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わ

ら
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宇
治
拾
遺
物
語
を
中
心
に
し
て
｜
｜

自

次

序本
論第

一
章
説
話
集
諸
本
の
わ
ら
し
ベ
長
者
（
略
）

第
一
節
説
話
集
諸
本
の
成
立
及
び
相
互
関
係

第
二
節
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」
説
話
に
お
け
る
諸
本
の
本
文

の
異
同

第
二
章
昔
話
に
お
け
る
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」

第
－
一
節
「
わ
ら
し
べ
長
者
」
の
分
布

第
二
節
原
話
の
考
察

第
三
章
宇
治
拾
遺
・
古
本
説
話
集
・
今
昔
・
雑
談
集
と
昔
話

と
の
相
互
関
係
（
略
）

第
．
一
節
説
話
集
と
昔
話
と
の
素
材
の
相
違

第
二
節
昔
話
の
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」
説
話
の
目
的

第
三
節
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」
説
話
の
伝
播
K
つ
い
て

結
語

参
考
文
献

石

原

幸

子

序
本
論
で
取
り
扱
う
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」
は
「
宇
治
拾
遺
」
巻
七
の

五
『
長
谷
寺
参
龍
ノ
男
預
利
生
事
』
で
、
こ
の
話
は
「
今
昔
」
、

「
古
本
説
話
集
」
、
「
雑
談
集
」

K
も
あ
り

1

民
聞
に
も
広
く
流
布

し
て
い
る
。
こ
の
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」

K
は
成
功
し
た
い
と
い
う
人

聞
の
欲
望
が
如
実

K
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
私
は
強
く
ひ
き
つ
け
ら

れ
た
。
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」

K
お
け
る
説
話
集
と
昔
話
と
の
関
連
性
、

伝
承
を
た
ど
り
、
こ
の
話
の
原
形
の
話
を
推
定
し
た
い
と
思
う
。

一l

第
二
章
昔
話

K
お
け
る
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」

日
本
全
国

K
「
わ
ら
し
べ
長
者
」
が
ど
の
く
ら
い
存
在
す
る
の
か

を
「
日
本
昔
話
集
成
」
（
関
啓
吾
編
）
で
調
べ
る
と
、
二
十
五
話
が

今
ま
で
に
採
集
さ
れ
て
い
る
。

注
1

こ
こ
で
昔
話
の
特
徴
・
性
質
を
把
握
し
て
お
こ
う
。
折
口
信
夫
氏

は
『
特
殊
な
人
物
、
愚
昧
者
か
、
誇
張
家
か
、
智
者
か
と
い
ふ
風

K
、

事
件
の
特
異
性
を
救
ふ
主
人
公
を
出
し
て
来
る
。
人
物
・
集
団
は
仮

空
的
の
も
の
と
な
っ
て
行
き
、
或
一
人
の
偶
然
の
事
件
之
い
ふ
風

K

i

－

A
U」
勾
，
“

説
く
』
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
柳
田
国
男
氏
i
k
よ
る
と
、



立
日
話
と
は
、
一
、
説
く
人
聴
く
人
が
最
初
か
ら
信
じ
よ
う
と
し
な

か
っ
た
も
の
、
そ
れ
故
に
古
い
形
を
い
つ
迄
も
保
存
し
得
る
も
の
で

あ
っ
た
。
二
、
定
ま
っ
た
形
が
あ
る
。
三
、
話
を
信
じ
な
い
が
た
め

に
一
部
の
修
飾
誇
張
が
行
わ
れ
や
す
い
』
の
三
点
を
あ
げ
て
お
ら
れ

る
。
で
あ
る
か
ら
、
話
の
中
間
形
式
が
各
地
で
い
ろ
い
ろ
な
発
達
を

と
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第

節

「
わ
ら
し
ベ
長
者
」

の
分
布

全
国

K
流
布
し
て
い
る
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」
が
ど
の
よ
う
に
分
布

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
が
ど
の
程
度
の
相
違
を
示
し
て
い
る
か
を
調
べ

た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
二
十
五
話
の
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」
を
地
域
的
K
分
類
す
る

と
、
東
北
地
方

K
九
竜
中
部
地
方
に
一
話
、
中
園
地
方
に
四
話
、

四
国
地
方
に
四
話
、
九
州
の
島
々
に
七
話
で
あ
る
。
さ
ら

K
、
二
十

五
話
は
二
つ
の
系
統
に
分
類
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
梗
概
を
示
す
と

以
下
の
よ
う
に
な
る
。

A
、
男
が
観
音
に
願
か
け
を
し
て
の
帰
り

K
藁
を
拾
う
。
途
中
で
虻

を
つ
か
ま
え
藁
で
し
ば
っ
て
持
っ
て
い
る
と
貴
人
の
子
が
泣
い
て
い

た
の
で
与
え
、
み
か
ん
を
も
ら
う
。
喉
の
渇
き
で
因
っ
て
い
る
呉
服

屋
と
み
か
ん
と
布
と
を
交
換
す
る
。
さ
ら
K
死
馬
と
布
を
か
え
、
馬

に
水
を
飲
ま
せ
た
ら
生
き
返
り
、
大
き
な
家
の
主
人
に
馬
を
貸
し
、

家
を
借
り
る
が
家
の
主
人
が
戻
ら
な
か
っ
た
の
で
、
家
を
も
ら
い
一

生
安
楽
に
暮
ら
し
た
。
（
安
芸
国
昔
話
集
）

分
布
地
域
：
：
：
岩
手
県
紫
波
郡
、
福
島
県
双
葉
郡
（
4
）、

吉
城
郡
、
広
島
県
呉
市

岐
阜
県

B
、
男
が
娘
が
ほ
し
い
と
長
者
K
言
う
と
、
藁
一
本
か
ら
千
万
長
者

K
な
れ
た
ら
娘
を
や
る
と
、
藁
を
男
K
渡
し
た
。
老
人
が
風
で
植
木

の
倒
れ
そ
う

K
な
っ
て
い
る
の
で
棄
を
や
り
、
お
礼
に
芭
蕉
の
葉
を

も
ら
う
。
雨
が
降
り
だ
し
て
、
味
噌
K
蓋
が
な
い
の
で
困
っ
て
い
る

人
K
芭
蕉
の
葉
を
あ
げ
る
と
、
味
噌
を
ひ
と
か
た
ま
り
く
れ
た
。
あ

る
家
K
泊
ま
る
と
、
盲
の
婆
さ
ん
が
一
人
い
て
、
男
は
味
噌
を
出
し

二
人
で
食
べ
た
。
あ
ま
り
味
噌
が
塩
辛
い
の
で
、
飛
び
上
っ
た
拍
子

K
婆
さ
ん
の
目
が
あ
い
た
。
お
礼
と
し
て
剃
刀
を
も
ら
っ
た
。
旅
を

続
け
て
い
く
と
、
侍
K
あ
い
剃
万
で
ひ
げ
を
そ
り
、
お
礼
K
脇
差
し

を
も
ら
う
。
次
K
殿
様
の
行
列
K
会
い
、
殿
様
か
ら
脇
差
し
を
所
望

さ
れ
、
大
金
を
も
ら
っ
た
。
男
は
す
ぐ
長
者
の
家
K
行
き
、
娘
と
結

婚
し
た
。
（
壱
岐
島
昔
話
集
）

分
布
地
域
：
：
：
岩
手
県
江
刺
郡
・
稗
貫
郡
・
上
閉
伊
郡
（
2
）
、
島

根
県
邑
智
郡
、
岡
山
県
御
津
郡
、
広
島
県
世
羅
郡
、
徳
島
県
美

馬
郡
（
2
）
、
香
川
県
香
川
郡
、
愛
媛
県
温
泉
郡
、
長
崎
県
壱

岐
島
・
五
島
、
鹿
児
島
県
甑
島
（
2
）
、
琉
球
喜
界
島
・
沖
永

良
部
島
・
中
頭
郡

次
K
内
容
・
結
末
K
留
意
す
れ
ば
、
祈
願
・
お
っ
げ
が
あ
る
も
の

四
話
、
長
者
K
な
る
も
の
四
話
、
難
題
担
ヰ
系
統
三
話
、
長
者
の
筆
と

な
る
も
の
四
話
、
大
蛇
退
治
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の
十
話
、
残
り

は
怠
け
者
が
大
家
K
出
世
す
る
話
と
、
死
体
運
び
を
し
て
そ
の
死
体

が
黄
金
を
ま
い
て
去
る
と
い
う
大
歳
の
客
系
統
の
話
と
な
る
。

2 

第

節

原
話
の
考
察

次
に
原
話
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
考
え
る
土
で
、



保存される部分と語り手の自由K改変できうる部分につい

て考える必要があると思う。柳田氏の言を借りると注3『昔

話が歌物語などのやうK、敢て全篇の逐句的暗謂を要求せ

ず、単K中間若干の重要なる辞句を記憶ぜしめて其他を自

然の再現K放任してあった』とのべておられる。「わらし

ベ長者」でいえば、葉一本から成功したということが根本

である。そして藁から次々と変わる品物が保存部分Kなり、

なぜ交換したかということが自由部分である。ここで注意

すべき点は時の流れとともK昔話が短くなる傾向Kあると
いうことである。その理由として、一、時間の短靖二、話

の種の増加、三、tgH闘を聞〈者の態度の変化などが考えられる。

このことを参考Kして、もっとも古い形がどのようなも

のであったかを考える為K、要素・結末K留意して考察を
加えてみよう。

長 家 長

者 来 者
米 金 ． 

の ． 
庄

饗 家 屋

1 虻。。 1 4 
（開α） 

祈お。。。1 3 てコ
願げ

3 。。。。難題

聾
勾大。。1 0 。客歳
の

退大
2 1 5 1 1 

治蛇

の昔
7 2 6 3 7 

数話

右
の
表
か
ら
、
川
大
蛇
退
治
が
十
話
含
ま
れ
て
い
る
、
仰
虻
・

蜂
な
ど
の
小
動
物
の
援
助
、
同
結
末
は
三
通
り
、
つ
ま
り
、
長
者

・
正
屋
、
金
・
米
、
長
者
の
聾

K
分
か
れ
る
、
以
上
三
つ
の
点
が
判

明
す
る
。
こ
れ
ら
三
点

K
つ
い
て
述
ベ
て
、
原
話
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
を
推
定
し
た
い
と
思
う
。

川

大

蛇

退

治

話
数
は
十
話
み
ら
れ
る
が
、
例
外
と
し
て
岩
手
県
上
閉
伊
郡
は
、

継
母
の
た
め

K
味
噌
桶

K
打
込
ま
れ
た
亡
霊
の
退
治
、
島
根
県
邑
智

郡
は
狼
退
治
、
琉
球
喜
界
島
は
鬼
退
治
の
三
話
が
存
在
す
る
。
そ
し

て
七
話
の
大
蛇
退
治
の
分
布
地
域
は
、
四
国
と
九
州
の
島
々
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
地
域
的
特
色
が
あ
る
の
は
、
大
蛇
退
治
が
何
を
意
味

し
て
い
る
か
に
関
連
九
て
く
る
と
思
う
。
昔
か
ら
大
蛇
は
水
神
と
し

て
信
仰
さ
れ
て
い
が
。
水
神
は
稲
作
中
心
の
我
が
国
で
は
穀
物
の

豊
穣
を
も
た
ら
す
べ
き
神
で
あ
っ
た
。
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」
で
は
多

く
の
場
合
、
大
蛇
を
三
年
味
噌
と
交
換
し
た
錆
万
で
退
治
し
て
い
る
。

特
K
、
三
話
は
眠
っ
て
い
る
う
ち

K
、
錆
万
が
退
治
し
た
と
あ
る
。

こ
れ
は
大
蛇
退
治
が
万
の
所
有
者
の
力

K
依
る
も
の
で
は
な
く
、
万

自
身
の
霊
力
で
あ
る
こ
と
を
顕
著
な
ら
し
め
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
刀
・
錆
万
も
水
神
と
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」

K
お
い
て
は
、
ニ
つ
の
水
神
が
争
い
、

力
の
強
い
万
が
大
蛇
を
支
配
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う

K
、
大
蛇
退
治
の
意
味
寸
る
も
の
が
水
の
支
配
で
あ

り
、
さ
ら

K
稲
作
支
配
で
あ
る
な
ら
ば
、
九
州
の
島
々
と
四
国

K
こ

の
話
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
も
う
な
ず
け
る
の
で
は
、
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
小
動
物
の
援
助

表
か
ら
、
虻
は
六
話
、
蜂
は
二
話
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
疑

問

K
思
う
の
は
、
虻
は

A
系
統
の
話
、
蜂
は

B
系
統
の
話

K
と
、
は

っ
き
り
分
類
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
ら
か

K
す
る
た
め

K
、

他
の
昔
話
を
調
べ
た
が
、
そ
の
結
果
、
虻
は
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」
の

-3ー



A
系
統
K
だ
け
あ
ら
わ
れ
、
他
の
昔
話
K
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
こ
こ
で

A
系
統
の
話
を
検
討
す
る
と
、
観
音
の
お
告
げ
・

話
の
展
開
の
一
致
な
ど
、
「
宇
治
拾
遺
」
そ
の
他
の
説
話
集
と
の
類

似
点
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
虻
が
他
の
昔
話
K
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い

ζ

と
か
ら
、

A
系
統
の
話
が
説
話
集
を
、
か
つ
て
読
ん
だ
も
の
の
記

憶
K
出
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
一
る
。

は
帽
』

B
町内－
m
hリ

虻
K
比
し
て
、
蜂
は
難
題
聾
、
晴
蛤
長
煮
天
人
女
房
K
み
ら
れ
、

こ
れ
ら
の
話
の
蜂
は
何
ら
助
け
る
根
拠
の
な
い
人
を
援
助
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
働
き
も
難
題
聾
で
は
、
一
二
つ
の
難
題
を

す
べ
て
蜂
の
お
か
げ
で
解
決
し
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
の
一
生
の
幸

福
を
支
配
す
る
程
、
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
る
。

虻
と
蜂
と
の
関
係
K
つ
い
丈
柳
田
民
間
叶
『
虻
と
い
う
発
想
が
、

説
話
集
の
著
者
の
独
創
で
は
な
く
語
部
の
口

K
伝
わ
っ
て
い
た
蜂
の

援
助
を
、
無
意
識
K
、
継
承
し
た
の
で
は
な
い
か
』
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
現
存
の
昔
話
で
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
古
い
形
を

偶
然
に
も
説
話
集
の
編
者
が
と
ら
え
て
蜂
か
ら
虻
へ
と
変
形
さ
せ
て

記
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

同

結

末

K
つ
い
て

結
末
が
長
者
・
庄
屋

K
な
る
の
は
七
話
、
家
来
・
金
・
米
は
十
一

員
長
者
の
饗
は
七
話
で
あ
る
。
最
も
多
い
の
は
、
家
来
・
金
・
米

で
あ
る
が
こ
れ
は
長
者
話
と
は
い
え
な
い
結
末
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
う
ち
の
七
話
は
大
蛇
退
治
で
あ
る
。
大
蛇
退
治
の
項
で
述
べ
た

よ
う
K
、
大
蛇
退
治
の
意
味
す
る
も
の
が
水
の
支
配
、
稲
作
支
配
な

ら
ば
、
金
や
米
の
結
末
と
い
う
の
は
適
当
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
殿

様
の
家
来
や
家
を
も
ら
っ
た
な
ど
と
い
う
の
は
論
外
だ
と
思
う
。
／
こ

の
結
末
K
な
っ
た
原
因
は
、
大
蛇
と
水
神
信
仰
と
の
関
連
性
が
薄
れ

て
い
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
大
蛇
が
水
神
と
し
て
存
在
し
な

く
な
っ
た
が
故
K
、
妥
当
と
思
わ
れ
る
金
・
米
と
い
う
合
理
的
な
結

果
に
改
作
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
元
来
は
長
者
な
り
、
長
者
の
坦
4

K
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
、
長
者
の
墾
は
結
果
的
K
は
長
者
K
な
る
の
で
あ
る
が
、
日

本
の
昔
話

K
お
い
て
、
婚
姻
K
よ
っ
て
長
者

K
な
る
と
い
う
長
者
話

は
数
多
く
あ
る
。
た
と
え
ば
炭
焼
長
煮
田
螺
長
煮
難
題
毎
な
ど

の
系
統
で
あ
る
。
柳
田
氏
も
、
「
桃
太
郎
の
誕
生
」
で
、
『
そ
れ
か

ら
な
お
一
方
の
な
ま
け
者
と
貧
之
人
と
民
美
し
い
上
璃
を
妻

K
得
た

話、

l
略
｜
｜
こ
れ
が
い
ず
れ
も
み
な
や
す
や
す
と
長
者
の
餐
K
な

る
話
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
身
に
負
わ
ぬ
大
望
と
そ
の
案
外
な
成
就
と

が
よ
ほ
ど
は
や
く
か
ら
説
話
興
味
の
中
心
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
』

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
長
者
話
K
は
福
分
あ
る
女
を
め
と
る
こ

と
が
、
重
要
な
要
素
と
し
て
存
在
し
、
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」
も
、
そ

れ
K
属
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

三
点
を
考
察
し
た
結
果
、
昔
話
K
お
け
る
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」
の

原
話
は
次
の
条
件
を
含
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

①
蜂
な
ど
の
小
動
物
の
援
助

②

婚

姻

K
よ
る
長
者
へ
の
成
功

大
蛇
退
治
K
関
し
て
は
、
そ
の
分
布
が
四
国
・
九
州
の
島
々

K
だ
け

み
え
、
全
国
的
ひ
ろ
が
り
を
示
し
て
い
な
い
の
で
、
原
話
の
条
件
か

ら
除
い
て
お
き
た
い
。
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以
上
、
「
宇
治
拾
遺
」
、
「
古
本
説
話
集
」
、
「
今
昔
」
、
「
雑

談
集
」
、
昔
話
の
「
わ
ら
し
ベ
長
者
」

K
つ
い
て
考
察
し
お
わ
っ
た
。

本
論
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う

K
な
る
。

①
，
四
書
の
説
話
集
の
な
か
で
、
本
文
が
密
接
な
の
は
「
宇
治
拾

遺
」
と
「
古
本
説
話
」
で
あ
る
。
そ
し
て
も
っ
と
も
古
い
形
を
伝
え

て
い
る
の
は
「
古
本
説
話
集
」
で
あ
ろ
う
。

②
昔
話
の
原
話
は
、
小
動
物
の
援
助
叫
婚
姻
K
よ
る
長
者
へ
の

成
央
こ
の
二
条
件
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
説
話
集
諸
本
は
観
音
霊
験
聾
で
あ
り
、
昔
話
は
成
年
式
語
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
民
聞
に
流
布
し
て
い
た
成
年
式
語
の
「
わ
ら

し
ベ
長
者
」
を
素
材

K
、
観
音
霊
験
謹
K
改
作
し
た
話
を
説
話
集
の

編
者
が
記
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
が
存
在
す

れ
ば
、
「
宇
治
拾
遺
」
、
「
古
本
説
話
集
」
、
「
今
昔
」
な
ど
の
成

立
と
そ
れ
ぞ
れ
の
相
互
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
し
、
口
承
か
否
か
も

判
明
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代

K
か

け
て
の
説
話
文
学

K
お
い
て
、
宇
治
大
納
言
隆
菌
と
彼
の
作
で
あ
る

「
宇
治
大
納
言
物
語
」
は
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

注
－

注
2

注
3

注
4

注

5

「
民
俗
学
」
折
口
信
夫
全
集
十
五
巻

「
昔
話
採
集
者
の
為
K
」

定

本

柳

田

国

男

全

集

「
昔
話
採
集
者
の
為
K
」

日
本
民
俗
学
辞
典

「
昔
話
と
文
学
」

巻

5 

謙
譲
の
補
助
動
詞
に
関
す
る

｜
｜
平
安
鎌
倉
期
の
和
文
資
料
に
よ
る
1

1

目
次

序

一
、
研
究
の
動
機
と
目
的

二
、
取
り
扱
う
語
四
作
品

K
つ
い
て

三
、
使
用
状
況
を
見
る

K
あ
た
っ
て

考
察

永

江

和

子

四
、
考
察
方
法

本
論

第
一
章
各
々
の
語
の
時
代
的
変
遷

第
二
章
各
作
品
の
謙
譲
の
補
助
動
詞

－
落
窪
物
語


