
日
本
昔
話
に
お
け
る
対
立
の
構
…
造

ー
隣
モ
チ
ー
フ
を
中
心
に
ー

川
　
森
　
博
　
司

　
は
じ
め
に

一　

「
海
神
の
贈
物
」
に
お
け
る
登
場
人
物
の
対
立

二
　
二
元
的
対
立
の

昔
話

三
　
日
本
国
内
で
の
地
域
差
ー
奄
美
・
沖
縄
地
域
の
問
題

四
　
韓
国
と
の
比
較

　
ま
　
と
　
め

はじめに

は

じ
め
に

　
日
本
の
村
落
社
会
に
お
い
て
口
伝
え
で
語
ら
れ
て
き
た
昔
話
は
実
に
多
様
で
あ

り
、
各
地
域
に
お
け
る
熱
心
な
採
集
活
動
の
結
果
、
相
当
な
数
の
昔
話
が
集
め
ら

れ
て

い

る
。
こ
れ
ら
の
膨
大
な
昔
話
群
を
分
類
し
、
全
体
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に

し
た
も
の
と
し
て
、
関
敬
吾
に
よ
る
『
日
本
昔
話
大
成
』
全
一
二
巻
（
一
九
七
八

～
八
〇
）
、
そ
し
て
稲
田
浩
二
、
小
澤
俊
夫
責
任
編
集
に
よ
る
『
日
本
昔
話
通
観
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

全
二
九
巻

（
一
九
七
七
～
九
〇
）
が
あ
る
。
こ
の
『
大
成
』
や
『
通
観
』
は
、
日

本
の
昔
話
の
全
容
を
知
る
た
め
に
か
な
り
便
利
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
み
ら

れ

る
分
類
は
、
全
体
の
見
通
し
を
つ
け
て
日
本
の
昔
話
を
論
じ
て
い
く
た
め
に
は
、

ま
だ
ま
だ
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。

　
関
敬
吾
は
「
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
昔
話
（
笑
話
・
動
物
譜
を
の
ぞ
く
）
は
、

昔
話

を
一
個
の
全
体
と
し
て
み
る
と
き
は
、
婚
姻
を
主
題
と
し
た
昔
話
と
、
富
の

獲
得
を
内
容
と
し
た
昔
話
の
二
つ
の
群
に
大
別
さ
れ
る
」
（
関
一
九
八
一
、
二
六

五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
婚
姻

を
主
題
と
す
る
昔
話
は
、
『
大
成
』
で
は
、
「
第
二
部
　
本
格
昔
話
」
の
最

初
の

部
分

に
、
コ
、
婚
姻
・
異
類
聾
」
、
「
二
、
婚
姻
・
異
類
女
房
」
、
コ
ニ
、
婚
姻
・

難
題
聾
L
の
三
つ
に
分
け
て
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
『
通
観
』
で
は
、
三
、
む
か

し
語
り
L
の
中
に
「
皿
　
婚
姻
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
富
の

獲
得
を
内
容
と
す
る
昔
話
は
、
『
大
成
』
で
も
『
通
観
』
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
項

目
の
中
に
散
在
し
て
お
り
、
そ
の
全
体
を
見
通
す
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。

　

日
本
の
昔
話
の
全
体
と
し
て
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
の

富
の
獲
得
を

内
容
と
す
る
昔
話
の
系
列
の
総
体
を
筋
道
立
て
て
理
解
し
て
い
く
視
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点
を

確
立
す

る
こ
と
が
、
今
後
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
ひ
と
つ
の

試
み

と
し
て
、
本
稿
で
は
、
富
の
獲
得
を
内
容
と
す
る
昔
話
が
、
筋
の
展
開
の
上

で

ど
の
よ
う
な
共
通
の
形
式
（
枠
組
み
）
を
も
つ
か
、
ま
た
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う

な
登
場
人
物
相
互
の
関
係
が
あ
ら
わ
れ
る
か
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
系
列
の
昔
話
を
整
理
・
理
解
す
る
た
め
の
糸
口

を

つ
か
み
た

い
と
思
う
。

一

「
海
神
の
贈
物
」
に
お
け
る
登
場
人
物
の
対
立

　
富
の
獲
得
を
内
容
と
す
る
昔
話
の
中
に
、
関
敬
吾
が
『
昔
話
の
歴
史
』
に
お
い

て
、
　
「
海
神
の
贈
物
」
と
い
う
標
題
の
も
と
に
ま
と
め
て
い
る
一
連
の
昔
話
が
あ

る
。
そ
の
基
本
的
な
内
容
の
展
開
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
（
関
一
九
八

一
一、

　
七
七
ー
一
〇
］
ハ
頁
）
。

1
　
主
人
公
が
何
ら
か
の
契
機
に
よ
っ
て
海
神
か
ら
、
呪
宝
（
小
僧
・
動
物
）
を

　
与

え
ら
れ
る
。
そ
の
呪
宝
（
小
僧
・
動
物
）
は
、
一
定
の
条
件
を
守
る
と
き
に

　
は
、
無
限
に
富
を
生
産
し
、
主
人
公
は
裕
福
に
な
る
。

H
a
　
主
人
公
が
、
慢
心
し
て
条
件
を
守
ら
な
く
な
り
、
富
を
失
う
。

　
b
　
主
人
公
の
女
房
が
、
欲
を
出
し
て
条
件
を
守
ら
ず
、
富
を
失
う
。

　
c
　
隣
の
爺
（
婆
）
が
、
呪
宝
（
小
僧
・
動
物
）
を
借
り
て
富
を
得
よ
う
と
す

　
　
る
が
、
失
敗
す
る
。

　
d
　
兄
（
弟
）
が
、
呪
宝
（
小
僧
・
動
物
）
を
借
り
て
富
を
得
よ
う
と
す
る
が
、

　
　
失
敗
す
る
。

　
海
神
の
贈
物
が
呪
宝
の
場
合
は
「
竜
宮
小
槌
」
、
小
僧
の
場
合
は
「
竜
宮
小
僧
」
、

動
物
の
場
合
は
「
竜
宮
小
犬
」
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ら
に
下
位
分
類
さ
れ
る
。

　
関
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
連
の
昔
話
は
「
す
べ
て
を
欲
す
る
も
の
は
す
べ
て
を
失

う
」
と
い
う
基
本
的
な
理
念
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
（
関
一
九
八

二
、
八
七
頁
）
、
こ
の
理
念
を
核
に
「
海
神
の
贈
物
」
の
昔
話
の
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ

リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
が
展
開
し
て
い
る
。
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

［
事
例

1
］
　
爺
が
薪
を
切
り
、
町
で
売
っ
て
生
活
し
て
い
た
。
あ
る
日
薪
が
売
れ

　
な
い
の
で
、
竜
神
を
念
じ
つ
つ
薪
を
橋
の
下
に
沈
め
た
。
す
る
と
、
水
の
中
か

　
ら
美
し
い
女
が
小
さ
い
一
人
の
子
ど
も
を
抱
い
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
　
「
竜
神

　
が
薪
を

く
れ
た
こ
と
を
喜
び
、
そ
の
礼
に
こ
の
子
ど
も
を
や
る
と
い
っ
て
い
る

　
か

ら
つ
れ
て
帰
れ
。
鼻
た
れ
小
僧
様
と
い
っ
て
願
え
ぽ
何
で
も
聞
い
て
く
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
す

　
そ

の

か
わ

り
に
毎
日
三
度
ず
つ
海
老
膳
を
供
え
よ
」
と
言
っ
て
女
は
去
っ
た
。

　
爺
は
小
僧
を
つ
れ
て
帰
り
、
神
棚
の
脇
に
す
え
て
、
毎
日
海
老
の
胞
を
供
え
て

　
大
切
に
育
て

た
。
欲
し
い
も
の
を
頼
め
ぽ
、
鼻
た
れ
小
僧
様
が
鼻
を
か
む
音
を

　
さ
せ
て
何
で
も
出
し
て
く
れ
た
。
爺
は
り
っ
ぱ
な
家
や
倉
を
つ
く
っ
て
大
金
持

　
ち

に
な

っ

た
。
今
や
爺
の
仕
事
は
胞
に
す
る
海
老
を
買
う
だ
け
で
あ
っ
た
が
、

　
そ

れ
も
面
倒
く
さ
く
な
っ
て
、
小
僧
を
神
棚
か
ら
お
ろ
し
て
、
　
「
も
う
お
願
い

　
す

る
も
の
は
な
い
か
ら
竜
宮
へ
お
帰
り
く
だ
さ
い
」
と
言
う
と
、
小
僧
は
外
に

　
出
、
鼻
を
す
す
る
音
が
聞
こ
え
た
。
す
る
と
、
い
ま
ま
で
の
り
っ
ぱ
な
家
屋
敷

　
は
な
く
な
っ
て
、
以
前
の
あ
ぽ
ら
家
だ
け
が
あ
と
に
残
っ
た
。
爺
は
驚
い
て
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
に
飛
び

出
し
た
が
、
も
う
ど
こ
に
も
鼻
た
れ
小
僧
様
の
姿
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
熊
本
県
玉
名
郡
1

2
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［
事
例

2
］
　
爺
が
山
で
柴
刈
り
を
し
て
い
て
、
淵
の
水
が
渦
巻
く
の
が
お
も
し
ろ

　
い
の

で
、
次
々
に
柴
を
投
げ
込
む
う
ち
に
、
三
か
月
ほ
ど
刈
り
た
め
た
柴
を
全

　
部
投
げ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
す
る
と
、
淵
の
中
か
ら
美
し
い
女
が
出
て
き
て
、

　
柴
の

礼
を

言

い
、
爺
を
背
負
っ
て
淵
の
底
へ
つ
れ
て
行
っ
た
。
淵
の
底
に
は
り

　
っ

ぱ

な
屋
敷
が
あ
り
、
爺
が
投
げ
入
れ
た
柴
は
そ
の
脇
に
積
み
重
ね
て
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ら
し

　
そ

の

屋
敷
に
は
老
人
が

い

て
、
酒
肴
を
出
し
て
も
て
な
し
、
帰
り
に
醜
い
童
を

　
く
れ
た
。
家
に
帰
る
と
童
は
「
俺
は
ウ
ン
ト
ク
と
い
う
も
の
だ
。
座
敷
の
奥
の

　
誰
も
気
づ
か
ぬ
と
こ
ろ
に
お
け
。
そ
う
す
れ
ば
よ
い
運
を
授
け
て
や
る
」
と
言

　
っ

た
。
爺
が
そ
の
よ
う
に
し
て
お
く
と
、
そ
の
童
が
よ
く
働
い
て
、
爺
の
財
布

　
は

い
っ

ぱ
い

に

な
り
、
穀
物
入
れ
は
蓋
が
合
わ
な
く
な
っ
た
。
爺
は
喜
び
、
毎

　

日
山
か
ら
帰
る
と
、
ひ
そ
か
に
奥
へ
行
っ
て
ウ
ン
ト
ク
の
頭
を
な
で
、
に
こ
っ

　
と
笑
っ
て
出
て
く
る
。
婆
が
こ
れ
を
怪
し
ん
で
、
爺
の
留
守
の
間
に
奥
へ
行
っ

　
て

み

る
と
、
見
る
か
ら
き
た
な
い
童
が
い
た
の
で
、
い
や
ら
し
く
て
た
ま
ら
ず
、

　
箒
で
た
た
い
て

追
い

出
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
だ
ん
だ
ん
と
元
ど
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
り
の
た
だ
の
爺
と
婆
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
岩
手
県
北
上
市
（
旧
江
刺
郡
）
1

［
事
例

3
］
昔
あ
る
所
に
た
い
へ
ん
正
直
な
男
が
い
た
。
年
の
暮
れ
に
正
月
用
の

　
薪

（
セ

チ

ク
ン
ゼ
）
を
売
り
に
行
っ
た
が
、
い
く
ら
売
り
回
っ
て
も
売
れ
な
い

　
の

で
、
担
い
で
も
ど
る
と
き
、
海
辺
へ
来
て
、
「
竜
宮
様
に
あ
げ
ま
す
」
と
言
っ

　
て
、
海
へ
薪
を
全
部
投
げ
込
ん
だ
。
す
る
と
、
竜
宮
様
が
あ
ら
わ
れ
て
、
　
「
セ

　
チ

ク
ン
ゼ
を
あ
り
が
と
う
、
ほ
う
び
と
し
て
こ
の
槌
を
や
る
の
で
、
お
ま
え
の

　
欲

し
い
も
の
を
打
ち
出
せ
」
と
言
っ
て
、
打
ち
出
の
小
槌
を
く
れ
た
。
そ
こ
で

　
家
へ
も
ど
っ
て
、
「
米
倉
欲
し
や
」
と
い
っ
て
小
槌
を
ふ
っ
て
み
る
と
、
米
と

　
倉
、
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
と
欲
し
い
も
の
が
出
て
き
て
、
男
は
に
わ
か
に
大
金
持

　
ち
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
隣
の
悪
い
心
の
男
が
聞
い
て
、
槌
を
貸
し
て
く
れ
と
い

　
う
の
で
貸
し
て
や
る
と
、
そ
の
隣
の
男
は
喜
ん
で
、
「
コ
メ
ク
ラ
欲
し
や
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
め
く
ら

　
い

っ

て

槌
を

ふ
っ

た
。
す
る
と
小
盲
（
小
さ
い
盲
人
）
が
何
人
も
出
て
き
て
、

　

「
ポ

ン

ポ

ン

（
歩
く
た
び
に
ポ
ン
ポ
ン
と
鳴
る
児
童
用
の
く
り
ぬ
き
の
下
駄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
買
う
て
や
、
ポ
ン
ポ
ン
買
う
て
や
」
と
言
っ
て
、
お
さ
ま
り
が
つ
か
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
高
知
県
高
岡
郡
ー

［
事
例

4
］
　
親
が
死
ん
で
、
兄
に
は
財
産
を
残
し
た
が
、
弟
に
は
く
れ
な
い
。
弟

　
が
、
年
末
に
兄
の
家
へ
薪
と
門
松
を
届
け
て
餅
の
米
や
味
噌
を
も
ら
お
う
と
す

　
る
が
、
兄
嫁
の
惜
し
ん
で
い
る
声
が
聞
こ
え
る
の
で
そ
の
ま
ま
そ
こ
を
出
て
、

　
川
に
薪
と
門
松
を
投
げ
て
家
に
帰
っ
た
。
元
日
の
朝
「
迎
え
を
や
る
か
ら
竜
宮

　
の

乙
姫
の

所
へ
来
て
く
れ
」
と
い
う
手
紙
が
縁
に
置
い
て
あ
っ
た
。
海
岸
へ
行

　
く
と
亀
が
い
て
、
弟
を
背
中
に
乗
せ
て
海
に
で
き
た
道
を
行
き
、
竜
宮
世
界
に

　
着
い
た
。
門
番
に
手
紙
の
こ
と
を
告
げ
る
と
、
「
門
松
と
薪
を
寄
付
し
て
く
れ

　
た
人

か
」
と
言
い
、
「
乙
姫
に
望
み
の
も
の
を
聞
か
れ
た
ら
赤
犬
を
望
み
な
さ

　
い
」

と
教
え
て
く
れ
る
。
乙
姫
に
接
待
さ
れ
、
コ
日
一
升
以
上
食
べ
さ
せ
な

　
い
よ
う
に
L
と
注
意
さ
れ
て
赤
犬
を
も
ら
っ
て
帰
っ
た
。
弟
が
米
一
升
調
達
し

　
て

家
で
犬
に
食
わ
せ
る
と
、
黄
金
を
一
升
ひ
る
。
犬
は
日
に
日
に
黄
金
を
ひ
る

　
の
で
評
判
に
な
り
、
兄
嫁
に
す
す
め
ら
れ
て
兄
が
一
か
月
犬
を
借
り
に
き
た
。

　
や
む

な
く
食
べ
物
の
注
意
を
し
て
貸
す
と
、
兄
嫁
が
欲
張
っ
て
二
升
食
わ
せ
た

　
の
で
、
犬
は
腹
を
こ
わ
し
て
、
た
だ
の
糞
を
ひ
り
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
兄
が

3
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死
体
を

庭
に
埋
め

る
と
犬
の
腹
の
上
か
ら
牡
丹
が
生
え
た
。
弟
が
死
体
と
牡
丹

　
を

引
き
取
っ
て
庭
に
埋
め
る
と
牡
丹
か
ら
黄
金
が
落
ち
た
。
兄
が
牡
丹
を
譲
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
て

も
ら
う
と
、
う
じ
が
わ
い
て
落
ち
、
欲
な
者
は
ど
こ
ま
で
も
た
た
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
鹿
児
島
県
薩
摩
郡
下
甑
村
ー

　
事
例

1
を
「
慢
心
型
」
、
事
例
2
を
「
夫
婦
対
立
型
」
、
事
例
3
を
「
隣
人
対
立

型
」
、
事
例
4
を
「
兄
弟
対
立
型
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

　
関
の
考
え
に
し
た
が
え
ば
、
上
の
四
つ
の
事
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
一
人
物
の

心
境
の
変
化
、
夫
婦
の
対
立
、
隣
人
と
の
対
立
、
兄
弟
の
対
立
に
よ
っ
て
、
「
す

べ
て

を

欲
す

る
も
の
は
す
べ
て
を
失
う
」
と
い
う
同
一
の
理
念
を
あ
ら
わ
そ
う
と

し
て
い
る
。
関
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
昔
話
は

し
ぽ
し
ば
説
か
れ
る
如
く
、
自
由
奔
放
な
変
化
を
す
る
が
、
し
か

　
　
し
何
ら
か
一
つ
の
理
念
を
核
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
特
殊
な
事
件

　
　
や
信
仰
を

説
く
の
で
は
な
く
、
人
類
に
も
っ
と
も
普
遍
的
な
理
念
の
よ
う
で

　
　
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
が
ま
た
宗
教
・
言
語
・
政
治
を
越
え
て
地
球
の
広
い

　
　
地
域
に
広
が

っ

て

い

く
誘
因
と
も
な
り
、
そ
う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
民
族
に
よ
っ

　
　

て
、
ま
た
時
代
の
文
化
的
条
件
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
、
土
着
し
て
い
く
の
で

　
　
は
な
か
ろ
う
か
（
関
一
九
八
二
、
九
七
頁
）
。

　

「
海
神
の
贈
物
」
に
お
け
る
「
す
べ
て
を
欲
す
る
も
の
は
す
べ
て
を
失
う
」
と

い
う
理
念
は
、
こ
こ
で
い
う
「
人
類
に
普
遍
的
な
理
念
」
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、

世
界
中
多
く
の
地
域
で
、
こ
の
理
念
を
あ
ら
わ
す
昔
話
が
語
ら
れ
て
い
る
（
関
一

九
八

二
、
九
五
ー
九
六
頁
）
。
個
々
の
「
海
神
の
贈
物
」
の
昔
話
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
る
理
念
が
、
関
の
い
う
よ
う
に
「
人
類
に
普
遍
的
」
と
い
う
よ
う
な
広
が
り

を

も
つ
も
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
理
念
か
ら
、
日
本
の
昔
話
の
特
質
を
読
み
と
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
の
普
遍
的
な
理
念
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
ど
の
よ
う

な
要
素
を
用
い
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
日
本
的
な
特
質
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　
昔
話
は

登
場
人

物
の
行
為
を
軸
に
物
語
が
展
開
さ
れ
、
登
場
人
物
は
し
ぽ
し
ぼ

対
立
関
係
に
置
か
れ
る
。
「
海
神
の
贈
物
」
で
は
、
人
物
の
対
立
関
係
が
あ
ら
わ

れ
な
い
「
慢
心
型
」
の
ほ
か
に
、
「
夫
婦
対
立
」
、
「
隣
人
対
立
」
、
「
兄
弟
対
立
」
の

三
つ
の

対
立
が

み

ら
れ
た
。
「
海
神
の
贈
物
」
に
相
当
す
る
『
日
本
昔
話
大
成
』

の

「
竜
宮
童

子
」
、
「
沼
神
の
手
紙
」
、
「
黄
金
の
斧
」
の
三
つ
の
項
目
に
収
録
さ
れ

て

い

る
類
話
全
七
七
話
の
う
ち
、
「
慢
心
型
」
が
一
一
話
、
「
夫
婦
対
立
型
」
が
二

一
話
、
「
隣
人
対
立
型
」
が
八
話
、
「
兄
弟
対
立
型
」
が
七
話
で
あ
る
。

　
最
初
に

あ
げ
た
内
容
の
展
開
の
枠
組
み
に
よ
れ
ぽ
、
1
の
部
分
と
ー
の
部
分
と

の

間
で
対
立
関
係
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
人
物
の
対
立
関
係
が
な
い
事
例
1
を
除

い

て
、
事
例
2
、
3
、
4
に
共
通
す
る
枠
組
み
を
さ
ら
に
単
純
化
す
れ
ば
、
次
の

よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

1
　
〈
主
人
公
の
富
の
獲
得
〉
主
人
公
が
、
何
ら
か
の
き
っ
か
け
で
富
を
得
る
。

H
　
〈
別
の
人
物
の
失
敗
〉
別
の
人
物
が
、
主
人
公
を
ま
ね
て
富
を
得
よ
う
と
し

　
て
、
失
敗
す
る
。

　
た
だ

し
、
事
例
2
の
「
夫
婦
対
立
型
」
の
場
合
は
、
夫
婦
は
生
計
を
共
に
し
て

い

る
た
め
、
女
房
の
欲
心
に
よ
り
主
人
公
も
同
時
に
富
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
と

こ
ろ
が
、
事
例
3
や
4
に
お
い
て
は
、
主
人
公
が
富
を
得
た
の
と
対
照
的
に
、
隣

人
や
兄
が

富
の
獲
得
に
失
敗
す
る
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
対
立
関
係

4



の

設

定
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
筋
の
展
開
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。
事
例
1
、
2
に

お

い
て

「
す
べ
て
を
失
う
」
の
は
主
人
公
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
事
例
3
、
4
に

お

い
て

「
す
べ
て
を
失
う
」
の
は
、
隣
人
や
兄
な
ど
、
主
人
公
と
は
別
の
人
物
な

歴
史
』
で
関
敬
吾
が
「
海
神
の
贈
物
」
と
い
う
標
題
の
も
と
に
ま
と
め
て
い
た
も

の

で
あ
る
。
　
『
大
成
』
の
「
隣
の
爺
」
と
い
う
項
目
は
、
そ
の
「
海
神
の
贈
物
」

の

分
析
の
中
で
示
さ
れ
た
「
隣
人
対
立
型
」
に
ま
さ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

の

で
あ
る
。

「
大
歳
の
客
」
の
項
目
に
ま
と
め
ら
れ
た
話
型
や
「
取
付
く
引
付
く
」
の
中
に
も

こ
の
よ
う
な
類
型
間
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
上
で
示
し
た
ー
〈
主
人
公
の
富

の

獲
得

∨
、
H
〈
別
の
人
物
の
失
敗
〉
と
い
う
基
本
的
な
展
開
は
、
「
海
神
の
贈

物
L
の
類
話
全
体
を
見
通
す
た
め
に
基
礎
と
す
べ
き
枠
組
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

「
隣
人
対
立
型
」
に
な
る
も
の
が
数
多
く
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
「
隣
の
爺
」
と
い
う

項

目
の
設
定
は
、
こ
の
項
目
以
外
に
も
「
隣
人
対
立
型
」
の
昔
話
が
か
な
り
あ
る

と
い
う
意
味
で
、
分
類
の
一
貫
性
の
観
点
か
ら
は
適
切
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。

二　二元的対立の昔話

る
。

で
は
次

に
、
こ
の
ー
、
1
と
同
じ
展
開
の
枠
組
み
を
も
つ
昔
話
に
ど
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
か
、
そ
し
て
「
別
の
人
物
」
に
は
ど
の
よ
う
な
人
物
が
登
場
す
る
か
、

検
討

し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
　
二
元
的
対
立
の

昔
話

　

『
大
成
』
と
『
通
観
』
の
中
か
ら
、
1
〈
主
人
公
の
富
の
獲
得
∨
、
H
〈
別
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

人

物
の
失
敗
〉
と
い
う
二
元
的
対
立
の
展
開
の
枠
組
み
を
も
つ
主
な
話
型
を
ぬ
き

出
す
と
、
表
1
の
よ
う
に
な
る
。

『
大
成
』
で
は
、
「
隣
の
爺
」
の
項
目
を
中
心
に
「
運
命
と
致
富
」
、
「
大
歳
の

客
L
、
「
異
郷
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
『
通
観
』
で
は
、

ま

た
違
っ
た
視
点
か
ら
、
「
超
自
然
と
人
」
、
「
異
郷
訪
問
」
、
「
天
恵
」
、
「
厄
難
克
服
」
、

「
動
物
の
援
助
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

『
大
成
』
の
「
異
郷
」
の
項
目
に
含
ま
れ
る
三
つ
の
話
型
は
、
先
に
『
昔
話
の

表1

観』r通成』r大

鍵
難警
纏
恵
欝
㌶
㎜
璽
曝

かの客一授福型
かの客一猿長者型

一来訪型

一招待型
爺

土（見るなの座敷）

自
こ
金
郷
竜
竜
地
鼠
舌
鶯

超
A
B
A
B
　
　
異

　
1
4
1
4
4
2
⑫
4
7
5
2
　
　
7
5
7
6
8
1
8
2
8
5
8
6

皿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿

くひっ付く

神の文使い一書き替え型
神の文使い一授福型

かし一花咲か爺型
かし一雁取り爺型

う亀

w　天
　90
　91
　103
　104

XI厄難
　302A
　302B

刈　動物

　364A
　364B
　365
　395

襯畿
竃
雛
見
糠
大
郷
舘
鍵

　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敷

附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
座

　
弓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　

土
　
　
　
　
　
雀
　
　
　
な

齢㌶
4
5
7
8
9
。
、
2
4
㌔

　
6
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9

　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
ユ
　
ユ
　
ユ
　
ユ
　
ユ
　
ユ
　
　
よ
　
ユ
　
　
ム

五

　
八

歳の客

歳の亀

　
紙

子
手
斧

九大歳
　197
　199A
　203
　204A

十一異
　223
　225
　226

5



日本昔話における対立の構造

た

と
え
ぽ
、
「
隣
人
対
立
型
」
で
あ
っ
て
も
、
大
晦
日
に
客
を
む
か
え
る
と
い
う

モ

チ

ー
フ
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
『
大
成
』
で
は
「
大
歳
の
客
」
と
い
う
項
目
に
分

類

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
大
成
』
の
「
隣
の
爺
」
の
項

目
に
は
、
関
敬
吾
が
と
り
あ
え
ず
「
隣
人
対
立
型
」
の
中
で
代
表
的
だ
と
考
え
た

も
の
が
、
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
そ

れ
に
対

し
て
『
通
観
』
で
は
、
「
隣
の
爺
」
と
い
う
項
目
を
立
て
て
お
ら
ず
、

『
大
成
』
で
「
隣
の
爺
」
の
項
目
の
中
に
あ
っ
た
話
型
が
、
四
つ
の
項
目
に
分
け

て

収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
稲

田
浩
二
は
「
タ
イ
プ
様
式
上
の
日
本
的
様
式
は
、
い
わ
ゆ
る
隣
の
爺
型
に
最

も
顕
著
な
、
登
場
者
を
二
極
に
分
け
て
人
間
存
在
を
包
括
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
稲
田
一
九
八
八
a
、
　
一
六
七
頁
）
。
つ
ま
り
、

「
隣
の
爺
型
」
は
日
本
の
昔
話
の
中
に
非
常
に
幅
広
く
あ
ら
わ
れ
る
様
式
上
の
特

徴

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
大
歳
の
客
」
、
「
異
郷
訪
問
」
と
い
う
よ
う
な
、
話
の

中
で
重
要
な
モ
チ
ー
フ
を
任
意
に
示
し
た
項
目
と
一
列
に
並
べ
る
こ
と
は
不
適
当

な

の

で
あ
る
。

　
そ

れ
に

対

し
て
『
通
観
』
で
は
、
様
式
上
の
特
徴
で
あ
る
「
隣
の
爺
」
と
い
う

項

目
を
設
定
せ
ず
、
主
人
公
の
行
為
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
も
と
つ
い

て

「
超
自
然
と
人
」
、
「
異
郷
訪
問
」
、
「
天
恵
」
、
「
厄
難
克
服
」
、
「
動
物
の
援
助
」

と
い
っ
た
項
目
を
立
て
て
い
る
。
こ
の
分
類
は
、
非
常
に
幅
広
い
範
囲
に
わ
た
る

「
隣
の
爺
型
」
の
類
型
を
整
理
し
て
い
く
上
で
参
考
に
な
る
。
た
だ
し
、
イ
ン
デ

ッ

ク
ス
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
隣
の
爺
型
」
を
探
し
出
そ
う
と
す
る
と
き
の
手
が
か
り

は
失
わ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。

　
た

と
え
ば
『
通
観
』
で
は
、
「
海
神
の
贈
物
」
に
対
応
す
る
「
竜
宮
童
子
」
、
「
竜

宮
犬
」
と
と
も
に
、
「
地
蔵
浄
土
」
、
「
鼠
浄
土
」
、
「
舌
切
り
雀
」
、
「
鶯
の
浄
土
」

（
見
る
な
の
座
敷
）
が
、
「
異
郷
訪
問
」
の
項
目
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

先
の

「
海
神
の
贈
物
」
の
分
析
と
関
連
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
ま
ず
こ
の
「
異
郷

訪

問
」
の
項
目
の
昔
話
を
続
け
て
分
析
し
た
い
と
思
う
。

　
稲

田
浩
二
は
、
こ
の
「
異
郷
訪
問
」
と
い
う
項
目
（
タ
イ
プ
群
）
を
、
次
の
よ

う
に
記
述
し
て
い
る
。

　
　
　
［
昔
話
の
主
人
公
が
］
異
質
の
秩
序
の
支
配
す
る
「
異
郷
」
へ
、
み
ず
か
ら

　
　
の

意
志
で
お
も
む
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
。
彼
は
異
郷
の
住
人
の

　
　
案
内
・
援
助
に
よ
る
か
、
ま
た
は
無
邪
気
に
迷
い
こ
む
の
で
あ
る
。
異
郷
と

　
　
人
界

と
の
間
に
は
大
き
な
断
絶
が
あ
り
、
人
間
は
普
通
異
郷
に
近
寄
り
が
た

　
　
い
も
の
で
あ
る
。
異
郷
に
招
か
れ
た
主
人
公
は
、
そ
の
世
界
で
歓
待
さ
れ
、

　
　
超

自
然
的
な
力
を
呪
宝
な
ど
の
形
で
人
界
に
持
ち
帰
り
、
奇
跡
の
果
報
を
受

　
　
（
9
）

　
　
け
る
（
稲
田
一
九
八
八
a
、
　
一
五
〇
頁
）
。

　

こ
の
「
異
郷
訪
問
」
の
項
目
の
う
ち
、
「
地
蔵
浄
土
」
と
「
鼠
浄
土
」
は
、
筋
の

展
開
か
ら
み
て
基
本
的
に
同
じ
類
型
に
属
す
。
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

［
事
例

5
］
　
爺
が
団
子
を
神
棚
に
あ
げ
る
と
、
こ
ろ
が
り
落
ち
て
山
へ
行
く
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
　
か

　
「
団
子
ど
の
、
団
子
ど
の
、
ど
こ
ま
で
行
く
ど
」
と
言
う
と
、
「
山
家
み
山
の
堂

　
ま
で
、
堂
ま
で
」
と
言
い
、
堂
へ
入
っ
た
。
地
蔵
様
に
聞
く
と
、
「
食
っ
た
」

　
と
言
い
、
「
鬼
が
大
勢
来
て
ば
く
ち
を
打
つ
か
ら
う
し
ろ
に
隠
れ
、
鶏
の
ま
ね

　
し
て
、
『
カ
ケ
ロ
ー
』
と
鳴
け
。
鬼
は
夜
が
明
け
た
と
驚
い
て
逃
げ
る
か
ら
そ

　
の

銭
を

取

れ
」
と
教
え
て
く
れ
る
。
爺
は
言
わ
れ
た
と
お
り
に
し
、
鬼
が
ば
く

6



二　二元的対立の昔話

　

ち

を

打
ち

は

じ
め
る
と
、
両
袖
を
打
っ
て
、
「
カ
ケ
ロ
ー
」
と
言
う
。
鬼
は
「
か

　

け
ろ
虫
来
た
、
逃
げ
ろ
」
と
言
っ
て
、
お
金
を
放
っ
て
逃
げ
た
の
で
、
爺
は
そ

　

れ
を

持
ち

帰
っ
た
。
隣
の
意
地
悪
婆
が
そ
れ
を
見
て
、
爺
に
ま
ね
を
さ
せ
、
む

　

り
に
団
子
を
こ
ろ
が
し
て
団
子
に
も
の
を
言
わ
せ
、
ま
た
地
蔵
様
に
も
食
べ
さ

　

せ
、
地
蔵
様
の
う
し
ろ
に
隠
れ
た
。
鬼
が
ぽ
く
ち
を
打
ち
は
じ
め
た
の
で
、
爺

　

が

「

カ
ケ
ロ
ー
」
と
言
う
と
鬼
は
逃
げ
、
爺
は
笑
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
小
鬼

　

が
、
「
か
け
ろ
虫
で
な
い
、
人
間
だ
」
と
言
っ
た
の
で
、
鬼
が
も
ど
っ
て
き
て

　
爺
を
折
濫
し
た
。
爺
が
血
だ
ら
け
で
帰
っ
て
く
る
と
、
婆
は
、
爺
が
赤
い
着
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
を

み
や
げ
に
も
ら
っ
て
き
た
と
思
っ
た
。
人
ま
ね
は
い
け
な
い
。
（
地
蔵
浄
土
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
青
森
県
三
戸
郡
1

［
事
例

6
］
　
よ
い
爺
が
山
へ
木
こ
り
に
行
き
、
昼
飯
の
団
子
を
食
べ
よ
う
と
し
た

　

ら
団
子
が
こ
ろ
が
り
だ
し
た
。
爺
が
追
っ
て
行
く
と
、
鼠
の
穴
へ
こ
ろ
げ
こ
ん

　

だ
。
穴
の
中
で
は
鼠
が
「
猫
さ
え
ご
ざ
ら
じ
ゃ
鼠
の
世
盛
り
、
ベ
ッ
タ
ラ
ベ
ッ
タ

　

ラ
」
と
餅
を
つ
い
て
い
た
。
爺
が
「
ニ
ャ
ア
」
と
猫
の
鳴
き
ま
ね
を
す
る
と
鼠
が

　
皆
逃
げ
た

の

で
、
爺
は
あ
と
に
残
っ
た
餅
を
も
ち
帰
っ
た
。
翌
日
、
隣
の
悪
い

　
爺
が
ま
ね
を
し
て
鼠
の
穴
へ
行
っ
て
み
る
と
、
案
の
じ
ょ
う
、
同
じ
よ
う
に
鼠

　
が
餅
を

つ
い
て

い

た
。
爺
が
「
ニ
ャ
オ
」
と
言
う
と
、
鼠
が
「
昨
日
の
爺
が
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
た
来

た
。
今
日
は
や
っ
つ
け
よ
う
」
と
大
勢
寄
っ
て
き
て
、
爺
を
噛
み
殺
し
た
。

　
（
鼠
浄
土
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
島
根
県
飯
石
郡
ー

　

こ
の
よ
う
に
「
地
蔵
浄
土
」
と
「
鼠
浄
土
」
は
、
地
下
の
世
界
に
お
け
る
富
の

獲
得
の
手
順
が
若
干
異
な
る
だ
け
で
、
筋
の
展
開
は
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
。
そ

の

基
本
的
な
枠
組
み
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

1
①
　
爺
が
食
べ
物
を
穴
の
中
に
落
と
し
、
自
分
も
そ
れ
を
追
い
か
け
て
穴
の
中

　
　

に

は

い
る
。

　
②
爺
は
穴
の
中
で
、
地
蔵
・
鼠
の
お
か
げ
で
、
富
を
得
る
。

H
　
隣
の
爺
が
ま
ね
て
失
敗
す
る
。

　

こ
れ
を
よ
り
抽
象
化
す
れ
ば
、
先
に
提
出
し
た
ー
∧
主
人
公
の
富
の
獲
得
V
、

H
〈
別
の
人
物
の
失
敗
∨
と
い
う
図
式
に
対
応
す
る
。
た
だ
、
H
の
段
階
が
「
海

神
の
贈
物
」
に
お
い
て
は
、
四
つ
の
類
型
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
程
度
の
比
率
で
あ
ら

わ
れ
た
の

に
対

し
、
「
地
蔵
浄
土
」
や
「
鼠
浄
土
」
に
お
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、

「
隣
人
対
立
型
」
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
主
に
九
州
・
四
国
地
方
の
「
地
蔵
浄

土
」
に
お
い
て
、
継
子
と
実
子
の
対
立
が
導
入
さ
れ
て
い
る
事
例
が
か
な
り
あ
る
。

　

『
大
成
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
地
蔵
浄
土
」
と
「
鼠
浄
土
」
の
類
話
を
統
計

的

に

み

る
と
、
全
三
〇
七
話
の
う
ち
、
二
一
〇
話
（
六
八
・
四
％
）
が
「
隣
人
対

立
型
」
、
二
一
話
（
六
・
八
％
）
が
「
継
子
・
実
子
対
立
型
」
、
五
一
話
（
一
六
・

六
％
）
が
「
対
立
関
係
な
し
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
海
神
の
贈
物
」
と
比
べ
る
と
、

「
夫
婦
対
立

型
」
や
「
兄
弟
対
立
型
」
が
ほ
と
ん
ど
あ
ら
わ
れ
ず
、
「
隣
人
対
立

型
」
に
か
な
り
集
中
し
て
き
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
で
は
次

に
、
「
舌
切
り
雀
」
の
例
を
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

［
事
例

7
］
　
爺
と
婆
が
一
羽
の
雀
を
飼
っ
て
、
大
切
に
育
て
て
い
た
。
あ
る
日
、

　
山
へ
行
っ
た
爺
が
、
「
お
お
さ
ぶ
や
、
こ
さ
ぶ
や
、
山
の
む
ー
こ
に
な
り
た
や
、

　
さ
ぶ
さ
ぶ
」
と
言
い
な
が
ら
帰
っ
て
く
る
と
雀
が
い
な
い
。
尋
ね
る
と
、
の
り

　
を

食
べ
た
か
ら
舌
を
切
っ
て
逃
が
し
た
と
婆
に
言
わ
れ
た
の
で
、
か
わ
い
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

　
に

思
っ
た
爺
は
杖
を
つ
い
て
、
「
雀
の
お
宿
は
ど
こ
じ
ゃ
い
な
」
と
捜
し
に
行
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っ
た
。
山
で
会
っ
た
ひ
と
り
の
人
に
尋
ね
る
と
、
「
牛
の
小
便
三
杯
飲
ん
で
行

く
と
雀
の
お
宿
に
行
け
る
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
と
お
り
に
し
た
。
ま
た
歩
い
て

行
く
と
ひ
と
り
の
人
に
会
っ
た
。
尋
ね
る
と
、
「
馬
の
小
便
七
杯
飲
ん
で
行
け

ぽ

よ
い
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
と
お
り
に
し
て
行
く
と
、
ギ
ー
コ
バ
ッ
タ
リ
コ
、

ボ

ー
ン
ヨ
ナ
ク
ナ
、
オ
ッ
テ
、
ミ
シ
ョ
、
カ
チ
カ
チ
と
機
を
織
る
音
が
聞
こ
え
、

雀
の
お
宿
に
着
い
た
。
雀
は
よ
く
来
て
く
れ
た
と
喜
び
、
爺
は
ご
ち
そ
う
や
雀

　
の
踊
り
で
も
て
な
さ
れ
た
。
一
晩
泊
ま
っ
た
爺
は
み
や
げ
に
つ
づ
ら
を
も
ら
い
、

途

中
で
あ
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
言
い
つ
け
ど
お
り
に
帰
っ
て
あ
け
て
み
る

　
と
、
大
判
小
判
が
ざ
く
ざ
く
と
出
た
。
欲
深
婆
は
そ
れ
を
聞
い
て
雀
の
お
宿
へ

出
か
け
る
が
、
途
中
で
つ
づ
ら
を
あ
け
て
蛇
、
蛙
、
三
つ
目
の
化
け
物
が
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
ば

い
出
て
腰
を
抜
か
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
香
川
県
三
豊
郡
ー

　
こ
の
展
開
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

1
①
　
飼
っ
て
い
た
雀
が
の
り
を
食
べ
た
の
で
、
婆
が
舌
を
切
っ
て
逃
が
す
。

②

爺
が
捜
し
に
行
き
、
試
練
を
経
て
雀
の
お
宿
に
た
ど
り
つ
く
。

③

爺
は
雀
に
歓
待
さ
れ
て
、
つ
づ
ら
を
も
ら
っ
て
帰
る
。
つ
づ
ら
に
は
大
判

　
　
小
判
が

は

い

っ

て

い
る
。

H
　
婆
も
雀
の
お
宿
へ
出
か
け
て
つ
づ
ら
を
も
ら
っ
て
く
る
が
、
途
中
で
あ
け
て

　
　
蛇
、
蛙
な
ど
が
出
て
く
る
。

　

こ
れ
も
、
1
〈
主
人
公
の
富
の
獲
得
〉
、
H
〈
別
の
人
物
の
失
敗
V
と
い
う
展

開
に
対
応
し
て
い
る
が
、
1
と
n
の
人
物
の
対
立
関
係
が
事
例
7
で
は
「
夫
婦
対

立
型
」
と
な
っ
て
い
る
。
『
大
成
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
類
話
全
七
九
話
の
う
ち
、

「
隣
人
対
立
型
」
が
一
二
話
（
一
五
・
二
％
）
、
「
夫
婦
対
立
型
」
が
五
六
話
（
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

0
・
九
％
）
、
「
対
立
関
係
な
し
」
が
＝
話
（
一
三
・
九
％
）
で
、
「
夫
婦
対
立

型
」
の
比
率
が
高
い
。
し
か
し
、
「
舌
切
り
雀
」
の
場
合
、
婆
が
飼
っ
て
い
た
雀
の

舌
を
切
る
と
い
う
発
端
か
ら
始
ま
る
筋
の
性
格
上
、
婆
が
対
立
人
物
に
な
る
こ
と

が

自
然
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
隣
人
対
立
型
」
が
一
五
・
二
％
も
あ
ら
わ

れ
て

い

る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
村
落
社
会
の
中
で
昔
話
を
語
り
伝
え
て
き
た

人
々
の
「
隣
人
対
立
型
」
に
対
す
る
好
み
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る

（小
澤
一
九
八
四
、
二
四
〇
頁
参
照
）
。

　

『
大
成
』
で
は
、
こ
の
「
舌
切
り
雀
」
に
続
い
て
「
腰
折
雀
」
が
あ
げ
ら
れ
て

い

る
が
、
「
腰
折
雀
」
に
は
異
郷
訪
問
の
モ
チ
ー
フ
が
欠
け
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
登
場
す
る
の
が
爺
と
婆
と
雀
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
れ
ぽ
、
二
つ
は
同
じ
グ

ル

ー
プ
と
み
な
さ
れ
る
が
、
異
郷
訪
問
の
モ
チ
ー
フ
に
着
目
し
て
分
類
す
る
と
、

別
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
『
通
観
』
で
は
「
異
郷
訪
問
」
と
い
う

基
準
で
ひ

と
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
「
腰
折
雀
」
は
別
の
「
動

物
の
援
助
」
の
項
目
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
舌
切
り
雀
」
と
「
腰
折
雀
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
大
成
』
の
「
舌
切
り
雀
」

の

項
の

注
に

お

い

て
、
関
敬
吾
が
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

　
　
　

こ
の
舌
切
り
雀
と
腰
折
雀
は
同
一
系
統
に
属
す
る
も
の
と
一
般
に
み
ら
れ

　
　
た

が
、
前
者
は
親
切
な
爺
が
雀
の
里
に
行
っ
て
、
親
切
な
行
為
の
返
礼
と
し

　
　
て

宝
物
を

も
ら
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
国
際
的
形
式
で
は

　
　

「
泉
の
そ
ば
の
紡
ぎ
女
」
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
親
切
［
な
者
］
も
し
く
は

　
　
虐
待
さ
れ
る
末
子
が
異
郷
を
訪
問
し
褒
賞
を
与
え
ら
れ
る
形
式
で
、
わ
が
栗
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拾
い
型

（A
T
四
八
〇
）
そ
の
他
が
こ
れ
に
属
す
る
。
異
郷
訪
問
が
一
つ
の

　
　
重
要

な
要
件
で
あ
る
。
常
世
国
、
竜
宮
郷
の
古
説
話
か
ら
現
在
の
伝
承
に
も

　
　
多
い
。
と
こ
ろ
が
次
の
腰
折
雀
に
は
親
切
な
主
人
公
の
爺
の
里
の
訪
問
は
欠

　
　
け
て
い
る
。
朝
鮮
・
中
国
の
伝
承
に
も
異
郷
訪
問
は
欠
け
て
い
る
。
こ
の
限

　
　
り
に
お
い
て
は
腰
折
雀
の
分
類
は
動
物
報
恩
讃
（
A
T
五
五
四
）
で
あ
る
。

　
　
腰
折
雀
は
お
そ
ら
く
大
陸
か
ら
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
舌
切
り
雀

　
　
は

こ
れ
を
基
礎
と
し
て
わ
が
国
で
形
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
研
究
す
べ
き
問
題

　
　
で
あ
ろ
う
。
（
関
一
九
七
八
、
二
四
八
ー
二
四
九
頁
）

　
で

は
、
こ
の
「
腰
折
雀
」
の
例
を
み
て
お
こ
う
。

［
事
例

8
］
　
む
か
し
、
あ
る
と
き
雨
戸
に
何
か
ぶ
つ
か
っ
た
音
が
し
た
の
で
、
婆

　
が

雨

戸
を
開
け
て
み
る
と
、
け
が
を
し
た
雀
が
い
た
。
婆
が
薬
を
つ
け
、
か
ご

　
に
入
れ
て

介
抱

し
、
け
が
が
な
お
っ
て
か
ら
放
し
て
や
っ
た
。
す
る
と
あ
る
日
、

　
そ
の
雀
が
雨
戸
の
と
こ
ろ
に
、
何
か
種
の
よ
う
な
も
の
を
こ
ぼ
し
て
行
っ
た
。

　
婆
は
、
次
の
日
、
畑
に
そ
れ
を
ま
い
て
お
く
と
ひ
ょ
う
た
ん
が
生
え
、
ひ
ょ
う

　
た
ん
を

も
い
で
来
て
軒
下
に
つ
る
し
て
お
く
と
、
次
の
日
、
そ
の
下
に
米
粒
が

　

こ
ぼ
れ
て
い
た
。
婆
が
ひ
ょ
う
た
ん
の
中
を
見
る
と
、
米
が
い
っ
ぽ
い
は
い
っ

　
て

お

り
、
爺
と
婆
で
い
く
ら
食
べ
て
も
な
く
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
と
き
隣
の

　
マ
ン
気
ぽ
ん
ぽ
が
来
て
、
そ
の
話
を
聞
く
と
さ
っ
そ
く
家
に
帰
っ
て
、
雀
を
無

　
理
に

つ
か

ま
え
て
、
け
が
を
さ
せ
て
逃
が
し
た
。
次
の
朝
、
窓
の
下
を
見
る
と

種
ら
し
い
も
の
が
こ
ぼ
れ
て
い
た
。
マ
ン
気
ぽ
ん
ぽ
は
喜
ん
で
畑
に
ま
く
と
、

　
や
は

り
ひ
ょ
う
た
ん
が
生
え
、
さ
っ
そ
く
ひ
ょ
う
た
ん
を
か
か
え
て
来
て
、
軒

下
に

つ

る
し
て
お
い
た
。
マ
ン
気
ば
ん
ぽ
が
、
待
ち
き
れ
な
く
て
ひ
ょ
う
た
ん

　

の

中
を
の
ぞ
く
と
虫
け
ら
ば
か
り
い
っ
ぽ
い
は
い
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
あ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　

り
欲
ば
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
山
形
県
東
田
川
郡
ー

　
先
の

コ

メ
ン
ト
に
あ
っ
た
よ
う
に
爺
の
異
郷
訪
問
の
モ
チ
ー
フ
が
な
く
、
「
舌

切

り
雀
」
の
場
合
に
比
べ
て
単
純
な
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
夫
婦
対
立

型
」
で
は
な
く
「
隣
人
対
立
型
」
に
な
っ
て
い
る
。
『
大
成
』
の
類
話
で
は
、
全

一
四
話
の

う
ち
、
「
隣
人
対
立
型
」
が
一
一
話
（
七
八
・
六
％
）
で
、
「
対
立
関
係

な
し
」
が
三
話
（
二
一
・
四
％
）
、
「
夫
婦
対
立
型
」
は
一
話
も
収
録
さ
れ
て
い
な

い
。

　

こ
の
よ
う
に
人
物
の
対
立
関
係
か
ら
み
て
も
、
「
舌
切
り
雀
」
と
「
腰
折
雀
」

の

違
い
は
際
立
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
求
め
て
い
る
二
元
的
対
立
の
枠
組
み
を
も
つ
昔
話
は
ま
だ

ま
だ
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
で
大
体
の
傾
向
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き

た
。
つ
ま
り
、
日
本
に
お
け
る
こ
の
類
型
の
昔
話
で
は
、
相
当
の
比
率
で
「
隣
人

対
立
型
」
が
優
勢
な
の
で
あ
る
。
『
大
成
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
類
話
を
手
が
か

り
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
型
に
お
い
て
ー
、
H
の
対
立
を
設
定
し
て
い
る
話
の
数
と
、

そ
の

中
で
「
隣
人
対
立
型
」
の
占
め
る
割
合
を
示
す
と
表
2
の
よ
う
に
な
る
。

　
小
澤
俊
夫
は
「
昔
話
に
み
ら
れ
る
隣
モ
テ
ィ
ー
フ
ー
日
本
」
（
一
九
八
四
）
と
題

す

る
論
文
に
お
い
て
、
『
通
観
』
に
収
録
さ
れ
た
資
料
を
も
と
に
分
析
し
、
「
日
本

の

昔
話
に
お

い

て
、
主
人
公
が
幸
せ
を
獲
得
し
た
と
き
、
そ
れ
に
対
立
す
る
人
物
、

な
い
し
対
照
を
な
す
人
物
と
し
て
、
隣
人
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
多
い
」

（
小
澤
一
九
八
四
、
二
四
六
頁
）
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の

9
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表2

惨対立型の話数（比率）i対立型・編数

取付く引付く 52　（89．7タ∠） 58

地蔵浄土 96　（78．7％） 122

鼠　浄　土 114　（89．8％） 127

雁取∋ 19　（48．7％） 39

鳥呑⇒ 51　（96．2タ6） 53

竹取⇒ 76　（92．7タ∠） 82

花咲⇒ 52　（88．1％） 59

舌切り雀 12　（17．6％） 68

腰　折　雀 11（100％） 11

瘤取爺1 32　（91．4タ∠） 35

猿　地　蔵 55　（94．8％） 58

見・なの座酬 3（100％） 3

猿長者1 7（38．9タ6） 18

大歳の客 19　（86．4％） 22

笠　地　蔵 5（50．0％） 10

大歳の釧 13　（81．3％） 16

竜宮童子 4（13．3％） 30

沼神の手紙 0（　0％） 10

黄金の剤 4　（44．4％） 9

よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
　
　
隣
モ
テ
ィ
ー
フ
の
、
多
く
の
話
型
へ
の
浸
透
、
国
内
で
の
分
布
の
広
さ
と

　
　
濃

さ
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
昔
話
を
伝
え
て
き
た
日
本
人
に
と
っ
て
、
隣

　
　
へ
の
関
心
が
い
か
に
強
く
、
重
要
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

　
　
れ

は
、
日
本
人
が
社
会
で
生
き
て
い
く
う
え
で
隣
に
関
心
を
は
ら
う
こ
と
が

　
　
必
要
で
、
重
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
昔
話
に
お

　
　
い
て

そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
人
の
社
会
的
行
動
を
律
す
る
、
ひ
と
つ
の
強
い

　
　
規
範
だ

っ

た

と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う
。
（
小
澤
一
九
八
四
、
二
四
九
ー
二
五

　
　
〇
頁
）

　
小
澤
の

見
解
は
大
筋
に
お
い
て
納
得
で
き
る
も
の
と
い
え
る
だ

ろ

う
。
た
だ
し
、
ひ
と
つ
に
は
日
本
国
内
で
の
差
異
の
問
題
が
十

分
に
処
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
国
外
と
の
比
較
に
よ
る
仮
説
の

実
証
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。

　
そ

こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
次
に
、
こ
の
日
本
国
内
で
の
差
異
の
問

題
と
、
国
外
と
の
比
較
の
問
題
を
扱
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

三
　

日
本
国
内
で
の
地
域
差
－
奄
美
・

　
地
域
の
問
題

沖
縄

域
性
と
い
う
点
で
最
も
重
要
な
学
問
的
課
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、

て

い

る
（
稲
田
一
九
八
四
、

の

よ
う
な
点
に
言
及
し
て
い
る
。

　
　
　
本
土
で

は
、
い
わ
ゆ
る
「
隣
の
爺
型
」
の
昔
話
が
成
熟
し
普
及
し
て
い
る

　
　

が
、
琉
球
で
は
、
本
土
で
「
隣
の
爺
型
」
に
な
っ
て
い
る
話
群
が
ほ
と
ん
ど

　
　
「
隣
の
爺
型
」
に
な
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
奄
美
諸
島
や
沖
縄
に
は
「
地

　
　
蔵
浄
土
」
は
全
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
鼠
の
浄
土
」
や
「
舌
切
り
雀
」
も

　
　
伝
承
的
・
土
着
的
で
な
い
よ
う
な
も
の
が
ご
く
わ
ず
か
認
め
ら
れ
る
だ
け
で

　
　
あ
る
。
「
竹
切
り
爺
」
や
「
鳥
呑
爺
」
も
、
奄
美
諸
島
に
も
沖
縄
に
も
全
く

　

日
本
国
内
に
お
け
る
昔
話
の
地
域
性
に
つ
い
て
は
、
稲
田
浩
二

が
、
奄
美
・
沖
縄
と
い
う
琉
球
圏
と
本
土
圏
と
い
う
二
つ
の
伝
承

圏
を
対
置
し
て
巨
視
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
、
日
本
の
昔
話
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
指
摘
し

　
　
　
　
　
一
二
一
ー
一
二
三
頁
）
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
は
次

10



三　日本国内での地域差一奄美・沖縄地域の問題

　
　

な
い
。
「
猿
地
蔵
」
も
、
奄
美
で
二
例
、
沖
縄
で
二
例
し
か
な
い
。
「
雁
取
爺
」

　
　

は
一
例
も
な
い
が
、
「
花
咲
爺
」
に
準
ず
る
話
は
、
金
を
産
む
猫
の
話
と
し

　
　
て

認
め

ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
話
は
全
部
、
爺
と
婆
の
登
場
す
る
話
で

　
　
は
な

く
て
、
兄
弟
の
話
に
な
っ
て
い
る
。
（
稲
田
一
九
八
八
b
、
七
九
頁
）

　
稲

田
は
特
に
、
わ
れ
わ
れ
が
前
の
章
で
検
討
し
た
「
隣
の
爺
型
」
の
昔
話
を
基

準

に
、
本
土
の
伝
承
と
奄
美
・
沖
縄
地
域
の
伝
承
と
の
違
い
を
示
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
稲
田
は
、
わ
れ
わ
れ
が
分
析
対
象
と
し
て
い
る
富
の
獲
得
を
め
ぐ
る
昔
話

に
つ
い
て
、
本
土
伝
承
圏
と
琉
球
伝
承
圏
で
そ
の
存
在
の
仕
方
が
異
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ

は
、
こ
れ
ま
で
の
章
で
は
、
伝
承
地
域
に
よ
る
地
域
性
を
考
慮
に
入

れ

ず
、
日
本
国
内
に
存
在
す
る
類
話
と
い
う
こ
と
で
ひ
と
く
く
り
に
し
て
、
考
察

を

お

こ
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
章
で
は
、
稲
田
の
指
摘
を
受
け
て
、
鹿
児

島
県
と
沖
縄
県
の
伝
承
に
注
意
を
は
ら
い
な
が
ら
、
日
本
国
内
で
の
地
域
差
の
問

題
を

検
討

し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

『
通
観
』
第
二
五
巻
鹿
児
島
編
の
解
説
の
中
に
「
優
勢
な
兄
弟
謹
形
式
」
と
い

う
項
目
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
本
州
・
四
国
と
鹿
児
島
を
除
く
九
州
各
県
で
む
か
し
語
り
に
お
い
て
優
位

　
　
な
隣
の
爺
型
が
当
県
で
は
弱
く
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
兄
弟
（
姉
妹
）
の
型
な

　
　
い
し
、
兄
弟
を
主
要
登
場
者
と
す
る
兄
弟
謹
が
優
勢
と
な
る
。
最
も
端
的
に

　
　
こ
れ
を
示
す
の
は
、
他
地
方
で
は
原
則
的
に
隣
の
爺
型
と
な
る
サ
ブ
タ
イ
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
な
い
し
話
型
で
し
ぽ
し
ぽ
兄
と
弟
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ

の

例

と
し
て
あ
げ
て
い
る
サ
ブ
タ
イ
プ
な
い
し
話
型
は
、
「
大
歳
の
客
ー
致

富
型
L
、
「
竜
宮
の
み
や
げ
1
金
ひ
り
鳥
」
、
「
竜
宮
の
み
や
げ
ー
金
ひ
り
犬
ー
金
の

木
型
」
、
「
竜
宮
の
み
や
げ
ー
竜
宮
犬
ー
狩
猟
型
」
、
「
竜
宮
の
み
や
げ
ー
竜
宮
犬
－

天
の

米

蔵
型
」
、
「
も
の
言
う
亀
ー
米
の
木
型
」
、
「
も
の
言
う
亀
－
兄
弟
の
賭
け

型
」
、
「
大
歳
の
鬼
」
、
「
銭
ひ
り
猪
」
、
「
と
び
付
こ
う
と
び
付
こ
う
」
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
「
も
の
言
う
亀
」
は
、
『
大
成
』
で
は
「
大
歳
の
亀
」
と
よ
ば
れ
て

い

る
話
型
で
あ
る
。
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

［
事
例

9
］
　
爺
が
年
の
暮
れ
に
山
へ
薪
を
取
り
に
行
き
、
「
今
年
の
と
ー
し
の
く

　

ー
れ
の
き
ー
た
き
た
。
と
ー
し
ゃ
ー
ど
ー
し
て
と
ー
う
と
ろ
」
と
言
う
と
、

　

「
お
米

で

と
ら
し
ゃ
い
」
と
言
う
者
が
あ
る
。
見
る
と
亀
な
の
で
、
持
ち
帰
っ

　
て

婆
に
見
せ
る
と
、
「
佐
賀
の
町
で
見
世
物
に
せ
よ
」
と
言
う
。
翌
朝
早
く
爺

　
が

「
も
の
言
う
ぐ
う
ず
ば
（
亀
を
）
見
ん
さ
い
」
と
ふ
れ
歩
き
、
亀
と
や
り
と

　
り
を
し
て
み
せ
る
と
、
見
物
人
が
お
金
や
着
物
を
た
く
さ
ん
く
れ
る
。
隣
の
婆

　
が

知
っ
て
爺
を
責
め
る
と
、
爺
は
そ
の
亀
を
借
り
て
町
へ
出
か
け
、
聞
い
た
と

　
お
り
に
亀
に
話
し
か
け
る
が
亀
は
何
も
言
わ
な
い
。
見
物
人
が
怒
っ
て
爺
を
た

　
た
き
、
爺
は
血
だ
ら
け
に
な
っ
て
帰
る
。
隣
の
婆
は
爺
が
り
っ
ぱ
な
着
物
を
も

　
ら
っ
た
と
思
い
こ
ん
で
、
汚
な
い
着
物
や
古
い
道
具
を
燃
や
す
。
隣
の
爺
が
亀

　
を
焼
い
た
の
で
、
爺
は
灰
を
も
ら
っ
て
帰
る
。
殿
様
が
通
り
か
か
り
、
そ
の
目

　
に
灰
が
か
か
っ
た
の
で
と
が
め
ら
れ
る
が
、
爺
は
枯
れ
木
に
花
を
咲
か
せ
て
み

　
せ
、
殿
様
か
ら
ほ
う
び
を
も
ら
う
。
隣
の
婆
が
聞
い
て
爺
に
ま
ね
を
さ
せ
る
が
、

花
は
咲
か
ず
に
殿
様
と
家
来
の
目
・
口
・
鼻
に
か
か
っ
た
の
で
、
た
た
か
れ
て

　
　
　
　
（
1
5
）

逃
げ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
佐
賀
県
小
城
郡
1

11



日本昔話における対立の構造

［
事
例

1
0
］
村
一
番
の
分
限
者
の
兄
と
、
老
母
を
養
う
貧
乏
な
弟
と
が
い
た
。
大

　
み
そ

か
に
な

る
が
、
弟
は
力
飯
の
米
も
な
い
の
で
、
兄
に
借
り
に
行
く
と
、

　

「
貸
す
米
は
な
い
」
と
追
い
返
さ
れ
る
。
母
が
節
約
し
て
残
し
た
少
し
の
米
で

　
力
飯
を
炊
き
、
弟
は
漁
に
出
か
け
る
。
獲
物
も
な
く
浜
を
歩
い
て
い
る
と
小
亀

　
が

「
霜

月
師
走
の
亀
が
、
ク
ン
屋
行
っ
て
、
ア
ン
屋
行
っ
て
、
大
屋
へ
の
み
や

　
げ
、
み
や
げ
」
と
も
の
を
言
っ
て
い
る
の
で
、
つ
れ
帰
っ
て
飼
う
。
正
月
に
な

　

り
、
う
わ
さ
を
聞
い
た
村
人
が
来
て
金
を
置
い
て
見
物
し
て
い
く
の
で
、
正
月

　
を

す

る
こ
と
が
で
き
る
。
兄
が
少
し
の
金
を
出
し
て
亀
を
持
ち
帰
り
、
料
金
を

　

取
っ
て
見
物
さ
せ
る
が
、
亀
が
も
の
を
言
わ
な
い
の
で
亀
を
殺
す
。
弟
が
亀
を

　
葬
る
と
竹
が
生
え
、
天
に
届
く
ほ
ど
伸
び
、
切
る
節
ご
と
に
米
や
金
が
出
て
弟

　
は
分
限
者
に

な
る
。
兄
が
竹
を
盗
む
と
汚
物
し
か
出
ず
、
兄
は
落
ち
ぶ
れ
、
弟

　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　

は

ま
す
ま
す
栄
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
鹿
児
島
県
大
島
郡
徳
之
島
町
ー

　

こ
の
「
大
歳
の
亀
」
（
も
の
言
う
亀
）
の
話
の
展
開
の
枠
組
み
は
、
次
の
よ
う

で
あ
る
。

1
①
年
の
暮
れ
に
貧
し
い
爺
（
弟
）
が
、
も
の
を
言
う
亀
を
み
つ
け
る
。

　

②

つ
れ

帰
っ
た
亀
が
人
々
の
前
で
も
の
を
言
っ
て
、
爺
（
弟
）
は
お
金
を
も

　
　

う
け
る
。

H
　
隣
の
爺
（
兄
）
が
亀
を
借
り
て
、
人
々
の
前
で
も
の
を
言
わ
せ
よ
う
と
す
る

　

が
、
亀
は
も
の
を
言
わ
ず
、
失
敗
す
る
。

　
こ

の

話
型

も
、
わ
れ
わ
れ
が
設
定
し
た
ー
〈
主
人
公
の
富
の
獲
得
〉
、
H
∧
別

の

人
物
の
失
敗
〉
と
い
う
枠
組
み
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
例

9
で
は
「
別
の
人
物
」
が
「
隣
の
爺
」
に
な
り
、
事
例
1
0
で
は
「
兄
」
に
な
っ
て

い
る
。

　
松
浪
久
子
（
一
九
八
四
）
は
、
こ
の
「
大
歳
の
亀
」
の
話
型
に
属
す
る
全
国
六

五
話
の
事
例
を
用
い
て
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
彼
女
は
話
の
展
開
の
細
部
を

綿
密
に
検
討
し
て
い
る
が
、
登
場
人
物
の
関
係
に
着
目
す
れ
ば
、
「
隣
人
対
立
型
」
、

「
兄
弟
対
立
型
」
、
「
そ
れ
以
外
の
対
立
型
」
、
「
成
功
型
（
対
立
関
係
な
し
）
」
の
四

つ
に
分
け

ら
れ
る
。
松
浪
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
「
隣
人
対
立
型
」
二
七
話
、
「
兄
弟

対
立
型
」
二
四
話
、
「
そ
れ
以
外
の
対
立
型
」
四
話
、
「
成
功
型
（
対
立
関
係
な

し
）
」
一
〇
話
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
四
類
型
は
、
日
本
全
国
に
ま
ん
べ
ん
な

く
分
布
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
日
本
全
体
の
「
兄
弟
対
立
型
」
二
四
話
中
一
九

話

が
、
奄
美
大
島
以
南
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
鹿
児
島
県
で
も
屋
久
島
の

事
例
は

「
隣
人
対
立
型
」
に
な
っ
て
い
る
）
。
そ
し
て
、
奄
美
大
島
以
南
に
は
「
隣

人
対
立

型
」
は
あ
ら
わ
れ
て
お
ら
ず
、
二
五
話
中
一
九
話
が
「
兄
弟
対
立
型
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と

表3　「大歳の亀」の事例の分布

（本土の欄には屋久島の事例も含んでいる）

1隣人対立型1兄弟対立型

527土本

190

2427

奄美・沖縄

計

　
　

（
表
3
参
照
）
。

も
「
大
歳
の
亀
」
と
い
う
話
型
に
限
っ
て
い
え
ぽ
、

奄
美

大
島
以
南
で
は
、
本
土
で
優
勢
で
あ
っ
た

「
隣
人
対
立
型
」
が
好
ま
れ
ず
、
「
兄
弟
対
立
型
」

に
対
す

る
好
み
が
大
変
強
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　
た
だ

し
、
本
土
に
お
い
て
も
、
新
潟
県
で
は
四

話
の
す
べ
て
が
「
兄
弟
対
立
型
」
で
あ
り
、
愛
媛

県
の
一
話
も
「
兄
弟
対
立
型
」
で
あ
る
。
松
浪
の

六
五
話
の

資
料
を
眺
め
る
だ
け
で
は
、
な
ぜ
新
潟

12



三　日本国内での地域差一奄美・沖縄地域の問題

県
に
四
話
集
中
し
て
「
兄
弟
対
立
型
」
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
理
解
で
き
な
い
。

た

だ
、
『
大
成
』
の
「
沼
神
の
手
紙
」
の
項
目
に
「
兄
弟
対
立
型
」
の
事
例
が
三

話

あ
り
、
そ
の
う
ち
二
話
が
岩
手
県
、
一
話
が
新
潟
県
の
事
例
で
あ
る
の
で
、
東

北

日
本
に
は
「
兄
弟
対
立
型
」
が
成
立
す
る
何
ら
か
の
基
盤
が
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
二
章
で

『
大
成
』
の
「
竜
宮
童
子
」
、
「
沼
神
の
手
紙
」
、
「
黄
金
の
斧
」
の
三
つ

の

項
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
全
七
七
話
の
う
ち
七
話
が
「
兄
弟
対
立
型
」
で
あ
る

こ
と
を
示
し
た
が
、
そ
の
内
訳
は
、
沖
縄
県
一
話
、
鹿
児
島
県
三
話
、
そ
し
て
右

に
示

し
た
よ
う
に
新
潟
県
一
話
、
岩
手
県
二
話
で
あ
る
。
鹿
児
島
県
の
も
の
は
、

二
話
が
甑
島
で
、
一
話
が
喜
界
島
で
採
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
次

に
、
『
通
観
』
の
「
鹿
児
島
編
」
と
「
沖
縄
編
」
に
お
い
て
、
「
海
神
の
贈

物
」
に
対
応
す
る
項
目
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
「
竜
宮
の
み
や
げ
」
の
事
例
を

検
討

し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
「
鹿
児
島
編
」
で
は
、
「
竜
宮
の
み
や
げ
」
の
項
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
全
一
六

話
の

う
ち
八
話
に
対
立
関
係
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
八
話
の
う
ち
、
「
兄
弟

対
立
型
」
が
六
話
、
「
隣
人
対
立
型
」
が
一
話
、
「
夫
婦
対
立
型
」
が
一
話
で
あ
る
。

や
は

り
「
兄
弟
対
立
型
」
が
優
勢
で
あ
る
。
伝
承
地
を
み
る
と
、
「
兄
弟
対
立
型
」

の

六
話

は
、
長
島
、
甑
島
、
奄
美
大
島
、
喜
界
島
で
あ
り
、
「
隣
人
対
立
型
」
一

話
は
種
子
島
、
「
夫
婦
対
立
型
」
一
話
は
沖
永
良
部
島
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
八
話
と

も
島
噸
部
で
採
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
兄
弟
対
立
型
」
が
優
勢

で
あ
る
。

　

「
沖
縄
編
」
の
「
竜
宮
の
み
や
げ
」
の
項
目
は
全
一
九
話
の
う
ち
、
一
六
話
は

は

っ

き
り
し
た
対
立
関
係
を
設
定
し
て
お
ら
ず
、
残
り
の
三
話
は
「
西
の
家
と
東

の

家
」
と
い
う
対
立
が
二
話
、
友
人
と
の
対
立
関
係
が
一
話
で
あ
る
。
「
沖
縄
編
」

で

は
、
「
竜
宮
の
み
や
げ
」
の
項
目
に
は
「
兄
弟
対
立
型
」
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な

い
。

　
二
元
的
対
立
の
枠
組
み
を

も
つ
昔
話
の
中
で
、
奄
美
・
沖
縄
地
域
で
類
話
が
多

い
の

が
、
「
大
歳
の
客
」
と
よ
ば
れ
る
タ
イ
プ
の
昔
話
で
あ
る
。
中
で
も
、
「
猿
長

者
」
と
よ
ば
れ
る
話
型
は
、
奄
美
・
沖
縄
地
域
で
の
伝
承
密
度
が
濃
い
。
『
日
本

昔
話
事
典
』
の
「
猿
長
老
」
の
項
に
は
、
「
『
日
本
昔
話
集
成
』
に
は
一
五
例
の
報

告
が
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
採
集
で
八
〇
例
ほ
ど
の
採
集
報
告
が
あ
る
が
、
全
体
の

う
ち
で
、
八
二
例
ま
で
は
奄
美
諸
島
と
沖
縄
県
か
ら
の
報
告
で
あ
り
、
六
例
は
東

北
地
方
と
新
潟
県
か
ら
の
報
告
で
あ
り
、
南
北
の
両
端
に
主
と
し
て
伝
承
さ
れ
て

い

る
話
と
い
え
る
。
特
に
モ
チ
ー
フ
の
完
備
し
た
伝
承
は
南
島
に
の
み
限
ら
れ
て

い

る
」
（
三
原
一
九
七
七
、
三
九
一
頁
）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
例
を
あ
げ
て
み

よ
う
。

［
事
例

1
1
］
　
貧
乏
な
爺
と
婆
が
年
の
夜
に
食
べ
物
が
な
く
、
隣
の
金
持
ち
に
「
米

　
を

貸
し
て
く
れ
」
と
頼
む
が
こ
と
わ
ら
れ
る
。
白
い
ひ
げ
を
は
や
し
た
乞
食
の

　
よ
う
な
爺
が
金
持
ち
の
家
に
来
て
、
「
泊
め
て
く
れ
」
と
頼
ん
で
こ
と
わ
ら
れ
、

　
貧
乏

な
爺
婆
の
家
に
泊
め
て
も
ら
う
。
爺
婆
が
「
食
べ
物
が
な
い
」
と
言
う
と
、

　
白
ひ
げ
の
爺
は
二
、
三
粒
の
米
を
鍋
に
入
れ
て
煮
さ
せ
、
鍋
い
っ
ぱ
い
の
ご
飯

　
に
す

る
。
朝
に
な
り
白
ひ
げ
の
爺
が
二
人
に
望
み
を
聞
く
と
、
二
人
は
「
若
く

　
な
り
た
い
」
と
答
え
る
。
爺
が
川
か
ら
汲
ん
で
き
た
水
を
沸
か
し
て
浴
び
さ
せ

　
る
と
、
二
人
は
若
返
る
。
二
人
が
金
持
ち
の
家
に
正
月
の
あ
い
さ
つ
に
行
く
と
、
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　　　　　　　日本昔話における対立の構造

表4　「大歳の客」の事例の分布

「隣周鯉已対立型

鹿児島県陸地部 5 0

鹿児島県島撰部i 101 2

025県縄沖

　

こ
の
「
猿
長
者
」
を
含
む
「
大
歳
の
客
」

を

検
討
し
て
み
よ
う
（
表
4
参
照
）
。

目
に
、
全
二
七
話
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、

話
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
隣
人
対
立
型
」
が
一
五
話
、

と
な
っ
て
い
る
。
伝
承
地
は

部
、
五
話
が
陸
地
部
で
あ
る
。

で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
っ
ま
り
、

対
立
型
」
が
優
勢
で
あ
る
。

　
「
沖
縄
編
」
で
は
、
「
大
み
そ
か
の
客
」
と
い
う
項
目
に
全
六
七
話
が
収
め
ら
れ
、

五
一
話
が
対
立
関
係
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
「
隣
人
対
立
型
」
が
二
五
話

で
、
「
兄
弟
対
立
型
」
は
一
話
も
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
「
大
歳
の
客
」
の
分
析
の
結
果
は
、
「
大
歳
の
亀
」
の
分
析
か
ら

金
持
ち

は

二
人
か

ら
わ
け
を
聞
き
、
白
ひ
げ
の
爺

に
詫
び

て
、
「
お
願
い
し
た
い
」
と
言
う
。
爺
が

あ
ら
わ
れ
て
金
持
ち
の
家
に
入
り
、
「
あ
な
た
た

ち

は
欲
が

強
い
か
ら
助
け
て
も
得
に
な
ら
な
い
」

と
言
い
、
門
の
石
を
焼
い
て
坐
ら
せ
て
主
人
を
猿

に

し
、
使
用
人
や
家
族
を
み
な
も
ぐ
ら
や
鼠
に
し

た
。
こ
の
金
持
ち
は
染
め
物
屋
だ
っ
た
の
で
猿
の

爪
は
黒
い
。
ま
た
若
水
を
浴
び
た
り
飲
ん
だ
り
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
習
慣
も
こ
れ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

ー
沖
縄
県
国
頭
郡
大
宜
味
村
－

　
　
　
　
　

の

類
話
に

つ
い
て

『
通
観
』
の
資
料

　
　
　
「
鹿
児
島
編
」
で
は
、
「
大
歳
の
客
」
の
項

　
　
　
　

対
立
関
係
を
設
定
し
て
い
る
の
は
二
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
兄
弟
対
立
型
」
は
二
話

「
隣
人
対
立
型
」
一
五
話
の
う
ち
、
一
〇
話
が
島
喚

ま
た
、
「
兄
弟
対
立
型
」
二
話
は
徳
之
島
と
甑
島

　

こ
の
話
型
で
は
、
島
峡
部
に
お
い
て
も
「
隣
人

得
た

「
奄
美
・
沖
縄
で
は
『
隣
人
対
立
型
』
が
好
ま
れ
ず
、
『
兄
弟
対
立
型
』
に

対
す

る
好
み
が
強
い
」
と
い
う
推
論
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鹿

児
島
県
島
興
部
、
沖
縄
県
の
地
域
の
昔
話
に
本
土
の
も
の
と
は
異
な
る
特
徴
が
あ

る
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
単
純
に
「
隣
人
讃
が
少
な
く
兄
弟
讃
が
多
い
」
と

い

う
よ
う
な
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
国
内
の
地
域
差
に
つ
い
て
は
、

奄
美
・
沖
縄
地
域
の
伝
承
を
さ
ら
に
多
く
の
話
型
に
わ
た
っ
て
、
き
め
細
か
に
分

析

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

四

韓
国
と
の
比
較

　
韓
国
の
昔
話
の
類
型
を
整
理
し
た
も
の
に
、
崔
仁
鶴
の
「
韓
国
昔
話
の
タ
イ
プ

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
（
一
九
七
六
）
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
考
察
の
対
象
と
し
て
い

る
ー
〈
主
人
公
の
富
の
獲
得
〉
、
H
∧
別
の
人
物
の
失
敗
V
と
い
う
二
元
的
対
立

の

枠
組
み
を

も
つ
昔
話
は
、
そ
の
中
の
「
1
4
　
葛
藤
」
の
「
B
　
兄
弟
間
」
と
「
C

隣
人
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
兄
弟
間
」
は
「
兄
弟
対
立
型
」
を
示
し
、
「
隣
人
」

は

「
隣
人
対
立
型
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
話
型
名

と
類
話
数
は
表
5
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
中
に
日
本
の
話
型
と
類
似
し
た
展
開
を

示
す

も
の
が
か
な
り
あ
る
。
そ
の
対
応
関
係
を
示
す
と
表
6
の
よ
う
に
な
る
。

「
兄
弟
対
立
型
」
の
「
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
」
、
「
兄
弟
と
犬
」
、
「
金
の
砧
　
銀
の
砧
」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
腰
折
雀
」
、
「
雁
取
爺
」
と
「
花
咲
爺
」
、
「
地
蔵
浄
土
」
と
「
鼠

浄
土
」
と
い
う
日
本
に
お
い
て
「
隣
人
対
立
型
」
が
優
勢
な
話
型
に
対
応
し
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
「
真
似
す
る
石
亀
」
に
対
応
す
る
「
大
歳
の
亀
」
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四韓国との比較

表5 表6

14葛藤

B　兄弟間 C　隣人

457ホンブとノルブ （・4話）1475金の斧鋤斧 （3話）

458兄弟と犬 （・⇒476瘤取り爺 （11話）

459真似する石亀 （・⇒477甘嘆 （3話）

460金の砧・銀の砧 （・5話）1478若返・泉
（1話）

461三番目の息子と僧の（8話）
　　贈物 479鬼神の話を盗み聴く（2話）

462欲ばり兄と塩売り弟（・⇒…不思謙木の葉 （1話）

463青い玉赤い玉 （・話）148・ふくれ醐 （1話）

464善良な弟と虎の援助（・話）1

466貧乏弟と山賊 （1話）

韓 国1日本

兄

弟
対
立
型

隣

人

対

立

型

・ガと・ルブ惨折雀

兄弟と犬 雁取爺

花咲爺

真似する石亀 1蛾礪
金の砧　銀の砧 地蔵浄土

鼠浄土

金の斧銀の斧1詮の斧

瘤取り爺 已取爺

甘い糞
｝鳥呑爺

「竹取爺

若返る泉 猿長者

も
日
本
本
土
で
は
「
隣
人
対
立
型
」
が
優
勢
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
「
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
」
は
、
韓
国
に
お
い
て
、
早
く
か
ら
小
説
化
さ

れ
、
小
学
校
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
有
名
な
も
の
で
あ
る
。
例
を
あ
げ

て

み
よ
う
。

［
事
例

E
］
　
ノ
ル
ブ
と
ホ
ン
ブ
と
い
う
二
人
の
兄
弟
が
住
ん
で
い
た
。
兄
の
ノ
ル

　
ブ

は
金
持
ち

だ
が

欲
が
深

く
て
意
地
悪
な
男
、
一
方
、
弟
の
ホ
ン
ブ
は
貧
乏
だ

　
が

心
の

や

さ
し
い
男
で
働
き
者
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
ホ
ン
ブ
の
家
の
燕
の
巣

　
が

蛇
に
お
そ

わ
れ

て
、
ひ
な
燕
が
脚
を
く
じ
い
た
。
ホ
ン
ブ
は
急
い
で
薬
を
塗

　
っ
て
手
当
て
を
し
て
や
っ
た
。
翌
年
の
春
、
そ
の
燕
が
や
っ
て
き
て
、
ひ
ょ
う

　
た
ん

の
種

を
一
つ
落
と
し
て
い
っ
た
。
ホ
ン
ブ
が
そ
の
種
を
拾
い
上
げ
、
庭
先

　
に

ま
い
て
お
く
と
、
五
個
の
ひ
ょ
う
た
ん
が
実
っ
た
。
ホ
ン
ブ
が
そ
れ
を
割
っ

　
て

み

る
と
、
中
か
ら
、
米
、
お
金
、
美
し
い
仙
女
、
赤
い
瓶
、
青
い
瓶
が
出
て

き
た
。
そ
し
て
赤
い
瓶
か
ら
は
大
勢
の
大
工
、
青
い
瓶
か
ら
は
材
木
が
出
て
き

て
、
り
っ
ぱ
な
建
物
が
た
ち
、
ホ
ン
ブ
は
有
名
な
金
持
ち
に
な
っ
た
。
兄
の
ノ

　
ル
ブ
は
そ
の
噂
を
聞
い
て
や
っ
て
き
て
、
ホ
ン
ブ
か
ら
い
き
さ
つ
を
聞
き
出
し

た
。
そ
し
て
家
に
帰
っ
て
ひ
な
燕
の
脚
を
わ
ざ
と
折
り
、
傷
口
に
薬
を
つ
け
糸

で

く
く
っ
て
手
当
て
を
し
た
。
翌
年
の
春
、
そ
の
燕
が
ノ
ル
ブ
の
と
こ
ろ
に
や

　
っ
て
き
て
、
種
を
一
つ
落
と
し
た
。
ノ
ル
ブ
が
種
を
ま
い
て
お
く
と
、
ひ
ょ
う

た
ん
が
実
っ
た
。
そ
れ
で
一
つ
を
割
っ
て
み
る
と
ト
ケ
ビ
（
小
鬼
）
が
出
て
き

て
、
ノ
ル
プ
を
情
容
赦
な
く
た
た
い
た
。
次
の
ひ
ょ
う
た
ん
を
割
る
と
、
借
金

取

り
が
数
多
く
あ
ら
わ
れ
、
ノ
ル
ブ
は
無
一
文
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
三
つ
目

の
ひ

ょ
う
た
ん
を
割
る
と
、
中
か
ら
汚
れ
た
水
が
出
て
ノ
ル
ブ
の
家
を
水
び
た
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し
に
し
て
し
ま
っ
た
。
ノ
ル
ブ
が
た
ま
ら
ず
弟
に
助
け
を
求
め
る
と
、
弟
は
兄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
を

親
切
に
迎
え
、
二
人
は
財
産
を
半
分
に
分
け
て
仲
良
く
暮
ら
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
慶
尚
北
道
金
泉
市
ー

　
日
本
の
「
腰
折
雀
」
の
展
開
と
類
似
し
て
い
る
が
、
兄
と
弟
の
対
立
関
係
に
な

っ

て

い

る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
で
は
次
に
、
「
兄
弟
と
犬
」
の
例
を
あ
げ

て

み
よ
う
。

［
事
例

1
3
］
　
む
か
し
、
あ
る
村
に
二
人
の
兄
弟
が
住
ん
で
い
た
。
母
親
が
突
然
病

　
気
に

な
り
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
弟
は
大
変
悲
し
ん
だ
が
、
兄
は
悲
し
み
の
表

　
情
さ
え
浮
か
べ
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
弟
が
墓
参
り
に
行
く
と
、
一
匹
の
犬
が

　
い
た
の

で

つ
れ
帰
っ
て
育
て
た
。
あ
る
と
き
、
弟
が
畑
で
麦
を
ま
い
て
い
る
と
、

　
犬
が
つ
い
て
き
て
手
伝
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
一
人
の
旅
人
が
来
て
、

　
犬
が
麦
ま
き
を
手
伝
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
賭
け
を
し
た
。
旅
人
は
荷
物
を
全

　
部
賭
け
、
弟
は
畑
と
牛
を
賭
け
た
。
犬
が
麦
ま
き
を
手
伝
っ
て
畑
を
耕
し
た
の

　

で
、
旅
人
は
売
り
に
行
く
は
ず
の
錦
を
す
べ
て
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
弟
は
し

　
だ

い
に
金
持
ち

に
な

っ

た
。
兄
は
う
ら
や
ま
し
く
て
た
ま
ら
ず
、
弟
に
犬
を
借

　
り
て
、
畑
で
麦
ま
き
を
し
て
い
る
と
、
錦
を
い
っ
ぱ
い
背
負
っ
た
旅
人
が
来
た
。

　
兄
は
弟
と
同
じ
よ
う
に
旅
人
と
賭
け
を
し
た
が
、
犬
は
少
し
も
手
伝
わ
ず
、
畑

　
と
牛
を
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
兄
は
腹
を
立
て
て
犬
を
殺
し
た
。
弟
が
死
ん
だ

　
犬
を

墓
に
埋
め

る
と
、
そ
こ
か
ら
竹
が
生
え
て
天
ま
で
届
き
、
宝
物
が
竹
を
通

　
っ

て

こ
ぼ
れ
落
ち
て
、
弟
は
一
層
金
持
ち
に
な
っ
た
。
兄
は
う
ら
や
ま
し
く
て

　
死
ん

だ
犬
を

掘

り
出
し
て
自
分
の
庭
に
埋
め
、
そ
の
墓
に
竹
を
植
え
る
と
、
竹

　
は
成
長

し
て
天
ま
で
届
き
、
小
石
と
土
が
こ
ぼ
れ
落
ち
た
。
そ
の
勢
い
で
兄
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

家
は
こ
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
慶
尚
北
道
金
泉
市
ー

　
雁
取
爺
、
花
咲
爺
と
類
似
し
た
展
開
で
あ
る
が
、
や
は
り
対
立
関
係
が
兄
と
弟

に

な
っ
て
い
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

　
次
の
「
真
似
す
る
石
亀
」
は
、
日
本
の
「
も
の
言
う
亀
」
で
「
兄
弟
対
立
型
」

と
な
っ
て
い
た
事
例
1
0
と
ほ
と
ん
ど
共
通
し
た
展
開
で
あ
る
。

　

「
金
の

砧
　
銀
の
砧
」
は
、
日
本
の
「
地
蔵
浄
土
」
や
「
鼠
浄
土
」
と
類
似
す

る
展
開
で
、
「
兄
弟
対
立
型
」
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
変
化
型
と
し
て
「
隣

人
対
立
型
」
の
事
例
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
崔
一
九
七
六
、
三
三
〇
ー
三
三
一
頁
）
。

　
以
上
の
比
較
か
ら
、
韓
国
の
富
の
獲
得
を
め
ぐ
る
昔
話
の
類
型
に
お
い
て
は
、

目
本
の
場
合
よ
り
「
兄
弟
の
対
立
」
を
採
用
す
る
傾
向
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
指

摘
で
き
る
。
た
だ
、
日
本
と
同
様
に
「
隣
人
対
立
型
」
と
な
る
も
の
も
か
な
り
あ

る
の
で
、
そ
の
詳
し
い
比
率
・
傾
向
を
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

「
韓

国
昔
話
の
タ
イ
プ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
に
は
、
話
型
ご
と
に
そ
の
基
本
的
な

内
容
の
展
開
の
枠
組
み
と
類
話
の
収
録
資
料
名
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
類
話

の

内
容
の
梗
概
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
類
話
の
内
容
を
分
析
し

て

い

く
た
め
に
は
、
そ
の
原
資
料
に
も
ど
っ
て
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
「
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
に
示
さ
れ
て
い
る
類
話
の
数
は
、
韓
国
の
類
型
の
特

徴
を

把
握

し
て
い
く
た
め
に
は
、
十
分
で
は
な
い
。
韓
国
で
は
、
こ
の
崔
仁
鶴
の

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
以
後
、
総
数
一
五
、
一
〇
七
話
の
資
料
を
収
録
し
た
『
韓
国
口
碑

文
学
大
系
』
全
八
二
巻
（
一
九
八
〇
～
八
八
、
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
）
が
刊
行

さ
れ
た
。
比
較
の
た
め
に
は
こ
の
資
料
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
地
域
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まとめ

ご

と
に
ま
と
め
ら
れ
た
方
言
そ
の
ま
ま
の
資
料
で
あ
る
の
で
、
外
国
人
研
究
者
に

は
処
理
が
む
ず
か

し
く
、
韓
国
の
研
究
者
に
よ
る
分
析
・
研
究
の
進
展
が
待
た
れ

　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
先
ほ

ど
の
日
本
国
内
で
の
地
域
差
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
、
韓
国
を
は
じ
め
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
隣
接
地
域
と
の
比
較
研
究
は
、
日
本
の
昔
話
の
特
質
を
的
確
に
位
置
づ
け
て
い

く
た
め
に
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
と
さ
れ
る
今
後
の
大
き
な
研
究
課
題
で
あ
る
。

ま
　
と
　
め

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ω
　
日
本
の
富
の
獲
得
を
内
容
と
す
る
昔
話
に
お
い
て
は
、
1
〈
主
人
公
の
富
の

　
獲
得
〉
、
H
〈
別
の
人
物
の
失
敗
V
と
い
う
展
開
の
枠
組
み
を
も
つ
も
の
が
重

　
要
な
位
置
を
し
め
て
い
る
。

②
　
こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
1
と
ー
の
間
で
主
人
公
と
別
の
人
物
の
二
元
的

　
対
立
の
関
係
が

設
定

さ
れ
る
。
主
に
『
日
本
昔
話
大
成
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る

　
事
例
を

も
と
に
、
こ
の
枠
組
み
を
も
つ
日
本
の
昔
話
を
分
析
す
る
と
、
対
立
の

　
関
係
と
し
て
「
夫
婦
対
立
型
」
、
「
兄
弟
対
立
型
」
、
「
隣
人
対
立
型
」
、
「
継
子
・

　
実
子
対
立
型
」
な
ど
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
「
隣
人
対
立
型
」

　
に

対
す

る
好
み
が
か
な
り
強
い
。

㈲
　
「
大
歳
の
亀
」
や
「
竜
宮
の
み
や
げ
」
な
ど
の
話
型
に
お
い
て
は
、
奄
美
・

　
沖
縄
地
域
で

「
兄
弟
対
立
型
」
が
か
な
り
高
い
比
率
で
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
こ

　
と
に
よ
り
、
日
本
本
土
と
奄
美
・
沖
縄
地
域
と
の
間
で
「
隣
人
対
立
型
」
に
対

　
す

る
好
み
の
地
域
差
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
大
歳
の
客
」
の
類
話
に
お

　
い
て

は
、
奄
美
・
沖
縄
地
域
で
も
「
隣
人
対
立
型
」
が
か
な
り
の
比
率
で
優
勢

　
で
あ
る
の
で
、
奄
美
・
沖
縄
地
域
の
伝
承
の
正
確
な
位
置
づ
け
の
た
め
に
は
、

　

さ
ら
に
多
く
の
話
型
に
わ
た
る
考
察
が
必
要
と
さ
れ
る
。

④
先
の
ー
、
1
の
展
開
の
枠
組
み
を
も
つ
昔
話
に
つ
い
て
、
日
本
と
韓
国
の
類

　
話
を

比
較
す

る
と
、
韓
国
で
は
日
本
の
場
合
よ
り
も
「
兄
弟
対
立
型
」
が
好
ま

　
れ
て

い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
韓
国
に
は
「
隣
人
対
立
型
」
の
昔

　
話
も
数
多
く
あ
り
、
詳
し
い
日
韓
比
較
の
た
め
に
は
、
韓
国
の
資
料
の
さ
ら
な

　
る
分
類
・
整
理
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
外
国
の
資
料
と
の
比
較
の
た
め
に
は
、

　
当
該
国
の
研
究
者
と
の
協
力
態
勢
を
確
立
し
、
成
果
を
交
換
し
て
い
く
必
要
が

　
あ
る
。

　
さ
て
、
日
本
で
は
一
般
的
に
「
隣
人
対
立
型
」
が
好
ま
れ
る
こ
と
、
韓
国
で
は

「
兄
弟
対
立
型
」
に
対
す
る
好
み
が
日
本
に
比
べ
て
か
な
り
強
く
あ
ら
わ
れ
る
こ

と
、
奄
美
・
沖
縄
地
域
に
お
い
て
「
兄
弟
対
立
型
」
が
本
土
よ
り
数
多
く
あ
ら
わ

れ
て

い

る
こ
と
、
な
ど
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
小
澤

（
一
九

八

四
）
は
、
日
本
の
昔
話
に
「
隣
人
対
立
型
」
が
多
い
こ
と
か
ら
、

日
本
人
の
隣
人
へ
の
関
心
の
強
さ
を
指
摘
し
た
。
昔
話
に
表
現
さ
れ
た
も
の
が
、

昔
話
を

語
っ
た
人
々
の
生
活
し
て
い
る
実
際
の
社
会
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
か
、

と
い
う
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
昔
話
が
少
な
く
と
も
伝
承
者
の
意
識
の

あ
り
方
を
何
ら
か
の
形
で
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
人
の
近
隣
関
係
に
対
す
る
関
心
は
、
た
と
え
ば
懸
き
も
の
現
象
な
ど
に
も

み

ら
れ
る
。
吉
田
禎
吾
は
、
島
根
県
の
キ
ツ
ネ
愚
き
や
高
知
県
の
生
霊
悉
き
の
調
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査
を

も
と
に
「
愚
く
、
愚
か
れ
る
と
い
う
現
象
は
、
親
戚
関
係
の
な
い
、
近
隣
の

間
で
生

ま
れ
や
す
い
」
（
吉
田
一
九
七
〇
、
五
一
頁
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
近
隣
関
係
に
対
す
る
関
心
の
強
さ
は
、
日
本
本
土
に
お
い
て
は
社

会
人
類
学
的

な
意
味
で
の
厳
密
な
父
系
血
縁
の
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
な
い
こ

と
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ぽ
、
養
子
制
度
を
み
る
と
、

日
本
本
土
で
は
父
の
姓
と
も
母
の
姓
と
も
異
な
る
者
を
「
む
ご
養
子
」
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
家
」
の
継
承
の
た
め
に
は
、
血
縁
原
理
を
譲
歩
さ

せ

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
や
韓
国
で
は
、
父
系
血
縁
の
原
理
が

厳
密

で
、
養
子
は
「
異
姓
不
養
」
と
い
っ
て
、
必
ず
同
一
父
系
血
縁
者
か
ら
と
ら

ね
ぽ
な

ら
な
い
。
男
の
子
ど
も
が
い
な
い
と
き
の
養
子
は
、
理
想
的
に
は
弟
の
長

男
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
本
土
と
沖
縄
を
比
較
す
る
と
、
沖
縄
に
は
門
中
と

い

う
も
の
が
あ
っ
て
、
本
土
に
比
べ
て
は
る
か
に
父
系
の
認
識
が
強
い
。
し
か
し
、

沖
縄
で

は
、
養
子
は
理
想
的
に
は
弟
の
長
男
を
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
く
て
も
、
同

じ
門
中
か
ら
と
い
う
こ
と
が
一
般
に
強
調
さ
れ
る
も
の
の
、
実
際
の
運
用
や
地
域

に

よ
っ
て
例
外
が
か
な
り
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
国
や
韓
国
の
よ
う
な
厳
密
な
父
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

血
縁
の
シ
ス
テ
ム
は
存
在
し
な
い
。

　
中
根
千
枝
は
、
日
本
本
土
、
沖
縄
、
中
国
、
韓
国
・
朝
鮮
の
社
会
組
織
を
比
較

し
た
論
文
の
中
で
、
「
中
国
や
朝
鮮
で
は
父
系
血
縁
が
、
日
本
本
土
で
は
「
家
」
の

継
承
を

基
盤

と
す
る
本
・
分
家
関
係
に
よ
る
組
織
が
優
先
さ
れ
た
の
に
対
し
、
沖

縄
で

は
、
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
両
者
に
そ
れ
ぞ
れ
に
発
展
し
う
る

二
つ
の

要
素
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
、
弾
力
あ
る
対
処
を
し
な
が
ら
今
日
ま
で
き
た

も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
中
根
一
九
七
三
、
二
九
五
頁
）
。

　

こ
の
よ
う
な
各
地
域
に
お
け
る
父
系
血
縁
に
対
す
る
執
着
度
の
差
異
が
、
そ
れ

ぞ

れ
の

地
域
の

「
隣
人
対
立
型
」
と
「
兄
弟
対
立
型
」
に
対
す
る
好
み
の
違
い
と

一
定
の
対
応
関
係
を
示
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な

昔
話
伝
承
の
多
様
性
か

ら
考
え
て
、
直
接
・
単
純
に
社
会
組
織
と
昔
話
を
結
び
つ

け

る
こ
と
は
つ
つ
し
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
昔
話
が
必
ず
、
背
景
と
な
る
社

会
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
実
際
の
社
会
と
の
相
互
関
係
に
は
、
今
後

ぜ
ひ

目
を
向
け
て
い
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
昔
話

は
、
そ
れ
を
語
っ
た
人
々
が
自
分
た
ち
の
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
像
力
を

用
い
て
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
富
の
獲
得
を
め
ぐ
る
昔
話
に

お

け

る
登
場
人
物
の
相
互
関
係
の
あ
り
方
は
、
日
本
の
村
落
社
会
で
暮
ら
し
た
人

々

の

人

間
関
係
に
対
す
る
意
識
を
内
側
か
ら
探
っ
て
い
く
上
で
貴
重
な
資
料
と
な

る
。
今
後
、
そ
の
よ
う
な
村
落
社
会
の
内
側
か
ら
の
意
識
の
考
察
を
十
分
に
進
め

て

い

く
た
め
に
は
、
本
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
話
型
」
の
分
類
を
再
検
討

し
て
、
日
本
の
伝
承
の
総
体
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
国
外
と
の
比
較
の
基

礎
と
な
り
う
る
よ
う
な
「
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
を
練
り
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ

の

よ
う
な
段
階
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
昔
話
の
分
析
は
、
日
本
文
化
を
論
じ

て

い

く
た
め
の
ひ
と
つ
の
鍵
と
な
り
う
る
と
筆
老
は
考
え
る
。

註（
1
）
　
以
下
、
『
日
本
昔
話
大
成
』
を
『
大
成
』
、
『
日
本
昔
話
通
観
』
を
『
通
観
』
と
略

　
　
記
す
る
。

（
2
）
　
婚
姻
を
主
題
と
す
る
昔
話
に
つ
い
て
は
、
特
に
異
類
婚
姻
謹
を
中
心
に
論
じ
た
こ

　
　
と
が
あ
る
（
川
森
一
九
八
九
a
、
一
九
八
九
b
参
照
）
。
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あ
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。
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れ
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を
示
す
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し
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る
。

（
9
）
引
用
に
お
け
る
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］
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の
で
あ
る
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以
下
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い
て
も
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様
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通
観
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巻
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九
八
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国
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文
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独
自
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い
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。
韓
国
の
口

　
　
承
説
話
の
分
類
体
系
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
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し
た
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。

（
2
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日
本
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韓
国
の
比
較
に
つ
い
て
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、
異
類
婚
姻
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材
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論
じ
た
こ
と
が
あ
る

　
　
（
川
森
一
九
九
〇
参
照
）
。

　
　
　
ま
た
、
隣
接
地
域
と
の
比
較
の
観
点
か
ら
は
、
中
国
の
伝
承
と
の
比
較
に
も
目
を

　
　
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
論
じ
る
準
備
が
な
い
が
、
直
江
広
治
（
一
九
六
七
）
、

　
　
伊
藤
清
司
（
一
九
六
八
）
な
ど
に
よ
り
、
日
本
の
「
花
咲
爺
」
に
対
応
す
る
話
型
の

　
　
紹
介
・
考
察
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
伊
藤
は
、
花
咲
爺
型
説
話
が
中
国

　
　
で
は
も
っ
ぱ
ら
兄
弟
間
の
話
と
な
り
、
日
本
で
は
隣
人
の
話
と
な
る
こ
と
を
示
し
、

　
　
花
咲
爺
に
限
ら
ず
、
日
中
の
昔
話
に
は
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
る
の
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は
な
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か
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指
摘
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る
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一
九
六
八
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六
五
九
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。
中
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に
は
「
兄
弟
対
立
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」
の

　
　
伝
承
が

か
な
り
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。

（
2
2
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こ
の
部
分
の
記
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中
根
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七
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に
よ
っ
た
。
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縄
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縄
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Typical　Antagonism　Revealed　in　Japanese　Folktales

KAwAMoRI　Hiroshi

　　The　two　main　topics　of　Japanese　folktales　are　marriage　and　fortune．making．　This

thesis　analyzes　the　latter　type　of　folktales　in　an　attempt　to　reveal　the　spirit　of　people

who　lived　in　a　typical　Japanese　village　community　to　hand　down　these　pieces　of　folk・

tales．

　　Signi丘cant　among　the　type　of　fortune．making　folktales　are　stories　characterized　by

antagonism　between　I，the　main　character　who　makes　a　fortune　and　II・another　char・

acter　who　fails　to　make　a　fortune．　The　antagonism　is　expressed　in　various　combina・

tions　of　conflicting　parties　such　as　a　man　and　his　wife，　a　man　alld　his　neighbor，　or　a

man　and　his　real　brother　or　stepbrother，　amollg　which　the　preferred　one　in　Japan　is

that　of　a　man　and　his　neighbor．

　　In　the　Amami　and　Okinawa　islands，　however，　a　type　of　antagonism　between‘a　man

and　his　brother，　appears　in　a　high　ratio　depending　on　some　kinds　of　stories．　Detailed

analysis　of　folktales　in　the　Amami　and　Okinawa　islands　is　expected　to　identify　the

difference　from　folktales　in　the　main　land　of　Japan　so　that　the　nature　of　antagonism

between　characters　in　Japanese　folktales　may　be　better　understood．

　　The　Japanese　features　may　alsoもe　more　clearly　ullderstood　by　comparing　her

folktales　with　that　of　other　natlons　to　reveal　their　similarities　and　differences．　For

example，　ill　Korea，　a　type　of　antagonism　between‘a　man　and　his　brother，　appears

more　frequently　in　their　folktales．　More　careful　comparison，　however，　requires　a

classi丘ed　collectioll　of　materials　from　various　coulltries，　based　on　which　international

comparison　should　be　made．

　　The　fact　that　a　type　of　antagonism　between‘a　mall　and　his　neighbor’is　the　pre．

ferred　type　hl　Japallese　folktales　illdicates　that　the　relationship　with　neighbors　was

of　main　concern　to　peoPle　in　a　typical　Japanese　village　community．　Folktales　provide

valuable　resources　for　investigatillg　their　inner　world．
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