
 
 

民俗学 

１２．ものがたる－口頭伝承３－ 

菊地暁（folklore.lecture@gmail.com） 

①「かたる」ということ 

・伝統的言語観（「真か偽か true or false」）の限界:依頼、約束、宣誓など 

・オースティンの言語行為論：「記述的 descriptive」のみならず「行為的 performative」 

→現実（擬制）や現実を超えるもの（虚構）を想像／創造するコトバ 

 

②口頭伝承 oral tradition（口承文芸 oral literature、言語芸術 verbal arts）の諸ジャンル 

・基礎としての語彙・語法 

    非韻律的    韻律的 

 

短詞章  ＜コトワザ＞（諺、謎、呪文）  ＜ウタ＞（歌謡） 

 

長詞章  ＜ハナシ＞（世間話、昔話）  ＜カタリ＞（語り物） 

 

③神話：アーキタイプとしての 

・神話：時間や場所を定め、特定の形式をもって語られる、信ずべき物語 

→神話の「破片」としての語り物（形式）、伝説（信じること）、昔話（内容） 

 

④昔話（←→伝説）by 柳田国男 1932『桃太郎の誕生』（定本 8、文庫 10、全集 6） 

・形式性（「むかしむかし」～「どんとはれ」） 

・固有の対象物はない 

・話者は内容に責任を負わない 

・内容の面白さ：その娯楽機能と教育機能 

 

⑤昔話の近代／現在 by 滑川道夫 1981『桃太郎像の変容』東京書籍 

・出版による普及／教育的活用／イデオロギー的活用／観光的活用／マルチメディア化／キャラクターの力 

 

＊文献 

柳田国男 1947『口承文芸史考』中央公論社（定本 6、文庫 8、全集 16） 

内村剛介他 1982『露西亜学事始』日本エディタースクール出版部 

鳥越信 1983『桃太郎の運命』NHK ブックス 

立川健二・山田広昭 1990『現代言語論 ソシュール フロイト ヴィトゲンシュタイン』新曜社 

重信幸彦 2003『＜お話＞と家庭の近代』久山社 

大塚英志 2003『物語の体操 みるみる小説が書ける６つのレッスン』朝日文庫 

兵藤裕己 2009『琵琶法師 ＜異界＞を語る人々』岩波新書 

大浦康介編 2017『日本の文学理論 アンソロジー』水声社 

千野帽子 2017『人はなぜ物語を求めるのか』ちくまプリマ―ブックス 
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鋪３衆附級の子・桃太郎

お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
を
は
じ
め
、
村
人
た
ち
は
総
出
で
桃
太
郎
を
歓
迎
す
る
。
宝
を
床
の
間
に
飾
る
と
、

桃
太
郎
は
犬
た
ち
に
向
か
っ
て
あ
い
さ
つ
す
る
。

ず
れ
る
ｃ

宝
の
分
け
前
に
あ
ず
か
れ
る
と
思
っ
て
い
た
犬
た
ち
は
唖
然
と
す
る
が
、
考
え
て
承
る
と
キ
ビ
団
子
半
分
で
や
と

わ
れ
た
身
と
し
て
は
、
文
句
の
つ
け
よ
う
が
な
い
。
仕
方
な
く
帰
っ
て
い
っ
た
あ
と
、
お
じ
い
さ
ん
は
桃
太
郎
に
た

さ
て
、
そ
れ
か
ら
数
ヵ
月
後
、
桃
太
郎
か
ら
犬
・
サ
ル
・
キ
ジ
・
ク
マ
バ
チ
な
ど
に
、
伝
言
が
あ
っ
た
。
明
日
、

竜
宮
城
へ
乙
姫
を
奪
い
に
い
く
、
今
度
は
キ
ビ
団
子
を
一
つ
ず
つ
や
る
か
ら
来
て
く
れ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
承
ん

な
は
犬
の
家
に
集
ま
っ
て
相
談
し
た
。

そ
し
て
、
ふ
ん
な
は
宣
言
書
を
作
っ
て
、
桃
太
郎
に
送
っ
た
。
そ
の
後
、
桃
太
郎
が
竜
宮
城
へ
行
っ
た
と
い
う
話

を
聞
か
な
い
の
は
、
た
ぶ
ん
、
承
ん
な
が
反
対
し
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
「
宣
言
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
書

い
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ス
ト
ラ
イ
キ

の
イ
メ
ー
ジ

一
、
俺
達
は
他
国
と
の
争
ひ
を
や
め
る
。

二
、
俺
達
の
働
き
で
得
た
も
の
は
象
ん
な
俺
達
の
も
の
だ
。
桃
太
郎
の
や
う
に
俺
達
の
働
き
で
得
た
も
の
を
す

っ
か
り
せ
し
め
て
ゐ
な
が
ら
、
き
び
団
子
で
雇
っ
た
か
ら
な
ど
と
い
ふ
小
理
屈
を
い
ふ
奴
に
絶
対
反
対
す
る
。

三
、
好
き
で
も
な
い
お
姫
様
を
無
理
に
取
る
事
な
ど
、
こ
れ
又
絶
対
反
対
だ
。
俺
達
は
さ
う
し
た
戦
ひ
の
為
に

従
軍
し
な
い
。

桃
太
郎
は
こ
の
返
事
を
受
け
取
る
と
、
び
っ
く
り
し
て
こ
の
村
を
逃
げ
出
し
た
さ
う
で
す
。

「
や
あ
、
そ
れ
で
は
皆
さ
ん
、
御
苦
労
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
度
は
又
竜
宮
城
に
乙
姫
様
を
取
り
に
ゆ
く
か
ら

そ
の
時
も
は
た
ら
い
て
下
さ
い
。
そ
の
と
き
も
間
述
ひ
な
く
き
び
団
子
を
半
分
づ
つ
あ
げ
る
か
ら
。
」

「
桃
太
郎
や
、
何
故
お
前
は
み
ん
な
を
帰
し
て
し
ま
は
な
い
で
あ
れ
を
家
来
に
し
て
、
お
前
が
そ
の
王
様
に
た

ら
な
か
っ
た
ん
だ
い
？
」

す
為
と
桃
太
郎
は
、

「
私
も
一
時
さ
う
思
っ
た
も
の
で
し
た
が
、
さ
う
す
る
に
は
毎
日
き
び
団
子
が
た
く
さ
ん
入
用
で
す
か
ら
ね
」

と
答
へ
ま
し
た
。

お
ば
あ
さ
ん
は
、
こ
の
利
口
な
桃
太
郎
の
言
葉
に
感
心
し
ま
し
た
。

騨
堀
鮮
簾
匪
蕊
荊
卿
雌
蕊
嘘
鯉
灘
蝿
灘
鶴

く
、
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
別
の
と
こ
ろ
と
は
、
桃
太
郎
対
犬
・
サ
ル
・
キ
ジ
ｌ
そ
れ
に
こ
の

そ
う
い
っ
て
い
る
う
ち
に
、
ひ
ど
い
咳
が
出
て
く
る
。
そ
こ
へ
「
日
本
一
の
か
ぜ
ぐ
す
り
」
と
榔
い
た
旗
を
も
っ

た
薬
屋
が
あ
ら
わ
れ
、
桃
太
郎
は
一
○
○
円
を
は
ら
っ
て
薬
を
一
服
買
う
。
と
こ
ろ
が
府
が
ら
し
に
フ
ス
マ
か
ヌ
ヵ

を
ま
ぜ
た
よ
う
な
ひ
ど
い
薬
で
、
と
て
も
飲
め
た
も
の
で
は
な
い
。

次
に
「
日
本
一
の
き
び
だ
ん
ご
」
と
い
う
旗
を
も
っ
た
団
子
屋
が
出
て
く
る
。
桃
太
郎
は
一
○
○
円
は
ら
っ
て
キ

ビ
団
子
を
一
つ
買
う
が
、
こ
れ
も
く
さ
っ
た
団
子
で
と
て
も
食
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
へ
次
食
と
、
「
日

本
一
の
チ
ュ
ウ
イ
ン
ガ
ム
」
「
日
本
一
の
小
学
目
ぐ
す
り
」
「
日
本
一
の
あ
わ
ぶ
く
せ
っ
け
ん
』
等
く
い
ず
れ
も

「
日
本
一
」
を
旗
印
し
に
し
た
者
が
通
り
か
か
る
。

桃
太
郎
は
そ
れ
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
持
っ
て
い
た
自
分
の
「
日
本
一
」
の
旗
を
そ
ろ
そ
ろ
と
抜
き
と
り
、
丸

め
て
足
も
と
に
捨
て
て
し
ま
う
。
ち
ょ
う
ど
そ
こ
へ
犬
、
サ
ル
、
キ
ジ
が
登
場
す
る
が
、
あ
た
り
一
而
「
日
本
一
」

の
旗
ば
か
り
で
、
中
を
桃
太
郎
が
見
つ
か
ら
な
い
。
よ
う
や
く
人
が
ま
ば
ら
に
な
っ
て
、
桃
太
郎
と
犬
た
ち
は
再
会

す
る
。
み
ん
な
口
之
に
戦
争
は
こ
り
ご
り
だ
と
話
し
あ
い
、
桃
太
郎
が
な
ぜ
「
日
本
ど
の
族
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
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の
か
、
の
話
題
に
な
る
。
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こ
の
劇
の
出
だ
し
の
場
面
は
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
武
装
解
除
さ
れ
、
日
本
に
引
き
場

働
く
者
の
一
員
桃
太
郎

げ
て
き
た
元
兵
士
た
ち
、
あ
る
い
は
軍
国
主
義
の
侵
略
思
想
に
踊
ら
さ
れ
、
外
地
へ
出
か

桃
太
郎
戦
争
で
ぼ
く
は
、
刀
と
扇
子
も
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
け
れ
ど
、
日
本
一
の
桃
太
郎
と
い
う
伽
印
だ
け

は
、
だ
い
じ
に
持
っ
て
帰
っ
た
。

い
ぬ
そ
れ
を
ま
た
、
ど
う
し
て
？

桃
太
郎
い
や
、
か
え
っ
て
ふ
た
ら
、
日
本
一
な
ん
て
、
と
ん
で
も
な
い
う
ぬ
ぼ
れ
さ
。
日
本
一
と
い
う
の
に
、

ろ
く
な
も
の
は
あ
り
や
し
な
い
。
ぼ
く
だ
っ
て
、
同
じ
こ
と
さ
。
だ
か
ら
、
ぼ
く
は
き
担
う
か
ら
、
日
本
一
の

桃
太
郎
じ
ゃ
な
い
。
た
だ
の
桃
太
郎
だ
よ
。

と
い
っ
て
、
竹
竿
を
後
方
へ
す
て
る
．
染
ん
な
、
し
ん
と
し
て
桃
太
郎
を
見
る
．
Ｉ
間
。

き
じ
桃
太
郎
さ
ん
は
、
こ
れ
か
ら
、
ど
う
す
る
ん
で
す
か
？

桃
太
郎
も
ち
ろ
ん
、
た
だ
の
桃
太
郎
に
な
っ
て
、
大
い
に
は
た
ら
く
よ
◎

さ
る
い
ぬ
く
ん
、
ぼ
く
た
ち
と
同
じ
だ
ね
え
。
ぼ
く
た
ち
、
は
た
ら
く
も
の
は
、
い
つ
も
、
た
だ
の
さ
る
、
た

だ
の
い
ぬ
、
た
だ
の
き
じ
だ
も
の
。

い
ぬ
ほ
ん
と
だ
。
そ
れ
で
こ
そ
、
り
つ
ば
に
は
た
ら
け
る
か
ら
ね
。

き
じ
た
だ
の
桃
太
郎
さ
ん
、
ば
ん
ざ
い
で
す
ね
。

桃
太
郎
、
笑
っ
て
う
な
ず
き
、
立
ち
あ
が
る
。
ｌ
聯
Ｉ

桃
太
郎
う
－
む
、
ひ
ど
く
や
ら
れ
て
い
る
な
あ
。
話
に
は
き
い
て
い
た
が
、
ま
さ
か
、
こ
ん
な
に
ひ
ど
い
と
は

思
わ
な
か
っ
た
よ
．
ま
る
で
、
一
め
ん
の
や
け
野
原
じ
ゃ
な
い
か
．
ｌ
よ
く
も
ま
あ
、
こ
ん
瓶
に
ゃ
ら
れ
為

ま
で
、
国
民
が
が
ま
ん
を
し
て
い
た
も
ん
だ
な
、
あ
…
…
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