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遠
野
に
息
づ
く

　
　

民
話
の
奥
深
さ

民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
が
執
筆
し
た
『
遠
野
物
語
』
の
舞
台
と
し
て
知
ら
れ

る
岩
手
県
遠
野
市
。「
河
童
」
の
好
物
の
キ
ュ
ウ
リ
を
釣
り
竿
か
ら
垂
ら
し
て

い
る
「
カ
ッ
パ
淵
」
は
有
名
だ
が
、
こ
の
地
に
は
河
童
だ
け
で
な
く

「
座ざ

し
き
わ
ら
し

敷
童
子
」
や
「
オ
シ
ラ
サ
マ
」
も
い
る
。
こ
れ
ら
は
妖
怪
な
の
か
神
様

な
の
か
…
…
。
渾
然
一
体
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
遠
野
の
歴
史
的
背

景
に
深
い
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
。

ぼくらには妖怪が必要だ　Report 3
『
遠
野
物
語
』
の
情
景
が
残
る

民
話
の
里

　

霊
峰
・
早は

や
ち
ね
さ
ん

池
峰
山
や
六ろ

っ
こ
う
し
さ
ん

角
牛
山
、
石い

し
が
み上

山
な
ど
に
囲
ま
れ
た
遠
野
は
、
妖
怪
譚
、

神
隠
し
な
ど
地
域
に
伝
わ
る
物
語
を
今
で

も
語
り
部
が
伝
承
す
る
「
民
話
の
里
」
だ
。

『
遠
野
物
語
』
は
1 

9 

1 

0
年
（
明
治
43
）、

遠
野
市
土つ

ち
ぶ
ち淵

町
出
身
で
あ
る
民
話
収
集
の

先
駆
者
・
佐
々
木
喜き

ぜ
ん善

（
注
）
が
語
っ
た

遠
野
の
不
思
議
な
現
象
を
、
柳
田
國
男
が

聞
き
書
き
し
て
1 

1 

9 

話
に
ま
と
め
た
も

の
だ
。
後
に
発
刊
さ
れ
た
『
遠
野
物
語

拾し
ゅ
う
い遺

』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
も
合
わ
せ
る

と
4 

1 

8 

話
に
も
上
る
。

　

遠
野
に
は
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
言

い
伝
え
が
あ
っ
た
の
か
。

　

N
P
O
法
人
遠
野
物
語
研
究
所
（
2 

0 

1 

4
年
に
解
散
）
で
研
究
員
を
務
め
た
大
橋
進
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遠
野
の
人
は
座
敷
童
子
や
河
童
を
純
粋

な
「
妖
怪
」
と
は
捉
え
て
い
な
い
。「
柳
田

國
男
が
遠
野
物
語
を
書
い
た
と
き
に
座
敷

童
子
を
妖
怪
の
部
類
に
入
れ
た
こ
と
で
座

敷
童
子
は
妖
怪
に
な
っ
た
」
と
大
橋
さ
ん

は
言
う
。「
遠
野
で
は
座
敷
童
子
は
神
様
。

河
童
は
飢
饉
で
餓
死
し
た
子
ど
も
を
川
に

流
し
た
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

供
養
の
意
味
も
込
め
て
河
童
伝
説
が
残
っ

た
の
で
し
ょ
う
」。

（注）佐々木喜善

1886年（明治 19）生まれ。井上円了の哲学館、次いで早稲田大学文学科に
学ぶ。1933年（昭和 8）に48歳で亡くなるまで『江刺郡昔話』『紫波郡昔話』
などの昔話集を刊行し、『奥州のザシキワラシの話』、『オシラ神に就いての小報
告』などの論考も遺す。金田一京助に「日本のグリム」と言わせしめた人物。

遠野市内の和野（わの）
集落。この道はかつて
山を越えて大槌町まで
通じる近道だったという

た
に
育
成
す
る
「
遠
野
『
語
り
部
』
1 

0 

0 

0
人
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
2 

0 

0 

9
年

か
ら
実
施
。
語
り
部
と
し
て
認
定
さ
れ
れ

ば
認
定
証
が
も
ら
え
る
。
こ
れ
と
連
動
し

て
市
内
の
四
つ
の
小
学
校
で
も
昔
話
を
覚

え
る
取
り
組
み
を
行
な
っ
て
い
る
。「
子
ど

も
た
ち
は
忘
れ
た
り
も
す
る
が
一
人
で
も

二
人
で
も
語
り
部
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
」

と
勇
さ
ん
。

　

ま
た
、
2 

0 

1 

5
年
か
ら
は
市
内
の
名

所
を
音
声
ガ
イ
ド
と
と
も
に
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
的
に
楽
し
め
る
「
聴
き
旅
」
も
始
め
た
。

　

課
題
が
あ
る
と
は
い
え
、
遠
野
は
北
海

道
か
ら
の
修
学
旅
行
先
と
し
て
も
人
気
が

高
く
、
カ
ッ
パ
淵
に
は
年
間
10
万
人
が
訪

れ
る
。
勇
さ
ん
は
「
観
光
は
仕
掛
け
が
大

事
。
た
ん
に
昔
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
で

は
も
う
ダ
メ
。
よ
り
多
く
の
方
に
来
て
も

ら
え
る
よ
う
力
ま
ず
焦
ら
ず
で
き
る
こ
と

を
考
え
た
い
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

さ
ん
に
よ
る
と
、「
人
の
交
流
が
盛
ん
な
場

所
ほ
ど
伝
説
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
。

　

遠
野
は
三
陸
沿
岸
と
旧
奥
州
街
道
の
ち

ょ
う
ど
中
間
に
あ
た
り
、
沿
岸
部
や
街
道

へ
行
く
た
め
の
中
継
地
か
つ
交
通
の
要
所

と
し
て
栄
え
た
場
所
だ
っ
た
。

「
昔
は
宿
泊
す
る
人
間
の
恩
義
と
し
て
自

分
が
今
ま
で
歩
い
て
回
っ
た
地
域
の
珍
し

い
話
を
聞
か
せ
る
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。

だ
か
ら
人
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
噂
話
や

物
語
が
多
く
集
ま
っ
て
き
た
の
で
す
」

　

遠
野
物
語
の
舞
台
の
中
心
で
あ
る
土
淵

町
の
山
口
集
落
な
ど
を
大
橋
さ
ん
に
案
内

し
て
い
た
だ
い
た
。
大
橋
さ
ん
の
説
明
を

聞
き
な
が
ら
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
曾
祖
母
や

親
戚
に
昔
話
を
聞
か
さ
れ
育
っ
た
と
い
う

喜
善
の
生
家
や
、
座
敷
童
子
が
出
て
行
っ

た
こ
と
で
衰
え
た
山
口
孫
左
衛
門
の
屋
敷

跡
、
カ
ッ
パ
淵
、
デ
ン
デ
ラ
野の

を
巡
る
。

デ
ン
デ
ラ
野
は
村
の
老
人
た
ち
が
家
族
の

負
担
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
と
身
を
引
き
、
仕

事
を
し
な
が
ら
共
同
生
活
を
送
り
最
期
の

迎
え
が
来
る
の
を
待
っ
た
場
所
だ
。
現
在

は
畑
地
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
大
橋
さ
ん
に
よ
る
と
遠
野
に
は

カ
ッ
パ
淵
が
10
カ
所
ほ
ど
あ
る
。「
河
童
釣

り
」
が
で
き
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
常じ

ょ
う
け
ん
じ

堅
寺

裏
手
の
カ
ッ
パ
淵
の
ほ
か
に
も
、「
太
郎

淵
」
や
「
姥お

ば
こ子

淵
」
な
ど
河
童
が
出
た
と

さ
れ
る
場
所
は
多
い
。

「たくさんの民話が今も
残っていますよ」と話す
運萬勇さん

「遠野は神隠しの話も
多いんです」と言う大
橋進さん

小
学
生
も
含
め
て

語
り
部
を
養
成

　

そ
も
そ
も
遠
野
が
「
民
話
の
里
」
と
し

て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
ご

ろ
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
遠
野
市
観
光

協
会
の
専
務
理
事
兼
事
務
局
長
、
運う

ん
ま
ん萬

勇

さ
ん
（
以
下
、
勇
さ
ん
）
に
聞
く
と
、
遠
野

物
語
が
発
刊
さ
れ
る
前
か
ら
遠
野
は
民
話

の
里
だ
っ
た
そ
う
だ
。

「
一
般
に
浸
透
し
た
の
は
『
遠
野
物
語
』

の
影
響
で
す
が
、
遠
野
で
は
子
ど
も
が
寝

る
と
き
に
古
い
言
い
伝
え
を
聞
か
せ
る
の

は
昔
か
ら
普
通
の
こ
と
で
し
た
。
お
そ
ら

く
ほ
か
の
地
域
に
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、
伝
承
の
一
つ
ひ
と
つ
が
今
に
残
っ
て

い
る
の
が
遠
野
の
特
徴
で
す
」

　

し
か
し
、
伝
承
を
受
け
継
ぐ
語
り
部
が

減
っ
て
い
る
の
も
現
実
だ
。
打
開
策
と
し

て
行
政
は
、
1 

0 

0 

0
人
の
語
り
部
を
新
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厳
し
い
暮
ら
し
が
生
ん
だ

河
童
の
切
な
い
伝
承

　

遠
野
市
の
有
名
な
語
り
部
が
、「
カ
ッ
パ

お
じ
さ
ん
」
こ
と
運
萬
治
男
さ
ん
（
以
下
、

治
男
さ
ん
）
だ
。
治
男
さ
ん
は
市
公
認
の

「
守ま

ぶ
り

っ
人と

」
と
し
て
、
15
年
ほ
ど
前
か
ら

常
堅
寺
裏
手
の
カ
ッ
パ
淵
を
訪
れ
た
観
光

客
に
さ
ま
ざ
ま
な
民
話
を
聞
か
せ
て
い
る
。

　

治
男
さ
ん
は
言
う
。「
民
話
と
昔
話
は
違

う
。
読
み
書
き
が
で
き
な
い
、
貧
し
い
、

そ
ん
な
民
衆
の
暮
ら
し
の
な
か
で
子
や
孫

に
な
ん
と
か
今
よ
り
い
い
生
活
を
さ
せ
た

い
と
願
い
、
教
訓
を
口
伝
い
に
教
え
て
き

た
も
の
が
民
話
の
原
点
」
だ
と
。

『
遠
野
物
語
』
の
背
景
に
は
厳
し
く
貧
し

い
暮
ら
し
を
強
い
ら
れ
た
歴
史
が
あ
る
。

そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
河
童
だ
と
い
う
。

　

古
来
、
遠
野
地
方
は
幾
度
と
な
く
凶
作

や
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も

厳
し
い
と
き
は
人
口
の
約
6
分
の
1
が
失

わ
れ
た
。
そ
こ
で
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
が

「
口
減
ら
し
」
だ
っ
た
。
栄
養
状
態
や
生

活
環
境
が
不
十
分
で
、
あ
ま
り
健
康
で
は

な
い
子
ど
も
は
河
童
の
子
と
み
な
さ
れ
、

河
童
の
神
様
の
も
と
へ
「
返
す
」
風
習
が

あ
っ
た
。
遠
野
の
河
童
の
指
が
3
本
な
の

も
、
そ
う
し
た
子
ど
も
の
象
徴
な
の
だ
。

『
遠
野
物
語
』
の
五
五
話
、「
河
童
」
の
冒

頭
に
「
川
に
は
河
童
多
く
住
め
り
。
猿
ヶ

石
川
こ
と
に
多
し
」
と
あ
る
。
猿さ

る
が
い
し

ヶ
石
川

は
遠
野
の
大
小
の
川
が
集
ま
る
本
流
で
、

そ
の
昔
、
猿
ヶ
石
川
に
は
「
河
童
」
が
多

く
上
が
っ
た
と
治
男
さ
ん
は
言
う
。

「
遠
野
の
河
童
は
顔
が
赤
い
こ
と
で
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
猿
が
起
源
と
の
説
も
あ
る

が
、
子
ど
も
の
顔
が
あ
る
い
は
赤
く
見
え

た
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。
だ
か
ら
遠
野
で

河
童
さ
ん
は
神
様
な
の
。
神
様
が
い
る
川

を
汚
し
て
は
だ
め
だ
と
、
遠
野
の
人
は
昔

か
ら
水
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
」

　

し
か
し
今
は
川
に
ゴ
ミ
が
流
れ
る
の
が

現
実
だ
。
治
男
さ
ん
の
い
る
カ
ッ
パ
淵
も
、

昔
の
状
態
を
保
っ
て
い
る
の
は
前
後
2
㎞

ほ
ど
と
い
う
。「
今
じ
ゃ
河
童
さ
ん
も
簡
単

に
修
行
に
行
き
来
で
き
な
く
な
っ
た
ぁ
」

と
、
治
男
さ
ん
は
寂
し
そ
う
に
話
し
た
。

守
っ
人
と
し
て

伝
え
て
い
く
べ
き
こ
と

 

『
遠
野
物
語
』
は
す
べ
て
実
際
に
あ
っ
た

12

3

遠野の河童の真実を語る「カッパお
じさん」こと運萬治男さん。時が経
つのも忘れて聞き入ってしまった

1 カッパ淵に接した常堅寺境
内にある「カッパ狗犬（こまい
ぬ）」。頭にくぼみがある
2 「遠野かっぱロード」に置か
れた河童の石像。よくよく見る
と手足の指は３本だった
3 常堅寺裏手の「カッパ淵」。
蓮池（はせき）川にあるこの淵
は遠野でもっとも有名
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話
で
、
実
在
の
人
物
、
場
所
も
あ
る
が
正

直
に
は
記
せ
な
い
た
め
、
釈
然
と
し
な
い

書
き
方
を
し
て
い
る
と
い
う
。

　

六
九
話
に
「
オ
シ
ラ
サ
マ
」
の
話
が
あ

る
。
そ
の
昔
、
農
家
の
娘
が
飼
い
馬
に
恋

を
し
、
怒
っ
た
娘
の
父
が
馬
を
殺
し
た
と

こ
ろ
、
馬
と
一
緒
に
娘
も
天
に
昇
り
オ
シ

ラ
サ
マ
に
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
だ
。
現

在
オ
シ
ラ
サ
マ
は
農
業
の
神
様
、
馬
の
神

様
、
養
蚕
の
神
様
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

「
で
も
よ
く
考
え
て
。
馬
と
娘
で
は
夫
婦

に
な
れ
な
い
で
し
ょ
」
と
治
男
さ
ん
。

　

か
つ
て
遠
野
で
は
馬
は
生
活
の
糧
と
な

る
仕
事
の
パ
ー
ト
ナ
ー
だ
っ
た
。
遠
野
に

多
く
み
ら
れ
た
「
曲
り
家
」
と
呼
ば
れ
る

L
字
型
の
民
家
に
は
厩う

ま
やが

あ
り
、
馬
は
そ

4 1000体ものオシラサマを展示している「御蚕神（おしら）堂」
（伝承園）
5 床の間に置かれたオシラサマ。現世では結ばれなかった悲哀を感
じさせる（遠野ふるさと村）
6 移築された「曲り家」。左手前の入り口が厩（遠野ふるさと村）

け
れ
ば
必
ず
原
点
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
」

　

遠
野
の
民
話
を
通
し
て
先
人
の
生
き
様

を
守
り
伝
え
る
。
こ
れ
が
治
男
さ
ん
の

「
守
っ
人
」
と
し
て
の
役
割
な
の
だ
。

口
頭
伝
承
こ
そ
が

遠
野
の
民
話
の
原
点

　

遠
野
に
は
ほ
か
に
も
、
民
話
を
次
世
代

へ
継
承
す
る
「
語
り
部
」
た
ち
が
い
る
。

「
さ
さ
や
く
声
で
淡
々
と
」。
こ
れ
が
遠

野
の
語
り
部
の
特
徴
だ
と
「
遠
野
昔
話
語

り
部
の
会
」
の
工
藤
さ
の
み
さ
ん
は
言
う
。

遠
野
の
人
に
と
っ
て
民
話
は
も
と
も
と
子

ど
も
を
寝
か
し
つ
け
る
た
め
の
子
守
唄
や

眠
り
薬
の
よ
う
な
も
の
で
、
語
り
部
も
そ

こ
で
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
一

方
、
貧
し
い
農
家
の
次
男
や
三
男
は
裕
福

な
家
の
使
用
人
（
下
男
）
と
し
て
住
み
込

み
、
厩
の
脇
の
土
間
で
残
り
物
の
食
事
を

与
え
ら
れ
、
な
ん
と
か
食
い
つ
な
い
だ
と

い
う
。

　

オ
シ
ラ
サ
マ
の
話
は
、
裕
福
な
家
の
娘

と
貧
し
い
農
家
出
の
下
男
と
い
う
身
分
違

い
の
二
人
が
惹
か
れ
あ
っ
た
話
な
の
だ
。

「
河
童
の
話
に
し
て
も
そ
う
で
す
が
、
今

は
食
べ
も
の
が
な
く
て
命
に
か
か
わ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
食
べ
る
こ

と
に
必
死
な
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
も
次
の

世
代
に
き
ち
ん
と
理
解
し
て
も
ら
わ
な
け

れ
ば
」

　

治
男
さ
ん
は
機
会
が
あ
れ
ば
こ
う
し
て

遠
野
の
民
話
を
観
光
客
に
伝
え
て
い
る
。

だ
が
、
訪
れ
る
人
す
べ
て
に
話
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。「
河
童
釣
り
に
来
る
子
ど

も
た
ち
に
は
河
童
と
い
う
言
葉
を
大
人
に

な
る
ま
で
忘
れ
て
も
ら
い
た
く
な
い
」
と

治
男
さ
ん
は
話
す
。

「
い
ろ
ん
な
修
学
旅
行
生
が
来
る
け
ど
も

河
童
釣
り
が
楽
し
か
っ
た
と
思
っ
て
も
ら

え
れ
ば
成
功
。
大
人
に
な
っ
て
分
別
が
つ

い
て
ま
た
カ
ッ
パ
淵
に
や
っ
て
来
た
ら
ち

ゃ
ん
と
今
の
よ
う
な
話
を
し
ま
す
。
食
べ

も
の
を
つ
く
る
の
は
お
天
道
様
と
水
と
年

寄
り
の
知
恵
で
す
。
そ
れ
を
知
ら
な
い
人

が
増
え
る
と
食
べ
も
の
を
粗
末
に
す
る
、

水
も
大
事
に
し
な
い
、
年
寄
り
も
な
い
が

し
ろ
に
す
る
。
こ
れ
ら
を
大
事
に
で
き
な

4

5
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の
音
調
を
受
け
継
い
で
い
る
た
め
だ
。

 
「
遠
野
昔
話
語
り
部
の
会
」
は
15
名
か
ら

な
る
会
で
、「
と
お
の
物
語
の
館
」
を
は
じ

め
と
す
る
各
施
設
で
定
期
的
に
民
話
を
披

露
し
て
い
る
。
語
り
部
の
話
を
聞
く
た
め

に
何
度
も
遠
野
を
訪
れ
る
観
光
客
も
多
く
、

遠
野
の
文
化
や
観
光
を
語
る
う
え
で
も
語

り
部
は
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
。

　

語
り
部
の
人
た
ち
は
、
遠
野
の
民
話
の

根
底
に
あ
る
厳
し
い
過
去
を
知
り
な
が
ら

に
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
河
童
も
座
敷
童
子
も
私
た
ち
は
妖
怪
と

は
捉
え
ま
せ
ん
。
河
童
は
河
童
。
で
も
河

童
で
も
オ
シ
ラ
サ
マ
で
も
深
く
は
追
求
し

ま
せ
ん
。
追
求
す
る
と
夢
が
な
く
な
る
し

語
れ
な
く
な
る
か
ら
」
と
工
藤
さ
ん
。

　

同
じ
く
語
り
部
の
会
の
新
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
井
出
八
重
子
さ
ん
は
、「
指
導
し
て
い

た
だ
い
た
先
生
に
『
昔
語
り
に
追
求
は
必

要
な
い
』
と
教
わ
り
ま
し
た
」
と
言
う
。

　

語
り
部
に
と
っ
て
民
話
は
、
あ
く
ま
で

も
聞
き
に
来
た
人
に
楽
し
ん
で
も
ら
う
も

の
。
根
底
に
流
れ
る
歴
史
も
す
べ
て
飲
み

込
ん
だ
う
え
で
語
っ
て
い
る
の
だ
。

　

工
藤
さ
ん
た
ち
は
民
話
に
お
い
て
「
口

頭
伝
承
」
を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
る
。

「
民
話
の
基
本
が
口
頭
伝
承
だ
か
ら
語
り

部
も
十
人
十
色
で
い
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
聞

い
て
育
っ
た
も
の
を
次
の
人
に
伝
え
る
の

が
私
た
ち
の
役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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同
じ
オ
シ
ラ
サ
マ
の
話
で
も
年
代
や
育
っ

た
場
所
に
よ
っ
て
微
妙
に
違
い
ま
す
が
、

そ
こ
も
楽
し
み
の
一
つ
。
教
科
書
で
は
な

く
自
分
の
耳
で
聞
い
て
覚
え
て
き
た
も
の

だ
か
ら
こ
そ
忘
れ
な
い
し
、
時
に
人
の
心

を
揺
ら
す
魂
の
こ
も
っ
た
語
り
が
で
き
る

と
思
う
」
と
工
藤
さ
ん
。

　

民
話
を
聞
き
に
来
る
観
光
客
の
な
か
に

は
、
涙
を
流
し
な
が
ら
聞
き
入
る
人
も
い

る
と
い
う
。
震
災
時
に
は
工
藤
さ
ん
た
ち

の
語
り
が
被
災
者
の
心
に
寄
り
添
い
、
癒

し
た
。

　

治
男
さ
ん
の
よ
う
な
守
っ
人
が
い
れ
ば
、

工
藤
さ
ん
た
ち
の
よ
う
な
語
り
部
も
い
る
。

そ
こ
に
遠
野
の
民
話
の
奥
深
さ
を
改
め
て

み
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　
（
2 

0 

1 
6
年
4
月
25
〜
26
日
取
材
）

観光客に民話を語る工藤さのみさん（上）。遠野昔話語り
部の会の方々。右から井出八重子さん、後藤恭子さん、工
藤さん、小松敦子さん

老いた人たちが小屋で共同生活をしながら寿命が
尽きるのを静かに待ったという「デンデラ野（の）」


