
ピ

ー

タ

ー

・
ト

ム

・
ご

ん

狐

ー

国
民
的
童
話
の
主
人
公
に
つ
い
て
ー

関

英

雄

話

は
二
八
年
前

に
さ
か

の
ぼ

る
。
本
誌

『
文
芸
論

叢
』

二
七
号

の
拙
稿

「赤

い
鳥
再
考
」

に
も
書

い
た

昭
和
四
〇
年
春

の
東

京

・
新
宿
伊
勢
丹

百
貨
店

で
の
、

"
子
ど
も

の
文
学

こ

の
百
年
展
"

(毎

日
新

聞
主
催
、

文
芸
各
団
体
後
援
)

の
準
備
段
階

で

の
話

だ
。
後
援

諸
団
体

の
う

ち
、
専

門
家
団
体

で
あ

る
日
本
児
童
文

学
者
協
会

(略
称

児
文
協

)
と
、

日
本

児
童
文
芸
家

協
会

(
児
文
芸
)

の
二
団
体
が
、
各
数
名

つ

つ
の
実

行
委
員
会
を
選
出

し

て
、
三
九
年
秋

か
ら
展
覧
会

の

具
体
的
構
想
を
練

っ
た
。
後
援
と

い

っ
て
も
実
質
主

催
者
並

み
の
仕
事

だ

っ
た
。

何
度

め
か
の
実
行

委
員
会

で
、

た
し
か
実
行
委
員

長

の
坪

田
譲
治
氏

(
児
文
協
)

の
提
案

だ

っ
た
と
思

う
が
、
「
展
覧

会
場

の
入

口
の

フ

ロ
ア

に
、

日
本

の

子
ど
も
な
ら
だ

れ
も
が
知

っ
て
い
る
有
名

な
童
話

の

主
人
公

の
、
大
き

な
張
り
ぼ

て
人
形

を
立
て
た
ら
ど

う
で
し

ょ
う

か
。
」

と

い
う
案

に
、
「
そ
れ

は
い

い
ア

イ
デ

ア
だ
」
と
、
委
員

一
同
賛

成
し

た
。
児
文
協

の

実
行
委
員

の

一
人

と
し
て
出
席

し

て
い
た
私
も
、

む

ろ
ん
大
賛

成
だ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
さ

て
、

日
本

の
子
ど
も

の
全
部

で
な

い
ま
で
も
多
く
が
知

っ
て

い
る
童
話

の
主
人
公

と

い

う

の
が

、
考
え

て
も
だ

れ
に
も
思

い
う

か
ぽ

な

い
の

だ
。
坪

田
童
話

に
登
場

す
る
善

太
、

三
平

の
兄
弟

は

お
な
じ
み
だ
が
、

こ
れ

を
子
ど
も

の
多
く
が
知

っ
て

い
る
と
は
言

い
が

た
い
。
宮
沢

賢
治

は
そ

の
知
名

度

か
ら

い

っ
て
、
或

は
国
民
的
童

話
作
家
と
言

い
得

る

か
も
し

れ
な

い
が
、

「
風

の
又

三
郎
」

の
又
三
郎

少

年
が

、
日
本

の
子
ど
も

た
ち

の
ア
イ
ド

ル
に
ま
で
至

っ
て

い
る
だ
ろ
う

か
?

ど
う
も
否

で
あ

る
。

結
局

、
だ
れ
も
が
知

っ
て

い
る
童
話

の
主
人

公

の

桃
太
郎

か
、
当
時

の
子
ど

も
た
ち
を
席
捲

し
て

い
た

漫
画

の
鉄
腕

ア
ト

ム
く
ら

い
し
か
該

当
者
が
居
な

い

と

い
う

こ
と

に
な

っ
た
。
昔
話

は
近
代
児
童
文
学

で

は
な

い
し
、

鉄
腕

ア
ト
ム
は
劇
画

で
ジ

ャ
ン
ル
が
違

う
。
私
も
、
桃

太
郎
や

ア
ト
ム
で
は
困

る
と
発
言

し

た

一
人

で
、
期

せ
ず
し

て

一
同

の
口
に
の
ぼ

っ
た
の

は
、
児
童
文
学

の
先
進
国

で
あ

る
欧
米
諸
国
が
、

そ

れ
ぞ
れ

の
国

の
子
ど
も

の
多

く
、

い
や
お
と
な
も
知

っ
て
い
る
国
民
的
童
話

の
主
人
公

を
有
し

て
い
る
こ

と
だ

っ
た
。

ジ

ェ
ー

ム
ス

・
バ

リ
の

「
ピ
ー
タ

i

・
パ
ン
と

ウ

ェ
ン
デ

ィ
」

(
一
九

一
一
)

の
主

人
公

ピ

ー

タ
ー

・

パ
ン
は
永
遠

に
年
を
と
ら
な

い
子
ど
も

の
妖
精

で
、

そ

の
無
邪
気

、
快
活
、
冒
険
心

と
正
義
感

は
す

べ
て

の
イ
ギ

リ

ス
の
子
ど
も

の
理
想
像

で
あ

る
。

イ
ギ

リ

ス
児
童
文

学

の
歴
史

の
展
覧
会

を
開
く
と
す
れ
ぽ
、

会
場

の
入

口
に
ピ

ー
タ
ー

・
パ

ソ
の
像
を
立

て
て
も
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極

め
て
自
然

で
あ

る
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
旅
行

の
折
り
私

も
見

た
が
、
現

に

ロ
ン
ド

ン
の
ケ

ン
ジ

ン
ト
ン
公
園

に
は
、
永
遠

の
子
ど
も
ピ

ー
タ
ー

・
パ

ン
の
立
像
が

あ

る
。

イ

タ
リ

ア
だ

っ
た

ら

コ

ッ
ロ
デ

イ

の
空

想
物

語

「ぜ

ノ
キ

オ
」

(
一
八
八
三
)

の
主
人
公

の
木

の
人
形

ピ

ノ
キ

オ
の
愉
快

な
悪
童

ぶ
り

は
、
起
伏

の
あ
る

ス

ト
オ
リ
イ

の
中

に
子

ど
も

の
本
質
と

そ

の
成

長
を
描

い
て
、
イ

タ
リ
ア

の
み
で
な
く
広
く
世
界

の
子
ど
も

た
ち

に
愛
さ
れ

て
い
る
。

フ
ラ
ン

ス
は
少

し
迷

う
が
、

よ
く
知

ら
れ

て
い
る
子
ど

も
主
人
公
な
ら
、

日
本

で

も
広

く
読
ま
れ

て
き

た

エ
ク
ト

ル

・
マ
ロ
の

「家

な

ぎ

子
」

(
一
八
七

八
)

の

レ
ミ

で
あ

ろ

う
。

ド

イ

ツ

な
ら
、

今
世
紀

に
な

っ
て
か
ら

の
、

エ
ー
リ

ヒ

・
ケ

ス
ト

ナ
ー

の

「
エ
ミ
ー

ル
と
少
年

探
偵

た

ち
」

(
一

九

二
九
)

の
主
人
公

の
少
年

エ
ミ
ー
ル
か
。
少

女
主

人

公
な
ら

ス
イ

ス
の

ヨ

ハ
ン
ナ

・
ス
ピ

リ
の

「
ハ
イ

ジ
」

(
一
八
八
〇
)
が
あ

る
。

ア

メ
リ

カ
な
ら

一
も

二
も

な
く
、

マ
ー
ク

・
ト
ゥ

エ
ン
の

「
ト

ム

・
ソ
ー
ヤ
ー

の
冒
険
」
(
一
八
七
六
)

の
主
人

公

の
腕
白
少
年

ト
ム
だ
。

レ
ミ
や

ハ
イ
ジ
よ

り
も
個
性
が

明
確

で
、
そ

の
純
情

、
親
切
、
勇
気
、

冒
険
心

な
ど
は
近
代

ア
メ
リ
カ

の
子
ど
も

の
理
想
像

で
あ

る
。
頑

迷
な
古

い
考

え

の
お
と
な

た
ち

へ
の
ト

ム
の
反
抗

は
、
若

い
ア
メ
リ
カ

の
フ

ロ
ソ
テ
ア

・
ス

ピ
リ

ッ
ト
か
ら
生

ま
れ

て
い
て
、
今
も
広

く
少
年

た

ち

の
共
感
を
呼

ぶ
。

こ
う
見

て
く

る
と
、

「
子
ど
も

の
文

学

こ

の
百
年

展
」

か
ら
十
八
年

た

っ
た
今

も
日
本

は
絶
望
的

で
あ

る
。

だ
が

待

て
よ
と
考

え
た

の
は
、

つ
い
最
近

で
あ

る
。
新
美

南
吉

(
昭
和

一
八
年

、
三
〇
歳

で
病
没
)

の
童

話

「
ご

ん
狐
」

(
一
九

三

二
)

の
主
人

公

の
子

狐
ご

ん
は
、
ピ

ー
タ
ー

・
パ

ン
や

ト
ム

・
ソ
ー
ヤ
ー

の
よ
う
な
、
そ

の
国

の
多

く

の
子
ど
も

の
理
想
像

と

い
う

わ
け
に
は

い
か
な

い
が
、

も
し
今

「
近
代

日
本

児
童
文
学

史
展
」
と

い
う

よ
う
な
展
示
会
が
開
催

さ

れ

た
ら
、

そ

の
会
場
入

口
に
ご

ん
狐

の
像
を
飾

っ
て

も

い
い
の
で
は
な

い
か
と
思

っ
た

の
だ
。

た
だ

の
子

狐
像

で
は
お
稲
荷
さ

ん
の
狐

と
ま
ち
が
え
ら
れ

か
ね

な

い
か
ら
、
ご

ん
の
物
語

に
因

ん

で
い
た
ず
ら
子
狐

ご

ん
の
首

に
鰻
が
巻
き

つ
い
て

い
る
像

に
し
た
ら
、

ひ
と

目
で
ご
ん
狐

と
わ

か
る
。

ご

ん
狐

を
挙
げ

る
第
二

の
理
由

は
、

一
つ
の
作
品

だ

け
取

り
あ

げ

れ
ば

、
過
去

現

在

に
わ

た

っ
て
、

「
ご

ん
狐
」

は
突
出

し

て
広

く
読

ま
れ

て

い
る
童

話

だ

か
ら
だ
。
新
美

南
吉

は
宮
沢
賢
治

に
次

い
で
今
も

多
く
読
ま

れ
て

い
る
作
家
だ
が
、

一
作

だ
け

で
い
え

ぽ

「
風

の
又
三
郎

」
も

「
ご

ん
狐
」

ほ
ど

に
は
日
本

中

の
子
ど
も

の
中

に
浸
透

し
て
い
る
と
は
思
え
な

い
。

方
言

の
会
話
が

註
釈
な
し

に
は
お
と
な

に
も
難
解

の

た
め

か
。

r

「
ご

ん
狐
」

は

三
十
年
来

小
学

校

の

国
語
教
科
書

に
載

っ
て
き

た
こ
と
も
あ
り
、
子
狐
が

主
人
公

の
話

は
子
ど
も

に
親

し
み
や
す

い
。

第

二

の
理
由

は
、
伝
統
的

日
本

の
風
土

に
根
ざ

し

た
、

日
本
庶

民

の
人
情
と
道
徳
観

に
訴
え

て
い
る
点

で
、

お
と
な
に
も
広

く
読

ま
れ
て

い
る

こ
と
だ
。

そ

の
点

で
日
本
的
童

話

の

一
典
型

と

い
え
る
。
罪

の
償

い
の
た
め
に
献
身

的

に
百
姓
兵
十

に
奉

仕
す

る
ご

ん

が
、
兵
十

に
誤
解

さ
れ

て
鉄
砲

で
撃

た
れ

て
死

ぬ
結

末

に
、
子
ど
も
読
者

は

み
な

「
可
哀

そ
う
」
と

い
う
。

主
人
公

の
不
幸

な
死
を
子
ど
も

の
多

く
は
好
ま
な

い

が
、
そ
れ

で
も
衝
撃

的
な
悲

し
い
話

ゆ
え

に
子
ど
も

心

に
も
深
く
印
象
づ

け
ら
れ

る
。
ご

ん
は
そ

の
死

の

瞬
間

に
初

め
て
兵

十

の
信
頼
を
得

る

の
だ
か
ら
、

こ

れ

は
単
純

な
悲
劇

で

は
な

い
。

ー

私

が

ピ

ー

タ

ー

・
パ
ン
に
及
ぼ

な
く

て
も
、
ご

ん
狐

な
ら
と
思
う

に
至

っ
た
の
は
、
近
年

こ
の
作
品

の
読

ま
れ
る
率
が
、

ま
す
ま
す
増
え

て
き

た
か
ら

で
も
あ

る
。
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