ま
え
さ
ん
も
そ
こ
に
い
た
ら
良
か
っ
た
の

に
っ
て
顔
し
て
る
わ
ね
」（G

r.36

）（
二
〇
頁
）

彼
﹇
話
し
手
﹈
は
、
冬
に
イ
チ
ゴ
を
探
し
に
行
か
さ
れ
た
少
女
が
雪
を

掃
っ
た
時
に
、
聞
き
手
に
尋
ね
る
「
少
女
が
見
つ
け
た
の
は
何
だ
と
思

う
？
」（G

r.13

）（
二
〇
頁
）

✓　

そ
う
し
た
質
問
は
時
折
、
橋
渡
し
と
な
る
決
ま
り
文
句
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﹇Ü
bergangsform

el

﹈
と
し
て
も
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
別
の
部
分
で
使
わ
れ

て
い
る
。（
二
一
頁
）

〈
？
？
例
ハ
？
？
？
？
？
？
？
？
〉　　

…
…
あ
る
い
はBladé 3,60

の

ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
で
は
、「
眠
り
な
さ
い
、
善
良
な
人
々
よ
、

私
が
狐
ル
ナ
ー
ル
と
狼
と
大
き
な
ラ
イ
オ
ン
の
お
話
を
し
て
い
る
間
に
、

眠
り
な
さ
い
。」（
二
二
頁
）

こ
れ
は
中
世
の
語
り
手
の
技
巧
か
ら
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
古
代
の
叙
事
詩
人
は
そ
う
い
っ
た
﹇
話
の
﹈
転
換
を
両
方
の
登

場
人
物
の
簡
潔
な
対
照
に
よ
っ
て
表
わ
す
か
、
あ
る
い
は
、「
し
か
し
」

と
か
「
そ
の
間
」
と
い
っ
た
言
葉
だ
け
で
新
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
導
入

す
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
、
他
方
、
色
々
な
言
い
回
し
や
真
実
で
あ
る
と

い
う
言
明
、
要
求
、
約
束
に
よ
っ
て
、
聞
き
手
と
の
つ
な
が
り
を
真
面

目
に
と
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
十
二
世
紀
の
同
胞
は
大
き
く
合

図
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
出
来
事
に
聴
き
手
の
注
意
を
引
こ
う
と
す
る
。

（
二
二
頁
）

決
ま
り
文
句
は
散
文
の
物
語
に
お
い
て
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。（
二
三
頁
）

○　

ペ
ッ
チ
ュ
が
示
唆
に
富
ん
だ
本
に
ま
と
め
た
結
末
句
は
、
主
人
公

の
遥
か
先
の
運
命
を
引
き
合
い
に
出
す
か
、
あ
る
い
は
語
り
手
と
そ
の

信
憑
性
に
目
を
向
け
た
も
の
か
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
終
わ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
知
ら
せ
る
か
の
ど
れ
か
で
あ
る
。（
二
四
頁
）

自
然
解
釈
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
［
起
源
説
話
］
の
結
末
で
は
、
動
物
、
あ
る

い
は
植
物
の
外
見
の
変
化
が
今
な
お
続
い
て
い
る
と
い
う
記
述
が
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
。
例
「
カ
レ
イ
の
口
は
曲
が
っ
た
ま
ま
だ
。」（G

r.172

）

（
二
五
頁
）

ま
れ
に
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
、
寓
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
教
訓
で
終
わ
っ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
例
「
わ
か
っ
た
か
い
、
そ
う
し
て
世
界
は
回
っ
て

い
る
」（G

r.2

）。「
急
が
ば
回
れ
」
…
。（
二
五
頁
）

〈
コ
レ
デ
オ
シ
マ
ヒ
〉　
「
そ
れ
か
ら
先
の
こ
と
に
つ
い
て
は
私
は
何
も
聞

い
て
な
い
」（
三
〇
頁
）

「
こ
れ
で
お
し
ま
い
」﹇A

us

﹈
と
い
う
結
末
句
は
、
押
韻
で
粉
飾
さ
れ

る
の
も
ま
れ
で
は
な
い
「Snipp Snapp, Snut,

」 ・
・
・
✓Et cric 

a crac, 

…
。（
三
〇
│
三
一
頁
）

〈
鶏
ノ
声
ヲ
ナ
ス
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」〉　

独
特
な
の
は
、
時
折
、
話
し
手
が

夜
明
け
の
薄
明
を
知
ら
せ
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
世
界
の
夢
か
ら
現
実
へ
と

呼
び
戻
す
鶏
の
声
で
話
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
「
そ
こ
で
雄
鶏
が

鳴
い
た
。
キ
ッ
ケ
リ
ッ
キ
。
メ
ル
ヘ
ン
は
こ
れ
で
お
し
ま
い
。
キ
ッ
ケ

リ
ッ
キ
」（Gr.152

）
；
フ
ラ
ン
ス
語
「
で
も
あ
る
晩
…
雄
鶏
が
鳴
い
て

い
る
、
朝
が
来
た
、
私
の
話
は
こ
れ
で
お
し
ま
い
。」「
雄
鶏
が
鳴
い
た
、
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み
な
さ
ん
、
朝
が
来
た
。」（
三
二
頁
）

〈
コ
レ
デ
オ
シ
マ
ヒ
〉
の
書
き
込
み
以
外
に
も
〈
有
ッ
タ
ト
サ
〉
や
〈
草

木
コ
ト
ト
ヒ
シ
ト
キ
〉
と
い
っ
た
書
き
込
み
も
あ
り
、
柳
田
は
日
本
の
昔
話

の
形
式
句
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
Ｂ
Ｐ
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本

の
「
昔
々
あ
る
と
こ
ろ
に
」
に
該
当
す
る
各
国
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
発
端
句
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
は
中
国
語
の
箇
所
に
下
線
が
引
か
れ
、
ア
イ
ヌ
、

さ
ら
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
機
知
に
富
ん
だ
発
端
句
、
ナ
ッ
ソ
ー
に
は
押
韻
形
式

の
発
端
句
が
あ
る
と
い
う
箇
所
に
も
下
線
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
Ｋ
Ｈ
Ｍ

に
お
け
る
中
句
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
は
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
番
号
に
下
線
が
引

か
れ
て
お
り
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
語
る
際
、
語
り
手
が
話
の
途
中
で
聞
き
手
に

語
り
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
注
意
を
引
く
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
結
末
句

に
関
す
る
部
分
で
は
、
教
訓
で
終
わ
る
話
や
、
韻
を
踏
ん
で
終
わ
る
も
の
が

あ
る
こ
と
に
も
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
な
お
、
柳
田
文
庫
所
蔵
の
Ｋ
Ｈ
Ｍ
本

文
中
に
も
発
端
句
と
結
末
句
の
箇
所
に
下
線
が
多
数
見
ら
れ（
６
）、

昔
話
の
形
式

句
に
対
す
る
柳
田
の
関
心
の
高
さ
が
窺
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
柳
田
は
Ｂ
Ｐ
第
四
巻
が
刊
行
さ
れ
た
翌
年
（
一
九
三
一
年
）

四
月
に
、
後
に
『
昔
話
覚
書
』
に
収
録
さ
れ
る
「
昔
話
採
集
者
の
為
に（
７
）」

を
雑
誌
「
旅
と
伝
説
」
で
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
柳
田
は
、
昔
話

採
集
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
「
昔
話
」
と
い
う
語
に
明
確
な
意
味
を
持
た

せ
よ
う
と
し
て
定
義
づ
け
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
際
、
柳
田
は
形
式
的
な

観
点
か
ら
発
端
句
と
結
末
句
に
注
目
し
、
昔
話
は
必
ず
冒
頭
に
昔
々
と
い

う
一
句
を
そ
な
え
て
語
っ
て
い
る
、「
話
は
こ
れ
を
以
て
終
わ
る
」
と
い
っ

た
意
味
を
持
つ
結
末
句
を
有
す
る
と
定
義
し
て
い
る
。
さ
ら
に
柳
田
は
、

日
本
に
は
少
な
い
が
、
昔
話
に
は
合
い
の
手
、
す
な
わ
ち
中
詞
（
中
句
）

が
み
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
昔
話
の
形
式
句
に
着
目
し
た
柳
田

は
、
後
に
日
本
に
お
け
る
発
端
句
と
結
末
句
の
地
方
的
変
化
の
特
色
、
傾

向
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
論
考
「
昔
話
の
発
端
と
結
び
」（
昭
和
十
七
年
三

月
）
を
著
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

・
話
の
信
憑
性

発
端
句
や
ジ
ャ
ン
ル
論
に
も
関
連
す
る
が
、
ボ
ル
テ
／
ポ
リ
フ
カ
は
メ

ル
ヒ
ェ
ン
の
冒
頭
部
で
話
の
信
憑
性
に
関
し
て
語
り
手
が
そ
の
立
場
を
表

明
す
る
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

〈
有
ッ
タ
ト
サ
〉　

信
憑
性
と
い
う
問
題
に
対
す
る
立
場
を
最
初
か
ら
明
ら

か
に
し
て
い
る
語
り
手
た
ち
も
い
る
。
と
い
う
の
も
、
人
々
は
た
い
て
い

詩
人
の
創
造
的
活
動
を
そ
れ
ほ
ど
尊
重
し
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
詩
人
と

嘘
つ
き
を
同
じ
も
の
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
起
こ
っ
た
こ
と
と

し
て
報
告
さ
れ
る
こ
と
は
現
実
に
も
ま
た
生
じ
た
と
い
う
こ
と
を
人
々
は

要
求
す
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
大
人
の
聞
き
手
を
前
に
し
た
メ
ル
ヒ
ェ
ン

の
語
り
手
は
し
ば
し
ば
困
っ
た
状
況
に
陥
る
。「
こ
の
話
は
嘘
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
け
ど
、
で
も
本
当
の
こ
と
な
ん
で
す
よ
」
と
グ
リ
ム
の
一
八
七

番
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
始
ま
る
。
あ
る
ロ
シ
ア
人
は
、
祖
母
か
ら
話
を
聞
い

た
、
と
自
分
の
祖
母
を
引
き
合
い
出
し
て
い
る
。
事
実
に
即
し
て
感
じ
る
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バ
ス
ク
人
は
前
述
の
よ
う
な
事
柄
を
典
型
的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る

「
世
界
に
よ
く
あ
る
よ
う
に
、
一
人
の
男
と
一
人
の
女
が
そ
こ
に
生
き
て

い
た
。」
他
方
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
人
は
疑
う
者
に
﹇
信
じ
る
か
信
じ
な
い

か
を
﹈
選
ば
せ
る
「
お
聞
き
、
お
前
達
は
そ
れ
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
信
じ

た
け
れ
ば
信
じ
、
信
じ
た
く
な
け
れ
ば
信
じ
な
く
て
も
良
い
。
自
分
で
確

か
め
る
よ
り
は
信
じ
た
ほ
う
が
良
い
。」（
一
七
頁
）

〈
草
木
コ
ト
ト
ヒ
シ
ト
キ
〉　

ロ
シ
ア
人
は
違
う
方
法
で
物
語
の
現
実
性

に
対
す
る
批
判
的
な
疑
念
を
な
だ
め
よ
う
と
す
る
。「
か
つ
て
は
今
の
よ

う
で
は
な
か
っ
た
。か
つ
て
は
こ
の
世
の
中
に
色
々
な
不
思
議
が
起
こ
っ

て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
、
世
界
そ
の
も
の
も
今
と
は
違
う
も
の
だ
っ
た
。

私
た
ち
の
時
代
に
は
も
は
や
何
も
な
い
。」（
一
八
頁
）

話
が
本
当
の
こ
と
だ
と
知
ら
せ
る
の
に
、
証
人
を
引
き
合
い
に
出
す
こ

と
が
あ
る
。
例
：
「
私
の
お
師
匠
さ
ん
が
そ
う
語
っ
た
の
だ
よ
。」
…
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
語
「
私
が
嘘
を
言
っ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
を
私
に
話
し

た
人
が
嘘
を
つ
い
て
い
る
の
だ
。」（
二
六
頁
）

柳
田
は
右
の
箇
所
を
読
む
際
、「
あ
っ
た
そ
う
だ
」
と
い
う
伝
聞
の
意
味

が
含
ま
れ
る
〈
有
ッ
タ
ト
サ
〉
や
「
草
木
が
喋
っ
て
い
た
時
」
と
い
う
始

源
的
混
沌
の
表
現
で
も
あ
る
「
草
木
言
語
（
こ
と
と
）
ひ
し
時
」（『
常
陸

国
風
土
記
』）
と
い
っ
た
日
本
の
昔
話
に
も
該
当
す
る
句
を
念
頭
に
入
れ
て

い
た
こ
と
が
書
き
込
み
か
ら
わ
か
る
。
話
の
信
憑
性
は
伝
説
と
昔
話
を
区

別
化
す
る
基
準
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
柳
田
も
話
の
信
憑
性
に
注
目
し

て
昔
話
お
よ
び
伝
説
を
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
項
目
で

詳
し
く
取
り
上
げ
る
。

・
昔
話
と
伝
説
─
隣
接
す
る
ジ
ャ
ン
ル

Ｂ
Ｐ
第
四
巻
第
一
章
の
後
半
部
で
は
、
昔
話
の
ジ
ャ
ン
ル
に
関
す
る
問

題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
以
下
の
箇
所
に
書
き
込
み
が
見
ら
れ
る
。

メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
構
造
と
様
式
と
い
う
重
要
な
特
異
性
と
い
う
点
で
、
伝

説
や
バ
ラ
ー
ド
と
い
っ
た
民
衆
文
学
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
と
共
通
し
て
い

る
。
そ
の
重
要
な
特
異
性
は
ア
ク
セ
ル
・
オ
ル
リ
ク
に
よ
っ
て
叙
事
的

法
則
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
三
数
字
の
繰
り
返
し
や
後
部
優
先
、

す
な
わ
ち
三
番
目
の
弟
の
強
調
、
あ
る
い
は
最
初
の
二
人
の
兄
を
越
え

た
三
番
目
の
弟
の
試
み
の
強
調
と
い
う
よ
う
に
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
伝
説

の
主
な
違
い
は
本
当
の
世
界
と
の
関
わ
り
方
に
そ
の
本
質
が
あ
る
。*

（
三
六
頁
）（「
三
番
目
の
弟
の
強
調
」
の
箇
所
に
〈
甲
賀
三
郎
〉　

の
書

き
込
み
）

*

注 F. Panzer, M
ärchen, Sage und D

ichtung 1905 S.18. 
F. R

anke, D
ie dt. V

olkssagen 1910 S.X
f. J. Folkers, 

Z
ur Stilkritik der dt. Volkssage

（K
iel 1910

）. O
lrik, 

G
runds ӕ

tninger 1921 p.33. W
. A

ly, H
erodot 1921 S.9. 

R
utgers, M

ärchen und Sage （G
rningen 1923

）
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伝
説
が
現
実
性
を
与
え
る
こ
と
を
要
求
し
、
聞
き
手
に
信
じ
る
こ
と
を

求
め
る
一
方
で
、
聞
き
手
た
ち
を
た
だ
も
て
な
そ
う
と
す
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン

は
、
こ
の
世
の
出
来
事
の
条
件
に
は
関
心
が
な
い
。
こ
の
多
様
性
か
ら
ま

た
別
の
も
の
が
生
じ
て
い
る
。
伝
説
は
キ
ヅ
タ
の
つ
る
同
様
、
歴
史
的
出

来
事
と
人
物
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
周
辺
地
域
の
特
定
の
対

象
物
、
山
や
湖
や
木
、
建
物
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
時
間

的
、
場
所
的
に
結
び
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ほ
と
ん
ど
の

場
合
、
登
場
人
物
の
具
体
的
な
名
称
を
放
棄
し
て
い
る
。（
三
六
頁
）

ま
た
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
リ
ム
に
よ
る
一
八
一
九
年
Ｋ
Ｈ
Ｍ
序
文
の

引
用
部
に
以
下
の
傍
線
が
み
ら
れ
る
。

歴
史
的
伝
説
と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
何
か
変
わ
っ
た
も
の

や
驚
く
べ
き
も
の
、
超
自
然
の
も
の
で
さ
え
、
ま
さ
に
重
大
な
こ
と
と

し
て
、
日
常
的
な
も
の
や
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
、
現
在
の
も
の
と
つ
な

ぎ
合
わ
せ
、
そ
の
た
め
、
伝
説
は
し
ば
し
ば
そ
っ
け
な
く
、
鋭
く
、
そ

し
て
奇
妙
に
思
わ
れ
る
。
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
し
か
し
な
が
ら
世
界
か
ら
離

れ
て
、
囲
わ
れ
て
、
邪
魔
に
な
っ
て
い
な
い
場
所
に
あ
り
、
メ
ル
ヒ
ェ

ン
は
そ
の
場
所
を
越
え
て
、
世
界
を
さ
ら
に
の
ぞ
き
見
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
名
前
も
場
所
も
特
定
の
故
郷
も
知
ら
ず
、

そ
れ
は
何
か
祖
国
に
共
通
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。（
一
八
一
九
年

Ｋ
Ｈ
Ｍ
序
文
）
同
様
の
こ
と
を
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
は
一
八
四
四
年
の

ド
イ
ツ
神
話
学S.X

IV

で
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
合
致
し
て
い
る
の
は
、

ホ
ー
エ
ン
フ
ル
ト （nr.82

）
や
コ
イ
タ
ー
ベ
ル
ク （96

）
の
よ
う
に
語

り
手
の
近
隣
の
地
名
が
ご
く
た
ま
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
ブ
レ
ー
メ
ン （27

）
や
シ
ュ
ト
ロ
ー
ム
ベ
ル
ク （93

）、
東
ポ
ン

メ
ル
ン
（152

）、
ス
イ
ス
（33

）、
紅
海
（88

）、
東
イ
ン
ド
（137

）

は
明
ら
か
に
、
た
だ
ど
こ
か
の
遠
い
見
知
ら
ぬ
地
方
を
意
味
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
の
だ
そ
う
だ
。（
三
七
頁
）

し
か
し
な
が
ら
、
か
な
り
昔
か
ら
密
接
に
関
連
し
て
い
る
ジ
ャ
ン
ル
と

い
う
点
で
、
時
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
﹇
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
笑

話
﹈
に
境
界
線
を
引
く
の
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
笑
話
的
特
徴
と
い

う
も
の
は
語
り
手
の
気
分
、
そ
し
て
聞
き
手
の
グ
ル
ー
プ
の
状
態
に
応

じ
て
同
じ
題
材
で
も
強
く
、
あ
る
い
は
弱
く
現
わ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

（
三
八
頁
）

こ
こ
で
ボ
ル
テ
／
ポ
リ
フ
カ
は
グ
リ
ム
や
ア
ク
セ
ル
・
オ
ル
リ
ク
の
メ

ル
ヒ
ェ
ン
の
法
則
、
定
義
を
引
用
し
、
伝
説
は
聞
き
手
に
信
じ
る
こ
と
を

要
求
す
る
が
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
娯
楽
の
た
め
に
話
さ
れ
る
の
で
信
じ
る
こ

と
を
要
求
せ
ず
、
ま
た
、
伝
説
は
特
定
の
人
物
や
事
物
と
結
び
つ
く
が
、

メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
特
定
の
場
所
や
時
間
と
の
結
び
つ
き
が
な
い
と
、メ
ル
ヒ
ェ

ン
お
よ
び
伝
説
の
概
念
を
規
定
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
論
考
「
昔
話
採

集
者
の
為
に
」
に
お
い
て
柳
田
は
形
式
的
な
観
点
以
外
に
も
ボ
ル
テ
／
ポ

リ
フ
カ
と
同
様
、
物
語
の
信
憑
性
と
言
う
点
で
伝
説
と
の
差
別
化
を
次
の
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よ
う
に
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
話
法
の
特
徴
と
し
て
「
あ
っ
た
そ

う
な
」
と
い
う
よ
う
な
「
私
は
そ
う
聞
い
て
い
る
」
と
い
う
意
味
の
語
が

昔
話
に
は
あ
り
、
昔
話
は
最
初
か
ら
説
く
人
、
聴
く
人
は
信
じ
よ
う
と
し

な
い
、
周
遊
、
流
伝
の
力
が
強
い
、
技
術
、
文
芸
作
品
で
、
一
方
、
伝
説

は
常
に
信
じ
ら
れ
、
又
、
信
じ
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
で
、
土
地
に
定
着

し
、
そ
れ
は
記
憶
、
素
材
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
昔
話
の
形
式
的
な
観
点
か
ら
の
概
念
規
定
お
よ
び
日
本
に

お
け
る
発
端
句
と
結
末
句
に
関
す
る
研
究
と
同
様
、
柳
田
の
昔
話
の
定
義

や
研
究
に
は
Ｂ
Ｐ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
重
な
る
点
が
多
く
、
Ｂ
Ｐ

の
刊
行
年
お
よ
び
柳
田
の
論
文
「
昔
話
採
集
者
の
為
に
」
の
発
表
年
を
鑑

み
て
も
、
日
本
の
昔
話
研
究
を
構
築
し
、
発
展
さ
せ
て
い
く
上
で
Ｂ
Ｐ
を

参
考
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

・
語
り
の
場
と
語
り
手

Ｂ
Ｐ
で
は
、
古
代
や
中
世
、
近
世
に
お
い
て
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
語
る
こ
と

を
生
業
と
し
て
い
た
者
お
よ
び
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
語
る
旅
職
人
に
つ
い
て
以

下
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

〈
話
ノ
者
〉　

…
古
典
古
代
の
時
代
の
ア
レ
タ
ロ
ゴ
ス
﹇A

retalogos

：

ラ
テ
ン
語
で
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
の
意
﹈ 

や
フ
ァ
ブ
レ
ー
タ
ー

﹇fabulator

：
ラ
テ
ン
語
に
由
来
し
、
同
じ
く
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
の

意
﹈
あ
る
い
は
ミ
ム
ス
﹇M

im
us

：
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
で
市
場

や
私
邸
で
演
じ
ら
れ
た
口
上
、
軽
業
、
声
色
、
物
ま
ね
な
ど
の
芸
の
総

称
﹈
の
よ
う
に
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
語
る
こ
と
を
職
業
と
し
て
、
生
計
を
立

て
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
…
…
。（
六
頁
）

○　

イ
ヴ
ァ
ン
雷
帝
は
こ
う
し
た
目
的
の
た
め
に
三
人
の
目
の
見
え
な

い
男
た
ち
を
雇
っ
た
。
十
七
世
紀
に
は
そ
の
よ
う
な
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
語

り
手
た
ち
﹇bacharj, skazitelj, skazo čnik

﹈
は
ツ
ァ
ー
リ
で
あ
っ
た

ミ
ハ
イ
ル
や
ア
レ
ク
セ
イ
の
宮
廷
に
置
か
れ
、
十
八
世
紀
に
は
女
帝
エ

リ
ザ
ベ
ス
や
多
く
の
貴
族
達
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な

者
た
ち
は
し
ば
し
ば
農
奴
や
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
者
た
ち
で
あ
っ

た
が
、
し
か
し
、
方
々
を
旅
す
る
語
り
手
、
す
な
わ
ち
ボ
ヤ
ー
レ
ン

﹇Bojaren

：
ロ
シ
ア
の
貴
族
の
一
種
﹈
に
よ
っ
て
宮
廷
に
至
っ
た
中
世

の
同
胞
﹇skom

orochi

﹈
の
継
承
者
も
い
た
。〈
同
胞
〉（
七
頁
）

田
舎
の
日
雇
い
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
手
仕
事
）
で
あ
る

方
々
を
旅
す
る
仕
立
屋
あ
る
い
は
靴
職
人
と
い
う
の
は
、
し
ば
し
ば
有
益

な
仕
事
と
並
ん
で
下
男
下
女
に
彼
ら
の
持
つ
伝
説
や
物
語
の
蓄
え
か
ら
い

く
ら
か
提
供
す
る
。
宿
の
な
い
物
乞
い
た
ち
も
ま
た
し
ば
し
ば
こ
う
し
た

方
法
で
も
て
な
し
の
良
い
主
人
に
感
謝
の
意
を
表
わ
す
。（
九
頁
）

彼
女
﹇
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
祖
母
﹈
は
心
打
つ
面
白
い
物

語
を
感
動
的
に
表
現
し
、
登
場
人
物
の
様
々
な
性
格
に
し
た
が
っ
て
身

振
り
手
振
り
で
も
っ
て
表
現
す
る
と
い
う
本
当
に
素
晴
ら
し
い
才
能
を
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持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
女
性
、
あ
る
い
は
男
性
が
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
い
う

宝
の
よ
り
良
き
管
理
者
で
あ
る
か
ど
う
か
は
収
集
家
た
ち
が
そ
の
経
験

に
し
た
が
っ
て
様
々
に
答
え
る
と
こ
ろ
の
問
題
で
あ
る
。
…
…
ミ
ュ
レ

ン
ホ
フ
や
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
・
テ
ン
プ
ル
は
た
い
て
い
子
供
の
口
か
ら
﹇
話

を
﹈
得
て
い
た
が
、
ヴ
ィ
サ
ー
や
他
の
者
た
ち
に
と
っ
て
は
高
齢
で
あ

る
こ
と
が
よ
り
豊
か
な
﹇
話
の
﹈
源
泉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。（
九
│
一
〇
頁
）

と
こ
ろ
で
柳
田
は
『
口
承
文
芸
史
考
』
に
お
い
て
、
目
の
見
え
な
い
女

性
や
座
頭
な
ど
、
語
り
ご
と
を
職
と
す
る
者
が
日
本
に
も
多
い
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
（
８
）。

柳
田
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
語
り
を
職
と
し
て
い
る

者
の
存
在
を
Ｂ
Ｐ
か
ら
知
り
、
日
本
に
お
け
る
そ
う
し
た
語
り
手
に
関
す

る
研
究
を
行
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
柳
田
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
語
ら
れ
る
時

や
場
、
聞
き
手
と
語
り
手
の
掛
け
合
い
に
も
関
心
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
、

以
下
の
引
用
部
に
書
き
込
み
が
み
ら
れ
る
。

〈
話
ハ
訳
ノ
モ
ノ
〉　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
語
り

部
は
物
語
﹇G

eschichte

﹈
を
昼
間
に
語
る
の
を
拒
ん
だ
。
な
ぜ
な
ら

そ
の
こ
と
が
不
幸
を
も
た
ら
す
か
ら
だ
：
同
様
の
こ
と
を
ニ
ュ
ー
ギ
ニ

ア
の
バ
ス
ト
ス
の
人
々
と
ズ
ル
カ
の
人
々
は
信
じ
て
い
る
。（
五
頁
）

〈
御
伽
〉　

夜
に
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
語
ら
せ
た
最
初
の
人
は
ア
レ
ク
サ
ン

ダ
ー
大
王
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
か
ら
か
う
人
た
ち
も
い
た
が
、
し

か
し
彼
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
聞
い
て
楽
し
む
た
め
に
語
ら
せ
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
眠
ら
ず
に
い
る
た
め
、
用
心
し
続
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。

（
七
頁
）

カ
イ
島
［
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
東
部
の
諸
島
］
で
は
お
通
夜
の
時
、
一
人
の

女
性
が
頭
を
膝
の
上
に
置
い
て
か
ら
次
の
よ
う
に
言
う
。「
私
は
何
か
の

夢
を
見
た
。
そ
の
話
［
夢
］
は
こ
う
だ
。（
一
六
頁
）

✓　

同
様
に
、
ダ
ホ
メ
の
黒
人
た
ち
の
間
で
は
語
り
手
は
次
の
よ
う
に

呼
び
か
け
る
：
「
ア
ロ
ー
」﹇A

lo

：
メ
ル
ヒ
ェ
ン
」、
そ
し
て
聞
き
手

は
こ
う
返
す
「
ア
ロ
ー
」（
一
六
頁
）

○　

イ
ン
ド
人
は”hum

”

と
い
う
声
に
よ
っ
て
関
心
を
示
す
。（
一
七
頁
）

し
ば
し
ば
ロ
シ
ア
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
そ
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
語
り
手
は
聞
き

手
の
期
待
を
膨
ら
ま
せ
る
た
め
に
、
面
白
い
、
あ
る
い
は
下
品
な
前
メ
ル

ヒ
ェ
ン
﹇Vorm

ärchen （priskazka

）﹈
を
前
に
述
べ
る
。（
一
九
頁
）

〈
オ
次
ノ
番
〉　

し
ば
し
ば
聞
き
手
の
一
人
が
別
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
語
っ

て
場
を
に
ぎ
わ
す
と
い
っ
た
要
求
が
続
く
こ
と
が
あ
る
。（
三
三
頁
）

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
が
眠
ら
な
い
た
め
に
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
語
ら
せ
た

と
い
う
箇
所
に
〈
御
伽
〉
の
書
き
込
み
が
見
ら
れ
る
が
、
御
伽
の
ト
ギ
が
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喪
家
に
通
夜
す
る
こ
と
、
睡
を
忍
び
起
き
明
か
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
た

こ
と
、
陣
営
生
活
の
夜
に
ト
ギ
を
語
っ
て
い
た
、
と
日
本
に
お
け
る
昔
話

の
語
り
の
場
に
関
す
る
こ
と
が
『
口
承
文
芸
史
考
』
で
言
及
さ
れ
て
い
る
（
９
）。

・
昔
話
の
分
類

ボ
ル
テ
／
ポ
リ
フ
カ
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
動
物
メ
ル
ヒ
ェ
ン
、
本
来
の
メ

ル
ヒ
ェ
ン
（
魔
法
メ
ル
ヒ
ェ
ン
）、
笑
話
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
い

る
ア
ン
テ
ィ
・
ア
ー
ル
ネ
の
分
類
が
最
良
だ
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
箇
所

に
〈
三
ツ
ノ
境
ノ
モ
ノ
ア
リ
〉
の
書
き
込
み
、
お
よ
び
「
三
つ
の
グ
ル
ー

プ
」、「
小
説
的
メ
ル
ヒ
ェ
ン
」
に
下
線
、「
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
」
の
部
分
に

は
さ
ら
に
✓
が
み
ら
れ
る
（
三
九
頁
）。

柳
田
文
庫
に
は
右
の
引
用
箇
所
で
言
及
さ
れ
て
い
る
ア
ー
ル
ネ
／
ト
ン

プ
ソ
ン
の
『
昔
話
の
話
型
』（
以
下
、Ａ
Ｔ
と
略
記
）
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

柳
田
に
よ
る
書
き
込
み
が
多
数
み
ら
れ
る）

10
（

。
紙
面
の
都
合
上
、
深
く
立
ち

入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
柳
田
は
ア
ー
ル
ネ
の
三
分
類
法
に
対
し
、「
昔

話
の
成
長
の
過
程
を
、
個
々
の
民
族
に
就
い
て
充
分
に
、
調
べ
て
み
る
だ

け
の
余
裕
が
な
か
つ
た
為
だ
ら
う
と
も
思
ふ
）
11
（

」
と
否
定
的
な
態
度
を
と
っ

て
お
り
、
柳
田
は
ま
ず
は
一
国
に
お
け
る
分
類
を
行
う
こ
と
を
提
唱
し
、

『
日
本
昔
話
名
彙
』
で
昔
話
を
発
生
論
的
な
観
点
か
ら
本
格
昔
話
と
派
生
昔

話
の
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

以
上
、
Ｂ
Ｐ
第
四
巻
第
一
章
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
名
称
と
特
徴
」
に
お
け

る
柳
田
の
書
き
込
み
を
手
が
か
り
に
、
柳
田
の
昔
話
研
究
に
与
え
た
Ｂ
Ｐ

の
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
柳
田
は
昔
話
の
比
較
研
究
の
資
料
と

な
る
Ｂ
Ｐ
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
を
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
購
入
し
、
Ｂ
Ｐ
第
四
巻

が
刊
行
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
以
降
、
後
に
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
や
『
昔
話

と
文
学
』、『
口
承
文
芸
史
考
』
に
収
録
さ
れ
る
論
文
を
次
々
に
発
表
し
て

い
る
。
書
き
込
み
調
査
の
結
果
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
昔
話
の
概
念
を

規
定
す
る
際
、
柳
田
は
Ｂ
Ｐ
か
ら
特
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、

柳
田
は
昔
話
の
起
源
お
よ
び
成
長
発
達
の
過
程
を
追
究
し
、
ま
た
こ
れ
に

よ
っ
て
日
本
の
固
有
信
仰
を
尋
ね
る
こ
と
を
昔
話
研
究
の
眼
目
と
し
た
。

柳
田
が
昔
話
研
究
を
本
格
的
に
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、西
欧
の
メ
ル
ヒ
ェ

ン
研
究
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
だ
が
、
で
は
、

柳
田
は
当
時
の
西
欧
に
お
け
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
研
究
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、

そ
し
て
柳
田
の
昔
話
観
を
西
欧
の
研
究
者
た
ち
の
そ
れ
と
比
較
し
た
時
、

柳
田
の
昔
話
観
は
ど
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

四　

メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
起
源
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
動
向

柳
田
文
庫
に
は
な
い
が
、
柳
田
が
参
照
し
、
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ

る
ド
イ
ツ
語
文
献
が
関
敬
吾
の
以
下
の
証
言
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

ア
ー
ル
ネ
は
早
く
か
ら
日
本
の
研
究
者
の
あ
い
だ
に
も
興
味
を
も
た

れ
た
。
そ
う
し
た
関
係
も
あ
っ
て
、
柳
田
国
男
先
生
と
全
国
昔
話
記
録

を
編
集
し
た
際
に
、
そ
の
姉
妹
篇
と
し
て
海
外
の
昔
話
の
理
論
的
研
究



169

を
刊
行
す
る
こ
と
に
し
た
。
ド
イ
ツ
の
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
ラ
イ
エ
ン
の

『
昔
話
論
）
12
（

』、
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
エ
の
『
民
間
説
話
論
）
13
（

』
と
と
も
に
こ
の
一

冊
も
そ
の
な
か
に
あ
っ
た）

14
（

。

右
に
挙
げ
た
ラ
イ
エ
ン
、
ユ
エ
、
お
よ
び
「
こ
の
一
冊
」
に
あ
た
る
ア

ン
テ
ィ
・
ア
ー
ル
ネ
の
『
昔
話
の
比
較
研
究
』
の
三
冊
と
Ｂ
Ｐ
第
五
巻
に

は
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
起
源
に
つ
い
て
の
グ
リ
ム
兄
弟
の
見
解
や
、
十
九
世

紀
初
頭
か
ら
二
十
世
紀
前
半
ま
で
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
成
立
や
伝
播
に
関
す

る
諸
理
論
、
お
よ
び
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
学
派
な
ど
の
比
較
研
究
方
法
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
Ｐ
の
こ
れ
ら
諸
理
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
は
書

き
込
み
や
付
箋
は
見
ら
れ
な
い
が
、
柳
田
の
昔
話
観
が
構
築
さ
れ
る
過
程

で
重
要
な
情
報
源
に
な
り
う
る
。
そ
こ
で
次
に
こ
れ
ら
の
研
究
を
具
体
的

に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

グ
リ
ム
兄
弟
は
、
異
な
る
国
や
地
域
で
類
似
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
や
伝
説

が
存
在
す
る
理
由
と
し
て
二
つ
の
仮
説
、
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
説
と
神
話
断
片
理
論
を
立
て
た
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
リ
ム
は

一
八
五
六
年
版
Ｋ
Ｈ
Ｍ
注
釈
で
、「
あ
ら
ゆ
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
共
通
し
て
い

る
の
は
、
太
古
の
時
代
に
ま
で
遡
る
信
仰
の
名
残
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

超
自
然
的
な
事
物
が
比
喩
的
に
解
釈
さ
れ
た
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る）

15
（

」
と

述
べ
、
神
話
的
な
関
心
お
よ
び
詩
的
な
関
心
を
も
っ
て
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
捉

え
て
い
っ
た
。
言
語
や
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
よ
る
ド
イ
ツ
人
の
統
一
を
望
ん
で

い
た
グ
リ
ム
兄
弟
は
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
民
族
分
離
以
前
の
共
通
の
原
郷
土

時
代
に
ま
で
遡
る
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
原
所
有
だ
と
考
え
た）

16
（

。
ま
た
、
ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
は
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
独
立
に
発
生
し
得
る
、
つ
ま
り
多
元
的
に

発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
お
の
ず
と
思
い
つ
か
れ
る
思
想
が
あ
る
よ
う
に
、

非
常
に
単
純
で
自
然
で
あ
る
故
に
そ
れ
ら
の
出
来
事
は
至
る
所
で
繰
り

返
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
様
々
な
国
々
で
同
一
の

あ
る
い
は
非
常
に
よ
く
似
た
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
互
い
独
立
し
て
生
じ
え
た

の
で
あ
る）

17
（

。

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
あ
る
民
族
か
ら
別
の
民
族
へ
と
移

動
、
そ
の
異
国
の
地
で
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
す
と
い
う
可
能
性
」
を
否

定
は
し
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
例
外
と
し
た）

18
（

。
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
源
泉
を
神

話
に
見
出
し
た
グ
リ
ム
兄
弟
は
、
例
え
ば
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
五
〇
「
い
ば
ら
姫
」

を
古
代
北
欧
神
話
の
ブ
リ
ュ
ン
ヒ
ル
デ
と
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
八
九
「
ガ
チ
ョ
ウ
番

の
娘
」
お
よ
び
Ｋ
Ｈ
Ｍ
一
三
五
「
白
い
花
嫁
と
黒
い
花
嫁
」
を
ベ
ル
タ
の

神
話
や
昼
と
夜
の
神
話
と
同
一
視
し
た）

19
（

。

神
話
と
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
関
係
を
土
台
に
し
た
研
究
グ
ル
ー
プ
は
後
に

神
話
学
派
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
中
で
も
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー

﹇M
ax M

üller

﹈
や
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
・
ク
ー
ン
﹇A

derbert K
uhn

﹈、

Ｆ
・
Ｌ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
﹇Friedrich Ludw

ig  Schw
artz

﹈
等
、
自
然

神
話
学
派
と
呼
ば
れ
る
研
究
者
た
ち
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
イ
ン
ド
・
ゲ
ル
マ

ン
期
に
お
け
る
自
然
、
天
候
、
季
節
な
ど
自
然
現
象
に
つ
い
て
の
シ
ン
ボ

ル
の
遺
産
と
み
な
し
た
。
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ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
ン
ハ
ル
ト
﹇W

ilhelm
 M

annhardt

﹈
は
グ
リ
ム

兄
弟
と
同
様
、
伝
説
や
メ
ル
ヒ
ェ
ン
、
民
間
伝
承
の
中
に
神
話
の
名
残
り

を
求
め
、
文
献
学
的
方
法
と
タ
イ
ラ
ー
な
ど
人
類
学
派
の
作
品
に
注
意
を

向
け
た
。
マ
ン
ハ
ル
ト
の
『
畑
と
森
の
祭
祀
』
は
こ
れ
ら
の
影
響
を
受
け

て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
著
作
で
彼
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
ペ
レ
ウ
ス
の
物

語
を
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
伝
説
お
よ
び
Ｋ
Ｈ
Ｍ
六
〇
「
二
人
兄
弟
」
や
Ｋ
Ｈ

Ｍ
八
五
「
黄
金
の
子
ど
も
」
と
結
び
付
け
て
い
る）

20
（

。
異
な
る
場
所
で
類
似

の
神
話
や
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
存
在
す
る
原
因
に
つ
い
て
は
、「
似
た
よ
う
な
状

況
下
の
、
ま
っ
た
く
同
じ
心
理
的
な
兆
し
か
ら
類
似
の
発
展
」
が
見
ら
れ

る
と
、
多
元
発
生
説
を
唱
え
た
。
な
お
、
柳
田
國
男
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
と
さ
れ
る
フ
レ
イ
ザ
ー
の
『
金
枝
篇
』
は
マ
ン
ハ
ル
ト
の
作
品
を
原

型
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
神
話
学
派
の
多
元
発
生
説
に
対
立
し
た
の
が
、
イ
ン
ド
文

献
史
家
、
言
語
学
者
で
あ
る
テ
オ
ド
ー
ル
・
ベ
ン
フ
ァ
イ
﹇Theodor 

B
enfey

﹈
で
あ
る
。
彼
は
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
一
元
的
に
発
生
し
、
伝
播
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
立
場
の
下
、
一
八
五
九
年
、
彼
が
編
集
し
た
『
パ

ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
』
の
序
文
で
大
半
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
イ
ン
ド
が
起
源
で
、

原
初
的
に
は
仏
教
説
話
で
あ
っ
た
と
い
う
イ
ン
ド
起
源
説
を
提
唱
し
た
。

ベ
ン
フ
ァ
イ
の
追
従
者
と
し
て
エ
マ
ヌ
エ
ル
・
コ
ス
カ
ン
や
ラ
イ
ン
ホ
ル

ト
・
ケ
ラ
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
イ
ン
ド
起
源
説
は
後
に
ラ
ン
グ
お
よ
び

ベ
テ
ィ
エ
に
よ
る
批
判
に
晒
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
タ
イ
ラ
ー
﹇Edw

ard Tylor

﹈
や
ラ

ン
グ
等
は
グ
リ
ム
兄
弟
の
多
元
発
生
説
を
進
め
、
昔
話
の
世
界
的
一
致
の

理
由
を
人
類
の
初
期
段
階
に
お
け
る
心
性
の
類
似
性
に
み
て
、
メ
ル
ヒ
ェ

ン
は
多
元
的
に
独
立
し
て
発
生
す
る
と
い
う
人
類
学
的
理
論
を
唱
え
た
。

メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
中
に
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
と
魔
術
の
痕
跡
を
指
摘
し
た
ラ
ン
グ

や 

メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
季
節
儀
礼
や
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
儀
礼
、
他
の
原
初
の

慣
習
と
関
連
さ
せ
た
サ
ン
テ
ィ
ー
ヴ
﹇Pierre Saintyves

﹈
や
ポ
イ
ケ
ル

ト
﹇Peuckert

﹈
等
が
人
類
学
理
論
の
代
表
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

さ
て
、
柳
田
文
庫
に
は
イ
ン
ド
起
源
説
論
者
を
除
く
、
右
に
挙
げ
た

大
半
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
研
究
者
た
ち
の
著
作
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
マ
ン

ハ
ル
ト
や
ヴ
ン
ト
、
ベ
デ
ィ
エ
の
著
作
に
も
多
く
の
書
き
込
み
が
見
ら

れ
、
さ
ら
に
柳
田
文
庫
所
蔵
の
雑
誌
『
民
俗
学
学
会
誌
』Zeitschrift des 

Vereins für Volkskunde

の
第
六
巻
（
一
八
五
六
年
）
か
ら
第
三
十
二

巻
（
一
九
二
二
年
）
に
は 

メ
ル
ヒ
ェ
ン
研
究
の
論
考
の
箇
所
に
多
く
の
付

箋
紙
が
挟
ま
れ
て
お
り
、
柳
田
は
当
時
の
西
欧
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
研
究
に
精

通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
柳
田
は
こ
れ
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン

研
究
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

五　

柳
田
國
男
の
昔
話
観

昔
話
の
起
源
に
つ
い
て
柳
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

昔
話
が
大
昔
の
世
の
民
族
を
集
結
さ
せ
て
い
た
、
神
話
と
い
う
も
の

の
ひ
こ
ば
え
で
あ
る
こ
と
は
、
大
体
も
う
疑
い
は
な
い
よ
う
で
あ
り
ま

す
。
し
た
が
っ
て
も
し
方
法
を
つ
く
す
な
ら
ば
、
こ
の
中
か
ら
で
も
一
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国
の
固
有
信
仰
、
わ
れ
わ
れ
の
遠
祖
の
自
然
観
や
生
活
理
想
を
、
尋
ね

寄
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
昔
話
研
究
の
究
極
の
目
途

と
す
る
の
は
、
決
し
て
無
理
な
望
み
と
は
申
さ
れ
ま
せ
ん）

21
（

。

柳
田
は
グ
リ
ム
兄
弟
や
マ
ン
ハ
ル
ト
等
、
神
話
学
派
と
同
様
、
昔
話
の

起
源
は
神
話
に
あ
る
と
し
、
神
話
の
名
残
り
で
あ
る
昔
話
か
ら
日
本
の
固

有
信
仰
や
自
然
観
を
探
り
、
こ
れ
を
昔
話
研
究
の
目
的
と
し
た
。「
…
そ
の

三
つ
﹇
神
話
、
伝
説
、
昔
話
﹈
の
中
で
も
神
話
だ
け
は
数
も
少
な
く
出
現

の
機
会
も
稀
で
あ
り
、
又
非
常
に
荒
れ
す
さ
み
か
つ
不
純
に
な
っ
て
は
い

る
が
、
と
に
か
く
に
こ
れ
か
ら
伝
説
と
民
間
説
話
﹇
昔
話
﹈
へ
、
移
り
動

い
て
い
っ
た
足
取
り
だ
け
は
見
ら
れ）

22
（

」、
そ
し
て
、
神
話
の
全
体
を
知
る
に

は
、「
昔
話
と
伝
説
と
の
、
永
い
間
の
進
化
の
経
路
を
明
ら
か
に
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
あ
る）

23
（

」
と
伝
説
と
昔
話
の
起
源
を
神
話
に
柳
田
は
求
め
、
神

話
を
復
元
す
る
た
め
に
は
昔
話
と
伝
説
の
成
長
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
。『
桃
太
郎
の
誕
生
』
で
柳
田
は
、「
小
さ
子
」

の
モ
チ
ー
フ
を
中
心
に
、「
桃
太
郎
」
や
「
一
寸
法
師
」
と
三
輪
山
の
神
話
、

小
男
神
神
話
を
比
較
し
、
昔
話
を
日
本
の
神
話
に
遡
及
さ
せ
よ
う
と
試
み

て
い
る
。
ま
た
、「
海
神
少
童
」
で
は
、「
民
間
説
話
﹇
昔
話
﹈
の
信
仰
的

背
景
に
は
、
往
々
に
し
て
各
民
族
ご
と
に
独
立
し
た
も
の
が
あ
っ
た
」
と

言
明
し
、「
小
さ
子
」
と
水
神
信
仰
は
日
本
の
国
民
的
特
徴
だ
と
結
論
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
昔
話
か
ら
神
話
を
復
元
さ
せ
よ
う
と
す
る
柳
田
の
研

究
は
グ
リ
ム
を
初
め
と
す
る
神
話
学
派
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。

柳
田
は
昔
話
の
成
長
発
達
、
起
源
を
突
き
止
め
る
際
に
、
い
く
つ
か
の

類
話
の
比
較
を
行
い
、
モ
チ
ー
フ
の
異
同
を
調
べ
た
。
こ
の
方
法
は
、
柳

田
が
海
外
の
理
論
的
研
究
の
一
つ
と
し
て
紹
介
し
よ
う
と
し
た
ア
ー
ル
ネ

を
代
表
と
す
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
学
派
か
ら
示
唆
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
）
24
（

、
柳
田
の
方
法
論
で
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
学
派
と
決
定
的
に
異
な
る
点

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
学
派
は
あ
る
一
つ
の
話
型
に
限
定
し
、

そ
の
話
型
に
属
す
る
で
き
る
だ
け
多
く
の
類
話
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で

そ
の
話
型
の
原
型
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
柳
田
は
一
つ
の
話

型
に
限
ら
ず
、
周
辺
の
話
型
を
も
比
較
の
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、「
桃
太
郎
の
誕
生
」
で
は
、「
小
さ
子
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
「
桃

太
郎
」
の
原
型
を
探
究
す
る
た
め
に
「
瓜
子
姫
」
や
「
一
寸
法
師
」
が
引

き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
昔
話
を
伝
説
と
比
較
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
比
較
の
対
象
を
一
つ
の
話
型
に
限
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
昔
話

の
中
だ
け
に
限
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
昔
話
、
伝
説
、
神
話
を
一
つ
の
大

き
な
流
れ
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
柳
田
の
視
野
の
広
さ
を
窺
わ
せ
る
。

さ
て
、
柳
田
は
あ
る
種
の
昔
話
が
国
際
的
な
一
致
を
示
し
て
い
る
こ
と

に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
た
だ
二
つ
の
民
族
の
接
触
と
交
通
さ
え
あ
れ
ば
、
自
然
に
そ

う
な
ら
ず
に
は
お
ら
ぬ
も
の
の
よ
う
に
、
勝
手
に
き
め
込
ん
で
い
る
気

楽
さ
に
至
っ
て
は
、
こ
れ
を
各
個
の
民
族
に
独
立
に
発
生
し
た
も
の
だ
、

そ
れ
が
偶
然
に
互
い
に
よ
く
似
て
い
る
だ
け
だ
と
思
つ
て
す
ま
し
て
い

る
無
責
任
に
も
劣
ら
な
い
。
…
以
前
の
限
ら
れ
た
知
識
で
な
ら
ば
、
昔

話
の
源
頭
は
印
度
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
東
西
に
流
れ
下
っ
た
な
ど
と
い
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ふ
類
の
説
も
な
お
成
り
立
つ
だ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
水
筋
と
は
縁
も
無

さ
そ
う
な
、
遠
い
島
辺
に
も
同
じ
実
例
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
…
印
度

の
方
か
ら
、
支
那
を
経
て
入
っ
て
来
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
何

も
知
ら
ぬ
者
が
そ
う
推
測
す
る
だ
け
で
、
そ
ん
な
形
跡
は
ま
だ
我
々
に

は
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る）

25
（

。

右
の
引
用
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
柳
田
は
多
元
発
生
説
に
対
し
て
も

一
元
発
生
説
に
対
し
て
も
慎
重
な
態
度
を
示
し
て
お
り
、
印
度
起
源
説
に

対
し
て
は
批
判
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
柳
田
は
昔
話
の
あ
る
土
地
か

ら
あ
る
土
地
へ
の
伝
播
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
柳

田
は
、「
説
話
に
は
と
に
か
く
そ
の
成
熟
期
と
名
づ
く
べ
き
も
の
が
あ
つ
て
、

個
々
の
風
土
環
境
と
社
会
生
活
の
段
階
に
よ
り
、
な
い
し
は
説
話
そ
の
も

の
の
各
自
性
質
か
ら
、
国
ご
と
に
違
っ
た
年
齢
を
も
ち
、
違
っ
た
経
歴
を

も
ち
、
し
た
が
っ
て
そ
の
伝
播
様
式
に
も
、
幾
通
り
か
の
差
異
が
あ
り
え

た
の
で
あ
る）

26
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
全
国
の
昔
話
や
伝
説
に
は
中
国
や
イ
ン

ド
、
ギ
リ
シ
ア
な
ど
か
ら
伝
播
し
た
も
の
も
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
説
い

て
い
る
。
そ
れ
ら
が
昔
話
や
伝
説
と
し
て
各
地
に
定
着
す
る
前
提
条
件
と

し
て
、
柳
田
は
、「
接
穂
の
台
木
」、
す
な
わ
ち
新
し
く
運
ば
れ
て
き
た
も

の
と
通
じ
合
う
何
か
が
受
け
入
れ
側
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
「
台

木
」
は
具
体
的
に
は
氏
神
信
仰
で
あ
る
と
柳
田
は
考
え
て
い
た
と
、
川
田

稔
氏
は
指
摘
し
て
い
る）

27
（

。

ま
た
、
昔
話
の
年
代
に
関
し
て
言
え
ば
、
ラ
ン
グ
や
ヴ
ン
ト
、
パ
ン

ツ
ァ
ー
や
ナ
ウ
マ
ン
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
神
話
や
伝
説
よ
り
も
古
い
も
の
と

し
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ス
キ
ー
や
ジ
ュ
ネ
ッ
プ
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
神
話
の
子
と

し
、
ラ
イ
エ
ン
や
ド
・
フ
リ
ー
ス
、
プ
ロ
ッ
プ
は
神
話
と
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は

共
存
で
き
た
と
考
え
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
柳
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、

神
話
と
昔
話
は
共
存
で
き
た
と
ラ
イ
エ
ン
や
ド
・
フ
リ
ー
ス
の
説
と
同
じ

説
を
唱
え
た
。

　

耶
蘇
教
国
の
人
々
だ
け
は
、
従
来
文
化
は
平
押
し
に
、
新
し
い
も
の
が

進
み
古
い
も
の
が
退
い
た
と
解
し
て
い
た
故
に
、
説
話
時
代
の
神
話
を
認

め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
し
て
や
神
話
時
代
に
も
既
に
あ
っ
た
民
間
説
話

﹇
昔
話
﹈
な
ど
は
、
こ
れ
を
想
像
し
て
見
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た）

28
（

。

す
で
に
川
田
氏
や
三
浦
佑
之
氏
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
柳
田
の
神
話
の

概
念
は
一
般
的
な
神
話
と
は
違
う
）
29
（

。
本
稿
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

神
話
の
概
念
と
柳
田
の
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い

が
、
こ
こ
で
は
、「
音
声
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
神
話
」
が
柳
田
の
い
う
神
話

で
あ
る
こ
と
の
み
触
れ
て
お
く
。

六　

お
わ
り
に

以
上
、
柳
田
文
庫
所
蔵
の
ボ
ル
テ
／
ポ
リ
フ
カ
編
『 

グ
リ
ム
兄
弟
の
子

ど
も
と
家
庭
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
注
釈 

』
の
書
き
込
み
調
査
を
行
い
、
昔
話

の
概
念
を
規
定
す
る
際
の
柳
田
へ
の
影
響
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
Ｂ
Ｐ

や
ラ
イ
エ
ン
、
ユ
エ
、
ア
ー
ル
ネ
の
著
作
に
見
ら
れ
る
一
九
世
紀
初
頭
か



173

ら
二
十
世
紀
前
半
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
研
究
を
概
観
し
、
柳
田
を

そ
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
た
。
考
察
の
結
果
、
グ
リ
ム
や
マ
ン
ハ

ル
ト
等
の
神
話
学
派
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
こ
と
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
学
派

の
方
法
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
昔
話
研
究
を
昔
話
だ
け
の
枠
組
み
で
捉

え
よ
う
と
は
せ
ず
、
神
話
や
伝
説
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
に
目
を
向
け
な
が

ら
昔
話
を
神
話
に
遡
及
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

昔
話
の
中
に
神
話
の
名
残
り
を
見
る
と
い
う
グ
リ
ム
の
説
に
追
従
し
な

が
ら
、
他
方
で
柳
田
は
昔
話
の
多
元
的
発
生
説
お
よ
び
一
元
的
発
生
説
に

は
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
あ
る
土
地
か
ら
あ
る
土
地
へ
昔
話
や
伝

説
が
伝
播
す
る
こ
と
を
否
定
せ
ず
、
他
の
土
地
か
ら
伝
播
し
た
昔
話
や
伝

説
が
定
着
す
る
の
は
、「
台
木
」
す
な
わ
ち
氏
神
信
仰
が
素
地
と
し
て
あ
る

か
ら
だ
と
考
え
た
柳
田
は
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
伝
播
を
例
外
と
考
え
た
グ
リ

ム
と
は
こ
の
点
で
異
な
る
。
柳
田
は
昔
話
を
神
話
へ
と
遡
及
さ
せ
よ
う
と

し
た
が
、
そ
の
神
話
そ
の
も
の
の
概
念
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
グ
リ
ム

兄
弟
や
マ
ン
ハ
ル
ト
ら
神
話
学
派
の
神
話
の
概
念
と
柳
田
の
神
話
の
概
念

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

注（
1
） 『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
二
十
五
巻　

一
九
八
三　

筑
摩
書
房
（『
郷

土
生
活
の
研
究
法
』）。『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
は
昭
和
十
年
八
月
、

刀
江
書
院
よ
り
刊
行
。
昭
和
六
年
八
月
、
伊
勢
神
宮
皇
学
館
に
於
け

る
「
郷
土
史
研
究
の
方
法
」
の
速
記
に
加
筆
し
た
も
の
。
引
用
文
に

あ
る
昨
年
と
は
、
す
な
わ
ち
ボ
ル
テ
／
ポ
リ
フ
カ
の
『
子
ど
も
と

家
庭
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
注
釈
』
第
四
巻
が
刊
行
さ
れ
た
昭
和
五
年

（
一
九
三
〇
年
）
を
指
す
。
な
お
、 

引
用
箇
所
の
意
味
内
容
を
明
確

に
す
る
た
め
に
、﹇　

﹈
で
補
足
を
加
え
た
。

（
2
） 

高
木
昌
史
編
『
柳
田
國
男
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
│
口
承
文
芸
の
東
西
』　

二
〇
〇
六　

三
交
社
。

（
3
） 

高
木
昌
史
「
柳
田
國
男
と
グ
リ
ム
学
│
『
遠
野
物
語
』
の
位
置
」

『
現
代
思
想　

柳
田
國
男
「
遠
野
物
語
」
以
前
／
以
後
』
二
〇
一
二
。

岩
本
由
輝
氏
は
引
用
文
の
「
第
二
版
第
三
巻
」
を
Ｋ
Ｈ
Ｍ
第
二
版

（
一
八
一
九
年
版
）
三
巻
と
み
な
し
て
い
る
（
岩
本
由
輝
「
補
訂
・

柳
田
國
男
の
紀
行
文
芸
を
め
ぐ
っ
て
│
『
グ
リ
ム
の
昔
話
』
に
お

け
る
書
き
換
え
の
問
題
を
含
め
て
│
（
下
）」『
柳
田
國
男
「
遠
野

物
語
」
作
品
論
集
成
（
3
）』
石
内
徹
編　

一
九
九
六　

一
九
一
頁　

大
空
社
）。
し
か
し
、
文
脈
か
ら
し
て
、「
第
二
版
三
巻
」
は
高
木
氏

が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
Ｂ
Ｐ
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
を
指
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
柳
田
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
原
文
の
Ｋ

Ｈ
Ｍ
は
レ
ク
ラ
ム
文
庫
版
（
第
七
版
）
で
あ
る
。

（
4
） 

拙
稿
「
柳
田
國
男
に
よ
る
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
の
読
書
過
程
│
柳

田
文
庫
所
蔵
Ｋ
Ｈ
Ｍ
（
第
七
版
）
の
書
き
込
み
調
査
│
」『
成
城
文

藝
』　

二
三
一　

二
〇
一
五　

一
│
二
二
頁
。

（
5
） 
Ｂ
Ｐ
第
四
巻
お
よ
び
第
五
巻
の
目
次
・
内
容
に
つ
い
て
は
、
注

（
2
）
六
四
│
六
五
頁
参
照
。

（
6
） 

注
（
4
）
を
参
照
。

（
7
） 『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
六
巻　

一
九
八
二　

筑
摩
書
房
。
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（
8
） 

注
（
7
）
四
七
頁
。

（
9
） 

注
（
7
）
五
二
頁
。

（
10
） 
柳
田
文
庫
所
蔵
の
Ａ
Ｔ
は
ト
ン
プ
ソ
ン
に
よ
る
増
補
、
英
訳
版

の
以
下
の
二
冊
。Thom

pson, Stith: The Types of the Folk-
tale. A

 classification and bibliography. Verzeichnis der 
M

ärchentypen 
（FF C

om
m

unications N
r.3

）, translated 
and enlarged. FF C

om
m

unications N
r. 74. H

elsinki 1928.

お
よ
びThom

pson, Stith: The  Types of the Folktale. A
 

C
lassification and B

ibliography. A
ntti A

arne ’s Verzeichnis 
der M

ärchentypen (FF C
om

m
unicatio ns N

r.3) translated 
and enlarged. Second R

evision.  FF C
om

m
unications 

N
r. 184. H

elsinki 1961. 

（
11
） 

ア
ー
ル
ネ
や
ハ
ー
ン
の
昔
話
の
分
類
法
に
関
す
る
柳
田
の
発
言
は

以
下
を
参
照
。
注
（
7
）
一
二
二
│

一
二
七
頁
。『
柳
田
國
男
全

集
』
第
二
九
巻
「
昔
話
の
分
類
に
就
て
」
二
〇
〇
二　

筑
摩
書
房　

二
六
一
│
二
六
七
頁
（
関
敬
吾
に
よ
る
口
述
筆
記
）。

（
12
） Friedlich von der Leyen: D

as M
ärchen, Ein Versuch. 

H
eidelberg.

（
初
版
一
九
一
一
、
第
二
版
一
九
一
七
、
第
三
版

一
九
二
五
、
第
4
版
一
九
五
八
）

（
13
） 

ジ
ュ
デ
オ
ン
・
ユ
エ
『
民
間
説
話
論
』
関
敬
吾
監
修　

石
川
登
志
夫

訳　

一
九
八
一　

同
朋
舎
出
版
。

（
14
） 

ア
ン
テ
ィ
・
ア
ー
ル
ネ
『
昔
話
の
比
較
研
究
』
関
敬
吾
訳　

一
九
六
九　

一
一
九
頁　

岩
崎
美
術
社
。

（
15
） G

rim
m

, Jacob und W
ilhelm

.: A
nm

erkungen zu den 
K

inder- und H
ausm

ärchen der B
rüder G

rim
m

. N
eu bearb. 

von Johannes B
olte und G

eorg Polívka. B
d. 5. Leipzig 

1932,  S. 244.

（
16
） Ebd., S. 246.

（
17
） Ebd.,S. 239.

（
18
） Ebd., S. 240.

（
19
） 

メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
中
に
見
ら
れ
る
神
話
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は

以
下
を
参
照
。G

rim
m

, Jacob: G
edanken über M

ythos, 
Epos und G

eschichte. M
it altdeutschen B

eispielem
. In: 

K
leinere Schriften, B

d. 4. B
erlin 1869, S.74-85.  G

rim
m

, 
W

ilhelm
:  Ü

ber das W
esen der M

ärchen.  In: K
leinere 

Schriften, B
d. 1. B

erlin 1881. S. 339-355.

（
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
の
著
作
の
邦
訳
は
以
下
を
参
照
。『
グ
リ
ム
兄
弟
メ
ル
ヘ
ン
論
集
』

高
木
昌
史
／
高
木
万
里
子
編
訳　

二
〇
〇
八　

二
九
│
四
五
頁　

法

政
大
学
出
版
局
。）

（
20
） M

annhardt, W
ilhelm

: W
ald- und Feldkulte, B

d. 2. 
D

arm
stadt 1963 S.52-54.

（
21
） 

注
（
7
）
一
五
四
頁
。
ま
た
、
以
下
も
参
照
。『
定
本
柳
田
國
男
集
』

第
八
巻　

一
九
八
〇　

一
五
頁　

筑
摩
書
房
。

（
22
） 『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
八
巻　

一
九
八
〇　

一
一
頁　

筑
摩
書
房
。

（
23
） 

注
（
7
）
三
五
二
頁
。

（
24
） 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
学
派
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
は
注
（
14
）
を
参
照
。
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（
25
） 

注
（
7
）
三
三
八
│
三
三
九
頁
。

（
26
） 

注
（
22
）
一
〇
頁
。

（
27
） 
川
田
稔
『
柳
田
國
男
│
固
有
信
仰
の
世
界
』
一
九
九
二　

二
九
二

頁　

未
来
社
。

（
28
） 

注
（
22
）
一
一
頁
。

（
29
） 

三
浦
佑
之
「
昔
話
と
神
話
│
古
代
の
民
間
伝
承
」『
国
文
学
』
四
四

（
一
四
）
一
九
九
九　

三
六
│
四
〇
頁
。
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史
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