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昔
話

の
叙
述

の
展
開

と
そ
の
構
造

異
類
女
房
譚
を
例
と
し
て

川

添

裕

希

 

時
代

や
場
所
を
問
わ
ず

、
ま
た

口
で
語
ら
れ
る
か
文
字
で
書

か
れ
て

い
る
か

を
問

わ
ず
、
わ
れ
わ
れ

の
ま
わ
り
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

"
話
〃
が
あ

る
。
そ
れ
ら

の
話
は
き
わ
め
て
多
様
な
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
ら
を
何
ら
か
の
形

で
分

類
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ

こ
に
ジ

ャ
ン
ル
分
け

の
問
題
が
生
じ
る
。
例
え
ぽ
、

口

で
語

ら
れ
る
話

に
限

っ
て
言
え
ぽ
、

一
定

の
曲
節
を
も

っ
て
語
ら
れ
る
も

の
と

そ
う
で
な

い
も

の
に
分
け
ら
れ
、
そ
う
で
な
い
も

の
は
、
昔
話
と
伝
説
と
世
間

話

の
大
き
く
三

つ
に
分
類
さ
れ

て
い
る
。

た
だ
、

こ
う
し
た
ジ

ャ
ソ
ル
分
け

を

す

る
場
合
、
そ
の
ジ

ャ
ソ
ル
を
他

の
ジ

ャ
ン
ル
と
異
な
る
そ

の
ジ

ャ
ン
ル
た
ら

し
め
て
い
る
本
質

は
何

か
と

い
う

こ
と
が
、

ど
う

し
て
も
問
題
と
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
。

こ
こ
で
扱
う
昔
話

の
研
究

に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
が
け

っ
し
て
十

分

に
問
わ
れ
て
き

た
と
は
言
え
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
昔
話

の
ジ

ャ
ソ
ル
と

し
て
の
本

質
を
規
定
す
る
方
法

の

一
つ
と
し
て
、
発
生

論
的
な
あ
る
い
は
歴
史
的
な
見
方
か
ら
す

る
も

の
が
あ
る
。
例
え
ば

、
柳

田
国

男

は
、
昔
話
を
大
き
く
完
形
昔
話
と
派
生
昔
話
と

に
分
類

し

て

い

る
。
前

者

は
、
本
格
昔
話
と
も
呼
ば
れ
、
異
常
な
る
主
人
公
が
、
思

い
が
け
ぬ
幸
福

に
よ

っ
て
厄
難
を
克
服
し
た
り
財
宝
を
獲
得
し
た
り
し
て
幸

福
な
婚
姻

に
至

る
、

一

代
記
風

に
組

み
立
て
ら
れ
た
話

で
あ
る
。

そ
れ

に
対
し
て
、
後
者

は
、
小
じ
ん

ま

り
と
僅

か
な
時
間
に
話

し
了

ろ
う
と
い
う
好
み
や
興
味
本
位

の
た

め
に
、
完

形
昔
話

の
話
材
も
し
く

は
話
種
が
極
度

に
派
生
展
開
し
た
も

の
と
説
明
さ
れ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1
)

鳥
獣
草
木
謳
、
継
子
諦
、
因
縁
話
、
化
物
話
、
笑
話
が
こ
れ

に
含

ま
れ

る
。

こ

の
分
類

の
背

後

に
は
、
昔
話
を
神
話
的
叙
述

か
ら

の
派
生
展
開
と
想
定
す

る
歴

史
意
識
が
あ
る
。
現
実

の
昔
話

に
先
行
す

る
歴
史

的
祖
型
を
想
定

し
、
そ

こ
か

ら

の
ず

れ

の
程
度

に
よ

っ
て
現
実

の
昔
話
を
分
類

し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
発
生

的

に
あ
る

い
は
歴
史
的

に
そ

の
昔
話

の
本
質
を
規
定

し
て
い
こ
う
と
す
る
方
法

で
あ
る
。

 

こ
れ

に
対
し
て
、
構
造

の
上

か
ら
そ

の
昔
話

の
本
質

を

つ
か
も
う
と
す

る
う

法
も
あ
る
。

例
え
ぽ
、
プ

ロ
ッ
プ
は
、
昔
話

の
登
場
人
物

や
出

て
く

る
物
は
可

変
的
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
登
場
人
物

の
行
為
を
重
視

し
、
そ
れ
を
抽
象
化
し

た
と

こ
ろ

の
機
能
素
と

い
う
単
位
を
設
定

し
た
。
そ
し
て
、

ア
フ

ァ
ナ
ー
シ

ェ

フ
の
集
め
た
魔
法
昔
話

(
わ
が
国

の
本
格
昔
話

に
当
た
る
も

の
)

を

分

析

し

て
、
そ

こ
に
現
れ
る
機
能
素

は
三
十

一
個
で
あ
り
、
そ

の
現
れ

る
順
序
は
決

ま

っ
て
い
る
と

い
う
結
論

に
達

し
た
。
も
ち
ろ
ん
す
べ

て
の
昔
話

に
三
十

一
個

の

一18一



機
能
素
が
出
て
来
る
の
で
は
な

い
が
、
あ
る
機
能
素
が
出
て
来

な
く

て
も
そ

こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2
)

が
抜
け

る
だ
け
で
、
全
体

の
配

列
順
は
変
わ
ら
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ

れ

は
、
昔
話

に
内
在

し
て

い
る
語

り
の
構
造

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も

の

に

着

目

し
、
機
能
素
と

い
う
単
位
を
設
定

し
て
、
昔
話

の
本
質
を

一
本

の
機
能
素

の
継

起
的
連
鎖

に
よ

っ
て
規
定
し
た
わ
け

で
あ
る
。

そ
れ
を
発

展
さ
せ
て
、
ダ

ソ
デ

ス
は
、
も

っ
と
短

い
機
能
素

の
継
起
的
連
鎖
に
よ

っ
て
、

ア
メ
リ
カ

・
イ

ン
デ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3
)

イ
ァ

ン
の
口
承
文
芸

の
特
質
を

と
ら
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
、
わ
が
国

に

お

い
て
は
、
こ
う
し
た
昔
話

の
構
造
分
析

は
き
わ
め
て
少

な
い
が
、
小
松
和
彦

 
 
 
 
 
(4
)

が
試
み
て
い
る
Q

 

こ
こ
で
二

つ
の
方
法
を
挙
げ
た
が
、
む

ろ
ん
他

の
観
点

か
ら
す
る
方

法
が
全

く
な

い
わ
け

で
は
な

い
。

ま
た
、

こ
れ
は
大
ざ

っ
ぽ

に
分
け
た

の
で
あ

っ
て
、

さ
ら
に
細

か
く
分
け
る
こ
と
も

で
き
る
だ

ろ
う
。

だ
が
、
昔
話
研
究

の
大
き
な

流
れ
を
考

え
る
と
、
前
老

の
歴
史
主
義

の
方
法
か
ら
後
者

の
構
造
主
義

の
方
法

へ
移

っ
て
い
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
言
語
学
が
十
九
世
紀

に
隆

盛
を
極

め
た
歴
史
主
義
的
方
法

か
ら
ソ
シ

ュ
ー
ル
の
出
現

に
よ

っ
て
構
造

主
義

の
方
法

へ
移
行
し
た
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
さ
ら
に
、
昔

話
に
限

っ
て
言
う
と
、
登
場
人
物

の
属
性
や
具
体
的
事
物

に
よ
ら
ず
、

登
場
人

物

の
行
為
を
抽
象
化

し
た
機
能

素

の
継
起
的
連
鎖

に
よ

っ
て
そ

の
構
造
を

と
ら

え
る
プ

ロ
ッ
プ

の
方
法
は
昔
話

の
本
質
を

つ
か
ん
で
い
る

よ
う
に
思
う
。
そ
れ

は
、
ま
ず
、
昔

話
に
お
い
て
、

登
場
人
物
は
ふ

つ
う
は
固
有

名
詞
を
も

た
ず
、

そ
の
属
性
や
心
情
は
あ
ま
り
語

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
昔
話

は
口
で

語

ら
れ
耳
で
聞
く
文
学

で
あ
り
、
語

り
始

め
と
語

り
終
わ
り
に
定
型
句
が
用

い

ら
れ
、
そ

こ
に
お
い
て
は
時
間

の
流
れ
と

い
う
も

の
が
重
視

さ

れ

る
。
そ

し

て
、
欠
乏
と
欠

乏
の
解
消
と

い
う
よ
う
な
機

能
素

の
対
応
を
考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
プ

ロ
ヅ
プ
は
昔
話

に
お
け
る
時
間

の
流
れ

と
い
う
も

の
を
と
ら
え
る
こ

と
に
成
功

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
か
ら
、
私
が

こ
こ
で
行
う

分
析
も
、
構
造

の
上
か
ら
昔
話

の
本
質

を

つ
か
む
方
法

に
立
脚
す

る
。

 

と
こ
ろ
で
、
プ

ロ
ッ
プ

は
、

ロ
シ
ア
の
魔
法
昔
話

の
構
造

を

一
本

の
機
能
素

の
継
起
的
連
鎖
に
ま
と
め
あ
げ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
継

承
し
た
昔
話

の
構
造

の
研
究
者
も
、
き
わ
あ
て
多
様
な
昔
話

を
単

一
の
図

式

に
よ

っ
て
説
明

し
よ
う

と
す

る
傾
向

に
あ
る
。

し
か
し
、
私

は
こ
こ
で
、
日
本

の
昔
話
全
体

を

一
つ
の

モ
デ

ル
に
よ

っ
て
説
明

し
よ
う
と
す

る
の
で
は
な

い
。

マ
ク

ロ
な
観
点

か
ら
で

は
な
く
、
も

っ
と
ミ
ク

ロ
な
観
点

か
ら
分
析
を
し
よ
う
と
思
う
。
同

一
め
主
題

に
属
す
る

い
く

つ
か
の
タ
イ
プ
の
昔
話
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
他

の
ジ

ャ
ン
ル

と
の
接
触
混
交
を
し
な
が
ら
、
ど

の
よ
う

に
叙
述

を
展
開

し
て
い
く

か
、
登
場

人
物

の
属
性

の
よ
う
な
表
層
の

レ
ベ
ル
を
も
考
え
合

わ
せ
て
、
そ
れ
を
構

造

の

上
か
ら
と
ら
え
て
い
き
た

い
の
で
あ

る
。

 
私
が

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
話
は
、
異
類

の
女
性
が
男
性

の
と

こ
ろ

に
嫁
入
り

し
、
そ
れ
が
あ
る
原
因

で
結
婚

が
破
綻
し
悲
し

い
別
離

に
終
わ

る
と

い
う
異
類

 
 
 
 
 
(5
)

女
房
諏
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

一
般

の
昔
話
が
幸

福
な
結
末

で
終
わ
る

の
に
対
し

て
、
不
幸

な
結
末

で
終
わ

っ
で

い
る
。
ま
た
、
伝
説

と
な

っ
て

い
る
も

の
も
あ

り
、
他

の
ジ

ャ
ソ
ル
と
の
接
触
混
交
も
見

ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
話

を

と
り
あ
げ

る
こ
と
に

よ
っ
て
、
昔
話

の
特
質

を
よ
り
よ
く
見
る

こ
と
が
で
き

る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
め
で
、

こ
こ
で
と
り
あ
げ

て
み
た

の
で
あ

る
。

二

 

 
こ
の
系
統

の
昔

話

の
中

で
、
そ

の
構
造
が
最
も
単
純
な
も

の
は
、
次

に
挙
げ

る

「
蛤
女
房
」

の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

 
 
 
あ
る
と
こ
ろ

に
ご
く
貧
乏
な
、
そ
れ
こ
そ
竹

の
柱

に
萱

の
屋
根
に
住
ん

 
 
で
い
る

一
人
男
が

お
い
や

っ
て
、
と
こ
ろ
に

一
人

の
女
子
が
風

呂
敷

で
も

一19一



 
 
背
負

っ
て
や

っ
て
来

て
、
「
亭
主
さ
ん
、
う
ち

に
ご
ざ

る
か
」
「
私
は
あ
な

 
 
た
と
契
り
を
結
ぽ
う
ご
と
あ

っ
て
、
や

っ
て
来
申

し
た
」
「
あ
な
た

の

よ

 
 
う
な
き
れ

い
な
人

は
、
ど
う
あ

っ
て
も
私

の
よ
う
な
者

に
は
l

」

い
う

 
 

の
を
女
は
、
風
呂
敷
包

み
は
そ

こ
に
置

い
て
、
水

の
采
配
す

る
。
鍋
す
す

 
 
ぎ
す

る
、
な
か
な
か
、
そ
れ
は
そ
れ
古
嫁

の
ご
と
し
て
、
采
配

し
出
え
た

 
 
ち
い
申
す
。

 
 
 
そ
の
う
ち
、

一
夜
が

二
夜
に
な
り
、

二
夜
が
三
夜
に
な
り
、
と
う
と
う

 
 
夫
婦
暮
ら
し
が

で
き
申
し
た
。
と

こ
ろ
が
世
間

の
噂

に
だ
れ

い

う

と

な

 
 
く
、
「
あ

エ
こ
の
女
子
は
お

つ
け
鍋

に
ま
た
が

っ
て
小
便
す

る
」
と

い

う

 
 
噂
1

ほ
ん
ま
か
な
、
な
か
話

は
、
は
や
ら
ん
は
ず

だ
が
ー
、
あ

る
日
男

は

 
 
外

へ
仕
事
行

く
ふ
り
し
て
、
ほ
そ
隠
れ
し
て
見
て
お

っ
た
と
こ
ろ
が
、
汁

 
 
鍋
を
地
炉

の
は
た
に
お

い
て
、
妻

は
ほ
ん

の
こ
と
、
チ

ャ
ッ
チ

ャ
ッ
、
チ

 
 

ャ
ッ
チ
ャ
ヅ
、
や

っ
て

い
る
。

ほ
い
か
ら
男

が
飛

び
出

て
、
「
お
前

は

な

 
 

に
そ
う
る
か
」
い
わ
れ

て
、
び

っ
く

い
し
て

「
私
は
な
に
隠

し

申

そ

う

 
 

に
、
あ
な
た
に
こ
う

し
て
契
り
結
ぶ
前

に
助
け

て
も
ろ
う
た
恩
が
ご
ざ

っ

 
 
て
、
そ

の
恩
を
返
す

た
め
に
毎
日
お
い
し
い
お
つ
け
を

こ
し
ら
え
あ
げ

て

 
 
い
ま
し
た
が
、
も
う

い
る

に
い
ら
れ

ん
次
第
ー
」
女
は
貝

の
姿

に
な

っ
て

 
 
出

て
行

っ
て
、
海

に
飛
び
込
ん
だ
と

こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
こ
の
男

の
世
帯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6
)

 
 
は
崩
れ
た
ち
ゅ
う
話
で
ご
ざ

い
申
す
。

 
男

は
最
初
た

い
へ
ん
な
貧

乏
で
あ

り
、
そ
れ
は
言
わ
ぽ
欠
乏

の
状
態

で
あ

っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
あ

る
日
、
見
知
ら
ぬ
女
が
や

っ
て
来

て
働

い
て

く

れ

た

の

で
、
暮

ら
し
向
き
が
良
く
な

っ
た
。

こ
れ
は
、
欠
乏
が
解
消

さ
れ
た
状
態

で
あ

る
。
し
か
し
、
あ

る
日
、
女
房
が
料
理
し
て
い
る
の
を

の
ぞ
き
見

し

た

た

め

に
、
女
房
は
本
来

の
姿

で
あ
る
貝
に
戻

っ
て
男

の
も
と
を
去

っ
て
い
く
。
そ
れ

か
ら
こ
の
男

の
世
帯

は
崩
れ
た
と

い
う
。
再
び
欠
乏

の
状
態

に
戻

っ
た
わ
け

で

あ

る
。
は

っ
き

り
と
異
類

女
房

の
口
か
ら
語

ら
れ
て
い
な
い
が
、
異
類
女
房
が

料
理
し

て
い
る
と
こ
ろ
を

の
ぞ
き
見

し
な

い
こ
と
が
、
異
類
女
房
と
男
が
結
婚

生
活
を
続
け
て

い
く
条
件
で
あ

っ
て
、
そ

れ
が
破
ら
れ
た
た
め
に
異
類
女
房
は

男

の
も
と
を
去

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
話

の
構
造

を
図

で
表
す
と
図

1
の
よ

う

に
な

る
。
廟

]
は
登
場
人
物
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
男
を
中

心
と
し

て
、
そ

の

状
態

の
変
化
を
[
口

の
中

に
書
き
、
女

の
方

に
は
、
男

に
対
す

る
役
割

を
[
]

の
中

に
書

い
た
。
そ
し
て
、
両
者

の
問

の
関
係
を
表

す
機
能
素
を
そ

の
間

に
書

き
入
れ
た
。

 
 
 

図

1圖團
 
異
類
女
房

の
正
体

は
、
蛤

の
場
合
だ
け

で
な
く
、
蛙
や
魚
や
鶴

の
場
合
も
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7
)

る
が
、
そ

の
構
造

は
変

わ
ら
な
い
。
構
造

は
変

わ
ら
な

い
け
れ
ど
、
昔
話

で
な

く
、
伝
説

に
な

っ
て
い
る
も

の
も
あ

る
。

そ
の
代
表
的
な
も

の
が

「
狐
女
房
」

の
話

で
あ

る
。
そ
れ
は
、
日
本
霊
異
記
上
巻
第

二

・
狐
を
妻

と
な
し
て
子

を
生

ま
し
む

る
縁
を
初
め
と
し
て
、

い
ろ

い
ろ
な
文
芸
作
品

に
な

っ
て
い
る
。
多
く

の
場
合
、
狐
女
房
と
結
婚

し
た
男
は
安
倍
保
名

で
、
そ

の
狐
女
房

と
の
問

の
子

は
安
倍
清
明

に
な

っ
て
い
る
。
説
経
節
や
古
浄
瑠
璃

に
語
ら
れ
た

「
信
田
妻
」

の
話

で
あ

る
。
そ

の
伝
承

に
は
陰
陽
師
が
関

わ

っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。

と
も

か
く
、

こ
れ
ら

の
話
は
、
異
類

の
女
が
男

の
と
こ
ろ
に
嫁
入
り
し
、
何

ら
か
の

原
因

で
男

の
も
と
を
去

っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
に
関

し

て

は
、
「蛤

女
房
」
の

欠

乏

結 合

F

禁 忌 7

欠
援 乏
助 の
者 解

消

(

侵 犯

'
1

 '

別 離
欠

乏一

一20一



話

と
同

一
で
あ
る
。

し
か
し
、
結

末
に
お
い
て
、
「
信
田
妻
」

の
話

の
場

合

に

は
、
実
在

の
人
物

で
あ
る
安
倍
清
明

の
出
世
謳
と
結

び

つ
い
て
い
る
。

ま
た
、

日
本
霊
異
記

の
話

の
場
合

に
は
、

三
野

(美
濃
)

の
国
の
狐

の
直

ら
の
始
祖
伝

承

に
な

っ
て
い
る
。

 

こ
こ
で
、
昔
話
と
伝
説

の
相

違
に

つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た

い
。
伝

説
は
、

昔
話

に
対

し
て
、
特
定

の
時
代

・
人
物

・
地
域
と
結
合

し
、
特
定

の
事
物
を
証

拠
と
し
て
伝
え
、
そ
の
叙
述

に
は

一
定

の
形
式
を
も

た
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8
)

に
よ
っ
て
真
実
性
を
主
張
す

る
と

い
う
違

い
が
あ

る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
構
造

の
面

か
ら
考
え

て
み
る
と
、
昔
話

の
場
合

に
は
、
話

の
枠
組
が
あ

っ
て
、
禁
忌
と
そ

の
侵

犯
、
欠
乏
と
欠
乏

の
解
消

と
い
う

よ
う
な
…機
能
素
と
機

能
素

の
対
応

に
よ

っ
て
、
そ

の
中

で
叙
述

が
形
づ
く
ら
れ
て

い
く
。
そ
れ

に
対

し
て
、
伝
説
は
、
機
能
素

と
機
能
素
が
結

び

つ
い
て
叙
述
を
形

づ
く

っ
て
い
く

と

い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
過
去

の
特
別
な

事

件

に

よ
っ

て
、
現
在

の
事
実

を
説
明
す

る
こ
と
に
重
き

を
置
く
。
例

え

ぽ
、
「
弘
法
水
」

の
伝
説
が
あ

る
。
泉
が
あ

っ
て
、
そ

の
泉

は
、
弘
法
大
師

の
よ
う
な
諸
国
行
脚

の
高
僧
が
杖
を
突
き

立
て
た
と
き

に
湧
き
出

て
で
き
た
も

の
で
あ

る
と

い
う
内

容

で
あ

る
。
泉

と

い
う
現
存

の
事
物

の
起
源

を
、
高
僧
が
杖
を
突

き
立

て
た
と

い
う
過
去

の
特
別
な
事
件

に
よ

っ
て
説
明

し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

こ
う
し
た

現
在

の
事
実

の
起
源

を
説
明
す
る
、
話

の
中

の
要
素
を
、
説
明
素

と
名
づ
け
よ

う
。
「
狐
女
房
」

の
話

で
言
う
と
、
現

在
の
事
実
は
特
殊
な
家
筋

の
存
在

で

あ

り
、
そ
れ

に
対
応
す

る
説
明
素
は
、
過
去

に
人
間

の
男
と
異
類

の
女
が
契
り
を

結

ん
だ

こ
と
で
あ

る
。
結
局
、
昔
話
と
伝
説

の
相
違
は
、
話
を
形
づ
く
り
伝
承

し
て
い
く
主
体

が
、
話

の
内
部

に
関

心
を
も

つ
か
、
そ
れ
と
も
外
部

の
現
存

の

事
物

に
関
心
を
も

つ
か
と
い
う
相
違
が
、
構
造

の
上

に
発

現
し
た

も

の

で

あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
両
者
を
裁
然
と
区
切

る
こ
と
は

で
き
な
い
。

し
か

し
、
両

者
は
対
立
的
な
傾
向

に
あ
る
と
は
言
え

よ
う
。
あ

る
話
が
伝
説
的
特
質
を
強

く

も

つ
に
従

っ
て
、
昔
話
と
し
て

の
特
質

は
弱

く
な

っ
て

い

く
。
例
え
ぽ
、
「
狐

女
房
」

の
話

で
言
う
と
、
な
ぜ
異
類
女
房
と
男
が
別
れ
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
か

と

い
う
こ
と
が
、
明
確

で
な
く
な

っ
て
く
る
。
狐
女
房
が
正
体
を
発
見
さ
れ
た

理
由

は
、
「
信
田
妻
」

の
話

の
場

合

に
は
、
子
供

に
し

っ
ぽ
を
見

ら
れ
た

か

ら

で
あ

り
、

日
本
霊
異
記

の
話
で
は
、

そ
の
家

の
犬

に
吠

え
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る

が
、
「
蛤
女
房
」

の
話

に
比
べ
て
そ
れ

ほ
ど
明
確

に
な

っ
て
い
な

い
Q

 
異
類
女
房
課

で
も

っ
と
構
造
が
複
雑

に
な

っ
た
も

の

に
、
「
蛇
女
房
」

の
話

が
あ

る
。
あ
る
若
者

の
と
こ
ろ
に
美

し
い
女
が
や

っ
て
来

て
、
夫
婦

に
な
る
。

女
房

は
妊
娠
し
、
自
分

が
お
産
す

る
と
こ
ろ
を
け

っ
し
て
の
ぞ

い
て
く
れ
る
な

と
夫

に
言

っ
て
、
部
屋

に
入

っ
て
お
産
を
す

る
。
と

こ
ろ
が
、
夫
が

の
ぞ

い
て

み
る
と
、
大
蛇
が
赤
児
を
産
ん
で

い
る
。
女
房
は
見
ら
れ
た
こ
と
を
悟
り
、
自

分

の
正
体
を
告
げ
、
子
供
を
育

て
る
た
め
の
玉
で
あ
る
自
分

の
片
目
を
置

い
て

去

る
。

し
か
し
、
そ

の
玉
が
有
名

に
な
り
、
殿
様

に
取

り
上
げ
ら

れ

て

し

ま

う
。
困

っ
た
夫
が
池

へ
行
く
と
、

か

つ
て
の
妻
で
あ
る
片
目

の
蛇
が
現
れ
て
、

も
う

一
方

の
目
を
与
え
る
。
そ
れ
も
殿
様

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
盲

に
な

っ
た
蛇
は
、
夫
と
子
供
を
安
全
な
地
に
逃

し
た
後
、
洪
水
を
起

こ
し
て
殿

様

に
復
讐
す

る
と

い
う
筋

の
話

で
あ

る
。
蛇
女
房
が
起

こ
し
た
洪
水
を
寛

政
四

年

の
島
原

の
大
地
震
と
結
び

つ
け
る
話
も
あ

る
。
ま
た
、
盲

目

に

な

っ
た

蛇

が
、

こ
れ

で
は
時
が
わ
か
ら
な
い

の
で
、
寺

に
鐘
を
寄
進

し
て
、
朝
夕

に
撞

い

て
く
れ
と
頼
む
と

い
う
話
も
あ

る
。

そ
の
鐘
が
三
井
寺

の
鐘
だ
と
し

て
い
る
話

も
あ

る
Q

お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
、
座
頭
が
話

の
伝
承

に
関
与

し
て
い
る
た
め
で

あ
ろ
う
。

と
も

か
く
、

こ
の
話

の
場
合

に
は
、
男
は
、
異
類
女
房
と
別
れ
た
後

も
、
異
類
女
房

か
ら
援
助
を
受

け
て
い
る
.
そ
れ
は
、
子
供
を
育

て
る
た
め

に

女
房
が
置

い
て
い

っ
た
目
玉
を
殿
様

な
ど
の
第
三
者
が
と
り
あ
げ

る
と

い
う
試
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練

に
合

っ
た
と
き

に
で
あ

る
、
そ
し
て
、
男
と
そ

の
子
供
は
、
異
類
女
房

の
カ

に
よ

っ
て
、
殿
様

の
追
害
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が

で
き
た
わ
け

で
あ
る
。
男
を
中

心
に
し
て
、

こ
の
話

の
構
造
を
図

で
表
す
と
、
図

2
の
よ
う
に
な
る
、

 
 
 
 
 

図

2
高團

 

圃圃

 
さ
ら
に
構
造
が
複
雑

に
な

っ
た
も

の
と
し
て
、
「
天
人
女
房
」
の
話
が
あ
る
。

あ
る
男
が
、
天
女
が
沼
で
水
浴
び
を
し
て
い
る
の
を
垣
間
・,見
て
、
そ
の
羽
衣
を

隠

し
、
妻

に
す
る
。
男
と
天
女

の
闘

に
、
子
供
が

二
人
も
し
く
は
三
人

生
ま
れ

る
◎
そ
れ
が
天
女

に
羽
衣

の
隠

し
場
所
を
教

え
、
天
女
は
稲
束

の
下
な
ど
か
ら

翼

覧

つ
窟

し
・
飛
び
去
ぞ

い
宙

こ
・」
で
票

終
わ
り
、
男
美

人

女
房

と
の
間

の
子
が
、
地
方
豪
族

の
始
祖

に
な
る
と
い
う
話
も
あ

る
。
南
西
諸

島
で
は
、

天
人
女
房

の
子
が
、
王
朝

の
始
祖

に
な

っ
た
り
、

ノ

ロ
.
ト
キ

。
ユ

タ
な
ど
の
宗
教
者

の
始
祖

に
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
さ
ら
に
話
が
展
開

し
て

い
く
も
の
も
多
数
あ

る
。
男
は
、
夕
顔
な
ど
の
種
を
ま

い
て
蔓
を
伸
ぽ

し
、
天

上

へ
行

っ
て
天
女

と
再
会
す
る
。
天
女

の
親
が
畑
仕
事

の
難
題
を
畠
す
が
、
そ

れ
も
天
女
の
援
助

で
解
決
す

る
。
し
か
し
、
天
女
か
ら
禁

じ
ら
れ
て
い
た
瓜
を

割

っ
て
し
ま
い
、
大
洪
水
と
な
り
、
天

女
と
男
は
訣
別
す
る
。

二
人
は
七
月
七

臼
に
だ
け
会

う
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
七
夕

の
由
来

と
結
び

つ
い
て
い
る
誕
も

あ
る
ψ

こ
の
話

の
場
合

に
は
、
男
は
、
こ

の
世

に
と
ど
ま
ら
ず
、
天
上

の
世
界

へ
と
移
動
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ

こ
で
天
女

の
親
と
い
う
第
三
者

か
ら

の
試

練
が
あ
り
、
そ
れ
を
解
決
し
た
後
、
再
び
禁

止
さ
れ
た
ン㎏
と
を
侵

犯
す

る
と
い

う

こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
結
果

、
男
と
異
類
女
募
は

俵
た
訣
劉
し

て
し
ま
う

わ
け

で
あ
る
。

こ
あ

一
番
複
雑
な
謡

の
構
造
を
、
男
を
中
心
と
し
て

図

で
表
す

と
、
図
3

の
よ
う
に
な
る
Q

図

3
 

 

(
こ
の
世
)

圃(天人
)

圃圖

〈
天

界

)

 
そ
れ

か
ら
、
特
殊
な
構
造

を
も

つ
も

の
と

し

て
、
「食
わ
ず

女
房
」

の
話
が

あ
魍

あ

る
男
が
・
襲

わ
ぬ
畜

を
求
め
て
い
る
と
、
そ

の
と
お
り
の
女
が

来
て
・
夫
婦

に
な
る
。
飯
を
食
わ
ぬ
に
し
て
は
米
が
減
る

の
で
、
あ
る
矯
、
男

は
幽
掛
け

る
ふ
ゆ
を
し
て
、
天
井

に
登

っ
て
見
て

い
る
と
、
女
房
は
頭
上

の
灘

に
握
り
飯

を
濾
う

り
込
ん
で
い
る
。
恐
し
く

な

っ
た
男
は
、
仕
事

か
ら
帰

っ
て

rご 一%'/.副



き
た

ふ
り
を
し
て
、
女
房

に
暇
を
出
す

。
正
体

を
見
ら
れ
た
こ
と
を
知

っ
た
女

房
は
、
「
形
見

に
大
桶
を
作

っ
て
く
れ
」

と
言

う
の
で
、
男
は
大
桶

を

作

っ
て

や
る
。
す
る
と
、
女
房
は
男
を
そ

の
大
桶

の
中

に
入
れ
、
山

に
か

つ
い
で
行

っ

て
し
ま
う
。
途
中
、
男
は
木

の
枝

に
つ
か
ま

っ
て
外

へ
出
、
菖
蒲

と
蓬

の
繁

み

に
隠
れ

る
Q
女
は
追

っ
て
来
る
が
、
菖
蒲

・
蓬

の
た

め
に
近
づ
く

こ
と
が
で
き

ず
、
男
は
助

か
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
が

五
月
節
句

に
魔
除
け
と
し
て
菖
蒲
と
蓬

を
軒

に
さ
す
由
来

と
結
び

つ
い
て

い
る
。

ま
た
、
菖
蒲

・
蓬

の
代

わ
り
に
譲
葉

を
用

い
て
難
を
逃
が
れ
、
そ
れ
を
正
月

の
注
連
飾

り
の
由
来

と
結

び
つ
け
て
い

る
も

の
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
別
に
話
が
展
開

し
て
い
く
も

の
も
あ

る
。
木

に

つ
か
ま

っ
て
桶
か
ら
逃
れ
た
男
は
、
化
物
女
が

「
獲
物

に
逃
げ
ら
れ
た
か
ら
、

今
晩
、
蜘
蛛

に
な

っ
て
取

り
に
行
く
」

と
仲
間

た
ち
に
話
し
て
い
る
の
を
、
盗

み
聞
き
す

る
。
そ
の
晩
、
男

の
家

の
自

在
鉤

か
ら
、
蜘
蛛
が
降
り
て
来
た

の
を

捕
ま
え
て
、
囲
炉
裏

の
火

で
殺
し
て
し
ま
う
。

そ
し
て
、
「
夜
蜘
蛛
は
親

に
似

て
い
て
も
殺

せ
」

と
い
う
諺
と
結
び

つ
け
て
語

ら
れ

る
。

こ
れ
ら
の
話

に
お
い

て
、
異
類
女
房

の
役
割
は
、
終
始

一
貫

せ
ず
、
変
貌

し
て
い
る
。
男

の
飯
食
わ

ぬ
女
房
が
欲
し

い
と
い
う
要
求
を
満
た
す
べ
く
、
異
類

の
女
が
来

て
、
夫
婦
に

な

っ
た
。
援
助
者

と
し
て
や

っ
て
来
た
わ
け
で
あ

る
。
と

こ
ろ
が
、
男

の
い
な

い
間
に
、
異
類
女
房
は
、
大
量

の
飯
を
食
べ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
男

に
見

つ
か

 
 

図

4
圖国
欠
乏
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助
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 /」く  'じ、

(

 侵 犯

欠
乏
の
解
消

対 欠
一ラ

者    r

試 練
げ}

1
嘱

 解 決
欠

の

解
消

る
と
、
今
度

は
男
を
殺
そ
う
と
す
る
。
異
類

の
女
房
は
、
男

に
と

っ
て
完
全

に

敵
対
者
に
変

わ

っ
て
し
ま
う
。
男
は
、
異
類
女
房

に
殺
さ
れ
そ
う

に
な

る
と

い

う
試
練

に
会

う
が
、
誰

か
ら

の
援

助
も
受
け
ず
、
自
分

の
知
恵

で
そ
れ
を
解
決

す
る
。
こ

の
話

の
構
造

を
図

で
表
す
と
、
図
4
の
よ
う

に
な
る
。

三

 

 

こ
れ
ま
で
の
分
析

か
ら
、
異
類
女
房

の
正
体
が
何

で
あ
る
か
に
よ

っ
て
、
話

の
構
造
も
変
化

し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
異
類
女
房
が
何

で
あ

る
か

と

い
う
こ
と
と
そ

の
場
合

の
話

の
構
造
的
特
質

の
関
係
を
表

で
示
す
と
、
表
1

の
よ
う
に
な
る
Q

暴
女
房
の
正
体
一

出
て
く
る

機
能
素

連
鎖

説
明
素

,倒
②

蛤
・

蛙
・

鶴
・

猫 ・魚

E

」  
I   I

       
             
            -

     
             
             
  I
      
             
       

l

結
合
↓
禁
忌
↓
侵
犯
↓
別
離(基本形)

 

 

 
1無 し   ー

狐
・

天
人

結
合
↓
禁
忌
↓
侵
犯↓

別
離(基本形)

有
 
り

③

蛇

(基

本
形)

↓
試
練
↓
解
決
。第三者の登場

有

 り

ω

天
人

(
基
本
形
)

↓
再
結
合
↓試

練↓解決↓禁忌↓侵犯↓別離
。第三者の登場

有

 
り

㈲

妖
怪
(鬼

婆
・

山姥・蜘蛛・蛇)

(
基
本
形
)

↓
試
練
↓解

決
。女房の役割変化(援助者↓敵対老)

有

 
り

1表
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表

で
最
も
単
純
な
構
造

の
ω

の
場
合
、
異
類
女
房

の
正
体

は
、
蛤

・
蛙

・
魚
な

ど
で
あ

る
。
蛤

の
場
合
、
古
事
記
や
出
雲
国
風
土
記

の
蛤
貝
比
売

の
よ
う
な
神

格
化
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
そ
た
は
ご
く
少
数

で
あ
り
、

一
般
的

に
神

格

化
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
②

の
場
合
、
異
類
女
房
が
狐

の
例
が
多

い
。
狐
は
、
稲
荷

の
よ
う

に
、
神

の
使
わ
し
め
や
神
そ
れ
自
身
と
も

考
え
ら
れ
て
い
る
。
ω

に
比

べ
る
と

よ
り
神
格
化
さ
れ
た
存

在
で
あ
る
。
も

っ

と
複
雑

な
構
造
を
し
た
㈹

の
場
合
、
異
類
女
房
は
蛇

で
あ
る
。
蛇
は
、
常
陸
国

風
土
記

の
夜

刀
の
神

の
よ
う
に
、
古
代

に
お

い
て
は
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
存

在
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
ω
や
②

よ
り
も
よ
り
神
格
化
さ
れ
た
存
在

で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
挙
げ

て
き
た
動
物
た
ち
は
、
全
く
人
間

に
馴
致
さ
れ

た
存
在

で
も

な
く
、
ま
た
神
格
化
さ
れ

る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
全
く
人
里
離
れ

た
所

に
住
ん
で
い
る
空
想
上

の
存
在

で
も
な
い
。
言
わ
ぽ
人
間
社
会

の
周
辺

に

位
置
し
て
い
る
存
在

で
あ
る
。
そ
し

て
、
水
辺
や
大
地

に
関

連
を
も

っ
た
存
在

で
も
あ
る
。

さ
ら
に
複
雑
な
構
造
を

し
た
ω

の
場
合
、
異
類
女
房

は
天
人

で
あ

る
。
そ
れ
は
、

こ
れ
ま
で

の
動

物
の
場
合
と
違

い
、
異
界

に
住
ん
で
い
る
全
く

の
超
自
然
的
存
在

で
あ
る
。

し
か
し
、
天
上
か
ら
降

り
て
来
て
沼
で
水
浴

し
て

い
る
と

こ
ろ
を
男

に
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
水
辺
と
の

つ
な
が
り
を
も

ち
、
全
く

「

の
超
越
的
存
在

に
な
り
き

っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
異
類
女
房

の
役
割
が
途

中

で
変
化
す

る
㈲

の
場
合

に
は
、
山
姥
や
鬼
婆
な
ど
の
妖
怪

で

あ

る
。
あ

る

い

は
、
蜘
蛛

に
化
け

て
出
現
す

る
と
こ
ろ
か
ら
、
元

々
は
蜘
蛛

で
、

そ
れ
が
妖
怪

に
変
わ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
話

の
構
造

の
屈
折
化

に
反
映

し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
と

に
か
く
、
天
人

を
正

の
超
自
然
的
存
在
と
す
れ
ぽ
、

こ
ち

ら
は
負

の
超
自
然
的
存

在
で
あ

る
。

 

結
局
、
最
も
単
純
な
構
造

の
図

1
の
場
合

に
は
、
異
類
女
房

の
正
体
は
、
人

間

の
周
辺
に
位
置
す

る
自
然
に
棲
息
す

る
動
物
で
あ

る
。
そ
れ
が
神
格
化

さ
れ

て

い
る
存
在
や
超
自
然
的
存
在

に
変
わ
る

に
従

っ
て
、
話

の
構
造

は
複
雑

に
な

り
、
説
明
素
を
伴

っ
て
伝
説

化
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
人

間

に
恩
恵

を

も
た
ら
す
も

の
で
な
く
、
人

間

の
生
活

に
災
厄
を
も
た
ら
す
超
自

然
的
存
在
で

あ
る
妖

怪
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
話

の
構
造

に
屈
折
化

を
生
じ
る
。

こ
こ
に
は
、

日
本
人

の
自
然

に
対
す

る
考
え
方

、
そ
の
分
類
観
と

で
も
言
う
べ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11
)

き
も

の
が
う
か
が
わ
れ
る
。

 

こ
れ

に
対

し
て
、
男

の
方
は
、
た
だ
貧
乏

で
結
婚
す

る
に
適
し
た
年
齢

で
あ

る
と

い
う
だ
け
で
、
そ
れ
以
外

に
何
ら

の
属
性
も
与
え
ら
れ

て
い
な

い
。
そ
し

て
、
最

も
単
純

な
構
造
を
し
た
ω

の
場
合

に
は
、
男
は
、
全
く
移
動

せ
ず
人
間

の
世
界

に
と
ど
ま

っ
て

い
る
Q
し
か
し
、
話

の
構
造
が
複
雑

に

な

る

に

従

っ

て
、
男

に
移
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
最

も
複
雑

な
構
造
を
し
た
ω

の
場

合

に
は
、
人
間

の
世
界
を
離

れ
て
異
界

で
あ
る
天
上

へ
と
移
動
し

て
い
る
。

四

 
結
局

の
と

こ
ろ
、

こ
の
系
統

の
話

に
共
通

し
て
存
在
す
る
構
造

は
図

1
の
よ

う

に
表

せ
る
も

の
で
あ

り
、
そ
れ
が
基
本
構
造
と

で
も
呼
ぶ
べ
き
も

の
に
な

っ

て
い
る
Q
そ
し
て
、
そ

の
基
本
構
造

を
通

し
て
、
そ

の
主
題

を
考

え
る
と
、
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12
)

れ
は
人
間
と
自
然

と
の
。バ
ラ

ン
ス
と

い
う
こ
と

に
な

る
。
人
間

の
側
が
、
日
常

生
活

に
お

い
て
、
規
範
を
無
視
し
て
過
度

に
自
然

に
接
近
す

る
と
、
自
然

と
の

問

の
バ

ラ

ン
ス
を
失

っ
て
し
ま
う
。

こ
の
話

の
場
合
だ
と
、

そ
の
規
範

と
い
う

の
は
、
自
然
と
か
か
わ
り
を
も

つ
食
物

の
調
理
や
衣
類
を
織

る
時

や
出
産

の
時

な
ど
に
、
厳
重
な
男
女

の
別
離
が
課

せ
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ

る
。
男

は
、

そ
れ
を
守
ら
な
か

っ
た
が
た

め
に
、
す

べ
て
を
喪
失
し
て
元

の
状
態

に
戻

っ
て

し
ま

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
異
類

女
房

謳
で
は

な
い
が
、
昔
話

の
竜
宮
童

子

や
椀
貸

し
淵

の
伝
説
と
そ

の
論
理
構
造
は
同
じ
で
あ
る
。
椀
貸
し
淵
と

い
う
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の
は
、
椀
や
膳
が

入
用
な
時

に
頼

め
ぽ
貸
し
て
く

れ
る
淵

で

あ

る
。
あ

る

い

は
、
川

・
池

・
沼

・
塚

・
洞
穴

の
場
合
も
あ

る
。
貸
し
主
は
、
淵

の
主

で
あ
る

竜
神

・
河
童

・
大
蛇

・
乙
姫
で
、

そ
の
地
は
竜
宮

に

つ
な
が

っ
て
い
る
と

い
う

伝

承
も
あ
る
Q

ま
た
、
貸
し
主
が
狐

の
場
合
も
あ

る
。

そ
し
て
、
そ

の
借
り
た

膳
椀

を
こ
わ
し
た
り
、
数
を
ご
ま
か
し
た
り
し
て
返

し
た
た
め
、
そ
れ
以
後
は

貸

し
て
く
れ
な
く

な

っ
た
と
い
う
。
そ

こ
に
は
、
膳
椀
を
作

っ
て
歩

い
た
木

地

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13
)

屋

と
の
関
連

が
考

え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
基
底

に
あ
る
も

の
は
、
人

間

と
自
然
と

の
バ

ラ

ソ
ス
で
あ

り
、
や
は
り
人
間
側

の
悪
意

に
よ
っ
て
、
自

然

と

の
バ

ラ
ン
ス
を
失

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
異
類
女
房
課

の
基
本

形

の
主
題

と
同
じ

で
あ
る
。

 

と
こ
ろ
で
、
バ

ラ

ソ
ス
を
喪
失

し
た
自
然
と
の
距
離
が
大
き
け
れ
ぽ

大
き

い

ほ
ど
、
そ
れ
を
回
復
す
る
手
段
が
考
え
出

さ
れ

て
く
る
。
そ

こ
に
出
現
す

る
の

が
、
呪
術
者

的
存
在

で
あ
る
。
人
間
と
超
自
然

(自
然

の
人
間
と

の
距
離
が
過

度

に
大
き
く
な

っ
た
状
能
⇔

の
存
在
と

の
間

の
子

で
あ

る
呪
術
者
が
呪
術

を
用

い
て
、
人
間
か
ら
過
度

に
隔

た

っ
た
自
然
と

の
距
離

を
縮
小
す

る
こ
と

に
よ

っ

て
、
人
間
と
自
然

と
の
バ
ラ

ソ
ス
を
回
復
し
よ
う
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
そ
こ

に
、
異
類
女
房
謳
が
始
祖

伝
説

と
な
る
契
機
が
あ

る
。
。
昔
話
は
、
人
間

の
周

辺
に
あ
る
も

の
を
用

い
て
、
そ
の
構
造
を
通
じ
て
、
自
然
と
人
間
と

の
バ

ラ
ソ

ス
の
あ
り
方

に

つ
い
て
叙
述
す

る
。
そ
れ

に
対

し
て
、
始
祖
伝
説
は
、
自
然
と

人
間
と

の
バ
ラ

ソ
ス
を
叙
述
す

る
よ
り
も
、
超
自

然
の
存
在
を
用

い
て
、
自
然

と
人
間
と

の
バ
ラ

ソ
ス
を
回
復
す

る
社
会
的
制
度

に
関

心
を
も

つ
。
両
老

の
歴

吏
的
前
後
関
係
は
、
そ
う
簡
単

に
決
め
ら
れ
な
い
。
そ

の
構

造

は

同

一
で

あ

り
、
そ
れ
を
伝
承

し
て
き
た
社
会

の
人

々
の
関

心

に
応

じ
て
、

口
承
文
芸

の
世

界

の
中

で
位
相
化

さ
れ
、
併
存

し
て
き

た
と
考
え
た
方

が
い
い
か

も

し

れ

な

い
。

 

し
か
し
な
が

ら
、

こ
の
系
統

の
昔
話

の
方
は
、
そ

の
構
造
が
あ
ま
り

に
単
純

で
あ
り
、
ま
た
時
間
的

に
不
幸
な
結
末

へ
と
向

か

っ
て
進
行
す
る
話

で
あ

る
た

め
、
そ
れ
だ
け

で
は
自
立
し
た
存
在

と
な
り
に
く

い
。
そ

こ
で
、
伝
説
化

し
た

り
、
構
造

が
複
雑

に
な

っ
た
り
す

る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
日
本
人

の
自
然

に
対

す
る
考
え
方

に
対
応
し
て
変
化
し

て
い
る
。
古
代
的
な
自
然
と
人
間

と
の
バ

ラ

ン
ス
の
感

覚
が
失

わ
れ
る
と
、
異
類
女
房
は
超
自
然
的
な
も

の
と
想
像
さ
れ
、

異
類

女
房
と
別
れ
た
後

の
男

の
行
動

へ
と
話
が
伸
び
て

い
く
。
し

か
し
、
そ
れ

は
基

本
構
造

の
枠

に
規
制
さ
れ
て
話
が
展
開
し
て

い
る

の
で
あ
り
、
何

か
し
ら

悲

劇
的
な
結
末

で
終
わ

っ
て

い
る
。

さ
ら
に
、
異
類
女
房
が
人
間

に
災
厄
を
も

た
ら
す
超
自

然
的
存
在

で
あ
る
妖

怪
と
考

え
ら
れ

る
よ
う

に
な
る
と
、
男
が
そ

の
異
類

女
房

か
ら

い
か
に
逃
れ

る
か
に
関

心
が
移

っ
て
く
る
。
そ

し

て
、
「
牛

方
山
姥
」

の
話

の
よ
う
な

い
わ
ゆ
る
逃
窟
諦

へ
と
変
質
し
て
し
ま

う

の

で

あ

る
。

こ
の
よ
う

に
話
は
さ
ま
ざ
ま

に
展
開
す

る
が
、

こ
の
系
続
の
話

の
主
題
は

人
間

と
自

然
と
の
関
係
で
あ

り
、
そ
れ
は
結
末
が
伝
説
化
す

る
こ
と
に
よ

っ
て

そ

の
主
題

に
戻

っ
て

い
く
。

 

こ

の
よ
う
に
、
異
類
女
房

諦
と
言
わ
れ
て

い
る
も

の
の
中

に
は
、
日
本
人

の

自
然
に
対
す

る
考
え
方

の
共
時
的

な
変
異
と
通
時
的
な
変
化

に
応
じ
て
、
さ
ま

ざ

ま
な
話
が
存
在
し
て
い
る
。
そ

の
基
本
構
造

は
同
じ
く
し
な
が
ら
、
人

々
の

も

っ
て
い
る
世
界
観

に
応

じ
じ

て
、
そ
れ
が
変

形
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ

の
話

を
生
み
出
し
て

い
く
。

こ
れ

か
ら
は
、

こ
う
し
た
口
承
文
芸

の
も

っ
て

い

る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
と

で
も
言
う

べ
き
も

の
を
、
も

っ
と
い
ろ
い
ろ
な
系
統

の
話

を
見

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
見
出

し
て
い
き
た

い
と
思
う
。
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一
九
二
八
)

(大
木
伸

一
訳

、

 

昭
和
四
七
)

3
 

ア
ラ

ン

・
ダ

ン
デ

ス

『民
話

の
構
造
』

(
一
九
六
四
)

(池
上
嘉
彦
他
訳
、
昭
和

五

 

五
)

4
 

小
松
和
彦

『神

々
の
精
神
史
』

「神
霊

の
変
装
と
人
間

の
変
装
」

(昭
和
五
三
)

5
 
筆
者

と
そ
の
構
造
に
対
す
る
と
ら
え
方

は
異

な
る
が
、
わ
が
国
以
外

の
東

ア
ジ

ア

 

の
資
料
を
援
用
し
な
が
ら
、
こ
の
糸
統
に
属
す

る
昔
話

の
変
異

を
扱

っ
た
も

の
と

し

 

て
、
関
敬
吾

『昔
話

の
歴
史
』

(昭
和

四

一
)
が
あ
る
。

6
 
柳

田
国
男
編
/
岩
倉
市
郎
採
録

『日
本
昔
話
記
録

11

・
鹿
児
島
県
甑
島
昔
話
集
』

 

(昭
和

一
九
)

 

な

お
、

一
々
注
は
付

さ
な
い
が
、
個
々
の
話
型
に

つ
い
て
は
、
関
敬
吾

『
日
本
昔
話

 

大
成
』

(昭
和

五
四
)
に
よ

っ
て
い
る
。

7
 
鶴

女
房

の
場
合
、
鶴
女
房
は
去

っ
て
い
く
け
れ
ど
も
、
鶴
女
房
が
織

っ
て
く
れ
た

 

布
で
、
男

が
裕
福
に
な

っ
て

い
る
話
も
あ
り
、
そ
の
構
造
は
く
ず

れ

て

い

る
。
ま

 

た
、
鶴
女

房
が
去
る
時
に
、
居
場
所
を
暗

示
す

る
謎
を
残

し
、
男

が
そ
れ
を
解

い
て

 

会
い
に
行
く

と
い
う
話

も
あ
る
。

8
 
柳

田
国
男
、
前
掲
書

9
 
な
ぜ
天
人
女
房
と
男

が
別
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
か
そ

の
理
由
が
、

「狐
女
房
」

 

の
話

の
場
合
と
同
様
、

こ
こ
で
も
明
確

で
な
く
な

っ
て

い
る
。 

「蛤
女
房
」

な
ど

の

 
話

の
揚
合
、
異
類
女
房

と
男
が
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
原

因
で
あ

る
男

の

 
覗
き
見
が
、

こ
こ
で
は
、
異
類
女
房
と
男
を
結
び

つ
け
る
原
因

と
な

っ
て
い
る
。

10
 

『日
本
昔
話
大
成
』
で
は
逃
窟
諺
に
分
類
し
て
い

る

が
、
異
類
女
房
課

の
変
形

で

 
あ

る
。

11
 

こ
う
し
た
分
析
を
積

み
重
ね
て
い
く

こ
と
に
よ

っ
て
、
小
沢
俊
夫

『世
界

の
民
話
』

 

(昭
和

五
四
)

の
よ
う
な
わ
が
国

の
昔
話

の
比
較
に
よ

る
研
究
と
は
ま
た
別

な

日

本

 
人

の
自
然

に
対
す
る
考
え
方
が
明

ら
か
に
な
る
だ
ろ
う

と
思
う
。

12
 

昔
話

の
主
題
と

い
う

こ
と
に

つ
い
て
は
、

 
小
松

和
彦

「猿
饗

へ
の
殺
意
」

(
『日
本
昔
話
研
究
集
成
』

4
所
収
、
昭
和
五
九
)
参

 
照

。

 
ま
た
、
異
類
婚
姻
諦

の
主
題
が
人
間
と
自
然

の
関
係

で
あ
る

こ
と
は
、

雨
宮
裕

子

「異
類
婚

の
論
理
構
造
」

(『日
本

昔
話
研
究
集
成
』
1
所
収
、
昭
和
六
〇
)

 
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

13
 
柳

田
国
男

『
一
目
小
僧

そ
の
他
』

「隠
れ
里
」
(昭
和
九
、

『定
本
柳

田
国
男
集

』

第
五
巻
所
収
)
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