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員
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屋

創
作
民
話

と
は
何

か
?

售

巨

昼

目

最
近

、

「
創

作
民
話

」
と
い
う

こ
と
ば

が
児

童
文

学
界

に
現
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
銘
う

っ
た

著
書

も
出
版

さ
れ
て
い
る
。

日
本

児
童
文
学
者
協

会
で
も
、
会

員

の
作
家

に
そ

れ
を
書
か
せ
て
、
「
少
年

少
女

現
代
創
作

民
話
全
集
」

な
る
も

の
を
編
集

し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ

の
キ

ャ

ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
を
見
る
と
、

「
i

い
ま
伝

承
し
再
創
造

さ
れ
て
い
る
民
話

が
、

わ
れ
わ
れ

の
祖
先
で
あ
る
民
衆

の
生
活

の
中
か
ら
生

ま
れ
伝
え
ら
れ
て
来
た
貴

重
な
遺
産
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
大
変
革

の
時
期

に
生
き
る
今
日

の
民
衆

の

中
か
ら
新
し

い
民
話
が
生
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

一
九

七
〇
年
代

の
作
家

の
目
と
心
を
通
し

て
豊
か
な
創
作

民
話
を
生

み
、
広
く
永
く
伝
え
ら
れ
る

べ
き

で
す
。
」

と
あ
る
が
、

こ
れ

は
い
さ
さ
か

お
か
し

い
。

前
半

の

「
…
…
貴
重
な
遺
産

で
あ

る
…
」
ま

で
は

問
題

は
な

い
。

こ
れ

は
常
識

で
あ

る
。
し
か

し
以
後

巨

後
藤
檜
根

巨

は
非
常
識

で
は
な

か
ろ
う

か
?

神
話

・
伝
説

・
民
話
等

の
昔
話
が
、
近
代
文
学
と

区
別

さ
れ

る
と

こ
ろ
の
大
き
な
特
性

は
、
そ
れ
が
伝

承
文

学
で
あ
る
こ
と
、

し
た
が

っ
て
、
近
代
文
学

の

「
個

人
の
創
造
」

で
は
な
く
、
長

い
年
月

の
間

に
、

多
数

の
民
衆

に
よ

っ
て
作

り
あ
げ
ら
れ

た
民
族

の
文

学

で
あ

る
と

い
う
と

こ
ろ
に
あ

る
。

も

ち
ろ
ん
、
昔
話

も
、
最
初

は
だ
れ

か
個
人

の
原

作
が

あ

っ
た
だ
ろ
う

こ
と
は
想
像

で
き

る
。

そ

の
個

人

の
原
作
が

、
時

間
的

、
空

間
的

に
伝
承

さ
れ
る
問
に
、
話

し
手

の
人
生
観

、
社
会
観

、
自
然

観
等

に
よ

っ
て
改
作

さ
れ
、
飜
案

さ
れ
、
再
話

さ
れ

な
が
ら
伝

承
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
想
像

に

か
た
く
な
い
。

例
え
ば
、
原
作

は
今
か
ら
千
年

前

の
、
越
後

の
国

の
A
で
あ

っ
た
と
仮

定
す
る
。

A
が

B
に
語
る
。
B
が

C
に
話
す
。
D
が
E

に
伝

え

る
ー

と

い
う

よ
う

に
、

こ
と
ば

で
伝
承
さ
れ

て

今

日
に
残

っ
た
も
の
で
あ

る
。

話

は
聞
き
手

に
よ

っ
て
解
釈
さ
れ

る
。
解
釈

に
は

個
人
差
が
あ

る
。

B
が

C
に
語

る
場
合

は
、

A
が

B

に
語

っ
た
も

の
と
、

い
く
ら

か
違

っ
た
形
や
内
容
、

ニ
ュ
ー
ア
ソ
ス
に
な

る
。

C
も

ま
た

D
に
伝
え

る
と

き

に
は
、
同

じ
プ

ロ
セ
ス
を
た
ど

る
。

し
か
も
、
空
間
的
な
地
域
社
会
、
即

ち
千
年
前

の

越
後

の
、
民
衆

の
風
俗

・
習
慣

・
モ
ラ
ル
等
、
独
自

の

ロ
ー
カ

ル
に
よ

っ
て
、
そ

の
話

は
統

一
さ
れ
る
。

そ

の
地
域
社
会

に
あ
わ
な

い
こ
と

は
改

め
ら
れ
、
あ

る

い
は
語
り

つ
か
れ
な
く
な

っ
て
消
え

て
し
ま
う
。

そ
れ
故

に
こ
そ
、
長
く
語

り
伝

え
ら
れ
、
残

っ
て

い
る
も

の
に
価
値

が
あ
る

の
だ
。

ま
た
、
時
間
的
な
変
貌
も
、
そ

の
伝
承

に
影
響
を

及
ぼ
す
。
文
化

の
発
達
、
政
治

の
変
革
等

に
よ
る
社

会
情
勢

の
変
化

に
伴
な

い
、
風
俗

・
習
慣

・
モ
ラ

ル

も
変
わ
り
、
そ
れ

に

マ
ッ
チ
し
た
話

に
改
作
あ
る

い

は
再
話
さ
れ
る
。

ま
た
、
そ

の
話

は
、
空
間
的
な
変
貌

を

も

た

ど

る
。
例
え
ば
、
越
後

に
生
ま
れ
た
話
が
、
信
濃

に
伝

え
ら
れ
る
と
、
ど
う
な
る

か
。

い
う
ま

で
も
な
く
、

越
後

の
話

は
、
信
濃
風

に
変
貌
す
る
。
全
国
各
地

に

同

じ
よ
う
な
話
が

い
く

つ
も
あ

っ
て
、
そ
れ
が
、
地

方

に
ょ

っ
て
異
な

っ
て
い
る
点
を
、
民
族
学
者
[や
言
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語
学
者

は
貴
重
な
研
究
資
料
と
し

て
い
る

こ
と

は
周

知

の
こ
と

で
あ
り
、
民
話
が
文
化
財
と
し

て
貴
重
な

も

の
で
あ

る
ゆ
え

ん
も
そ

こ
に
あ
る
。

民
話

は
、
民
家

の
文
学

で
あ

っ
て
、
子
ど
も
向
き

の
も

の
ぼ

か
り
で
は
な

い
。
む

し
ろ
、

一
般
民
衆

の

も

の
の
方
が
多

い
の
で
あ

る
。

し
か
し
、
子
ど
も
向
き

の
民
話

(
童
話

・
お
と
ぎ

話
)
も
伝
承
文
学
な

の
で
あ

る
。
だ

か
ら
、

「
個
人

の
創
造
」

で
な

い
と

こ
ろ
に
、
そ

し
て
、

口
承
さ
れ

た
遺
産

で
あ

る
と

こ
ろ
が
近
代
童
話
と
異
な

る
点

で

あ

る
。

そ
れ
な

の
に
、

「
一
九
七
〇
年
代

の
作
家
」
と

い

う
個
人
作
家

の
創
作
を
、
何
が
故

に
民
話
と
称
す
る

の
で
あ

ろ
う

か
?

な
ぜ

こ
れ
ま

で
通
り
、
童
話
と

か
、
児
童
文
学
と

か
云
わ
な

い
の
だ
ろ
う
か
?

「
い
や
、
近
代
文
学

は
読
む
文
学

で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ

は
、
話
し

て
も
ら
う
、
聞

い
て
も
ら
う
た

め
に

創
作

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

と
、
答
え

る
だ

ろ
う

か
?

「
そ

の
た
め
に
、
語
り

こ
と
ば

で
書

い
て
い
る
。
」

と

い
う
な
ら
ぽ
、
そ

の
語

り
こ
と
ぽ

は
、
ど

こ
の
方

言

か
と
聞

い
た

い
も

の
で
あ

る
。

作
品
を
見
る
と

、
い
か
に
も
方
言
ら
し

い
こ
と
ぽ

、

現
代

で
は

一
般

に
は
あ
ま

り
語
ら
れ

て
い
な

い
よ
う

な
言
葉
を
、
し

か
も
、
ど

こ
の
方
言

か
不
明
な
、
創

作
方

言
を
使

っ
て
、
民
話
風

に
書

い
て
い
る

に
過
ぎ

な
い
。

ま
た
、

「
語

り
話
」
と
し
て

の
作
品

(
お
話

台
本
)

を
志
向
し
て

い
る
と
す
る
な
ら
ば

、

こ
れ
ま
た
、
私

は
大
き
な
疑
問
を
持

つ
。

作

家
が
、

「
お
話
台
本
」
を
創

作
し
て
ほ
し

い
と

い
う

こ
と

は
、
私

の
主
宰
す
る
日
本
童
話
会
創
立
以

来

の
主
張
で
あ
る
。

し
か
も
、
私
た
ち

は
、

「
文

学
作
品

」
と

「
お
話

台
本
」
と

の
異
な
る
点
を
、
そ

の
実
践
に
お

い
て
痛

切

に
感

じ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、

「
お
話
台

本
」
と

い
う
新

語
ま
で
作

っ
て
き

た

の
で
あ
る
。

口
承
文

学
で
あ
る
民
話
も
、
文
字
が

出
来

て
か
ら

は
、
文
章

と
し
て
記
録

さ
れ

て
い
る
。

し
か
も
そ
の

話

も
、
時
代

の
変
遷

に
し
た
が

っ
て
、

た
び
た
び
再

話

さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、

「
桃
太
郎
」

に
し
た
と

こ
ろ
で
、
何

人
、
何

十
人

の
人
に
よ

っ
て
再
話

さ
れ

て

い
る
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
再
話
者

に
よ

っ
て

口
承
文

学
と
し
て

の
民
話
が

、
い
か

に
異

な

る

解

釈

、

ニ

ュ
ー
ア

ソ
ス
に
よ

っ
て
変

わ

っ
て
い
る
か
?

そ
の
評
価

は
さ
て
お
き
、

「
桃
太
郎
」

は
、

も
と

も
と
民
話

で
あ

り
、

口
承
文
学

で
あ

っ

た

の

で

あ

る
。
誰
れ
が
い

つ
作

っ
た

の
か
不
明

の
古
典

で
あ

る
。

現
代

の

「
作
家

の
目
と
心
を
通

し
て
豊

か
な
創
作

ヘ

ヘ

ヘ

へ

民
話

(
創
作
童
話
*
傍
点
筆
者
)

を
生

み
、
広
く
伝

え
ら
れ
」

(
児
文
協

の
呼
び

か
け
)
た
と
き
隔
民
族

学
的

・
言
語
学
的

に
も
貴
重
な
資
料

で
も
あ

る
本
来

の
民
話
と
混
同
さ
れ

る
お
そ
れ

は
な

い
か
?

「
個
人

の
創
作
」

(故

に
著
作
権

は
作
者

に
あ

る
)

な

る
も

の
を
、
何
故

に

「
民
衆

の
創
造
」
た

る
、

口

承
文
学

で
あ

る
民
話
と
称
す
る

の
で
あ

ろ
う
か
?

さ
ら

に
、
児
文
協

の
キ

ャ
ッ
チ

フ

レ

ー

ズ

で
、

「
こ
の
時
代

の
真
実
と
未
来

へ
の
展
望
を
典
型
化

し

た
創
作
民
話
」
と

は
、
現
代
児
童
文
学
と
ど
う

ち
が

う

の
だ

ろ
う

か
、
御
教
示
願

い
た

い
も

の
で
あ
る
。

民
話

は
、
そ

の
特
性

に
お
い
て
価
値
が
あ

り
、
創

作
童
話

は
、
創
作
童
話
と

し
て
の
価
値
が
あ
る

の
で

あ

る
。
文
学
と
し

て
の
ジ
ャ
ソ
ル
を
混
同
し

て
も
ら

っ
て
は
困

る
。
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