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要旨 : お礼結 婚で は ､ 父 親 (家) が ､ 娘 ( あ る い は 子､ グ リ ム 童話で は 父) の 窮状､ 奇病 ､ 難

病を救 っ てく れ た 男性 に
､

お 礼 と し て 娘 を嫁 と して や る構成 に な っ て い る｡ 『日 本 の 昔 ば な し』

で は
､ 救 助者 に お礼 の 品物 と して 与え られ る女性に 感情や 意思､ 人格 が な い が

､
グ リ ム 童話で は

､

女性 に強烈な 意志 と感情､ 確 固と した 自分 の 考 え が あ る
｡

次 に ､ お礼結婚 で は､ 娘 をお 礼の 品物

の よう に救助者 に や る が
､

そ う す る父 親に
､

意 外に も
､ 余り家父長的 な態度 が見 られ な い

｡
こ れ

は 『日本 の 昔 ば な し』 に もグ リム 童話 に も共通 して い る
｡
『日 本の 昔ば な し』 で は ､ 主人公 が､

占 い 師や 呪 術師､ 魔術師 の よ う に
､ 尻 鳴りや長 い 鼻な どの 奇病､

大病､ 難病 を治 した り､ 死者 を

蘇 らせ た り して
､ 感謝 され

､
お礼 に助 け た長者 の 娘を も ら っ て 出世す る

｡
しか も

､
そ れを神 様が

後押 しす る｡
こ れ は

､
グ リ ム 童話 で は あ りえ な い し

､ 実際 グ リ ム 童話全体 を見渡 して もな い
｡

こ

こ に ､ 独特の 民俗宗教 を作 り上 げ てき た 日本 の 文 化 と西欧の キ リ ス ト教文化 の 差 が現 わ れ て い る

の か も知 れ な い
｡

は じめ に

グ リム 童話 と 『日 本の 昔 ばな し』 を お礼結婚 に 焦点を 当て て 比較す る｡ 分析の 対象 は
､

グリム

童話の 場合は､ 1 8 5 7 年の 決定版の K H M 2 0 0 篇 ､
2 0 3 話で

､
日 本の 昔話 の 場合 は

､ 関敬吾氏編

集の 『日本の 昔 ばな し』 (岩波文庫) 第Ⅰ､ 第 Ⅱ､ 第 Ⅲ 巻の 24 0 話で ある｡

結婚は ､
そ の 種類 と類型の 両面か ら分析す る こ と に す る｡ 種類 とは､ 恋愛結婚 ､ 難題解決結

婚 ､
魔法か ら の 解放結婚 ､ 政略結婚､ 等 々 で あ る｡ 類型 で ある が

､ 異 な る結婚､ 例え ば
､ 恋愛

結婚と難題解決結婚 で あ っ て も､ 王 家 ( 殿様家) の 男 と王 家 (殿様家) の 女の 結婚 とい う こ と

で は同じ型の 結婚で あり､ それ を結婚の 類型 と呼ぶ こ とに す る｡ 王 家 (殿様家､ 高貴 な身分) の

男 と王 家 (殿様家､ 高貴 な身分) の 女の 結婚を類型 1
､ 王 家 ( 殿様家) の 男と庶民の 女 の 結婚

を類型 2
､

庶民の 男と王 家 (殿樵家) の 女の 結婚を 類型 3
､ 庶民同士 の 結婚 を類型 4

､ 神 と神の

結婚 が類型 5 ､ 神 と人間 (女) の 結婚が類型 6
､

人間 (男) と神の 結婚が類 型 7 等 々 とす る｡

お礼結婚 と は
､ 不治 の 病 を治 して もら っ た り

､ 死 ん だ娘 を生 き返 らせ て もら っ た り､ 借金苦

を助 け て もら っ たり し た お礼 に
､ 娘をそ の 恩人 に や る結婚 の こ と で あ る｡

『日 本の 昔 ば な し』 に は
､

お 礼結婚 は 6 話､ 6 組の 結婚 が あ る が
､

グ リ ム 童話 に は､
1 篇 1

組 し か な い ｡

こ れ か ら ､ 『日本 の 昔ば な し』 と グリ ム 童話の お礼結婚を類型 別 に 具体的に 見て い く こ と に

す る｡
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グ リ ム 童話 の テ キ ス ト は
､

B R O D E R G R I M M K i n d e r
-

u n d H a u s m a r c h e n V oll st a n d ig e

A u sg a b e M i t 1 8 4 Ill u s t r a ti o n e n z e l tg e n 6 s si s c h e r K tin s tl e r u n d
t

ei n e m N a c h w o r t v o n H e i n z R 611 e k e

A r t e m i s & W i n k l e r 1 9 4 9 W i n k l e r V e rl a g ,
M ii n c h e n

,
1 9 . A u fl a g e 1 9 9 9 で あ る｡ 参考 に した 訳 は

､

金田鬼
-

氏 の 『グ リ ム 童話集』 (岩波書店) で あ る ｡

第1 章 『日本の昔ばなし』 の お礼結婚

す で に 述 べ た こ と で あ る が ､ 『日本 の 昔 ば な し』 に は､ お 礼結婚 は 6 話 あ る｡ 6 話 と い う と
､

少 な い よう な 印象 を与え るか もしれ な い が ､ 『日本の 昔 ばな し』 の 結婚の 種類の 中で は 非常 に

多 い ｡ 第 1 位 の 不明の 結婚 (1 0 話､
1 0 組) を除 け ば

､ 第 2 位 に 位置 す る｡ ち な み に 第 1 位 は 7

話､
7 組 あ る 一

方的恋愛結婚 で あ る｡ 『日 本の 昔 ば な し』 は
､

2 4 0 話 あ る が ､ 結婚 が 出て くる

話 は 3 8 話 しか な い の で ､ 6 話 と い う こ と は非常 に 多 い とい う こ と に な る ｡ 『日 本の 昔ば な し』

の 場合､ 第 1 位の 不明の 結婚､ 第 2 位の
一

方的恋愛結婚､ 第 3 位の お 礼結婚､ 第 4 位の 家父 長

的結婚 (5 話 8 組) ､ 第 5 位の 押 し売り結婚 (4 話 4 組) の 上位 の 5 つ の 種類 の 結婚 で
､

3 2 話 ､

3 5 組 に もなり､ 全体 (
一

つ の 諸 に 2 種類の 結婚が 出て き たりす る の で ､ 全体 は 4 5 話､
4 9 組)

の 約 71 % を 占 め る｡ そ れ に
､

2 話 ず つ あ る 父 の 約束結婚､ 無理矢理 ･ 略奪結婚､ 報恩結婚､

恋愛結婚が 続き ､ 残りは 1 話ず つ しか な い ｡

第1 節 類型3 の お礼結婚

第 1 番目は 『三人 の 兄弟』 で あ る｡

｢ 昔 々
､ う ん と昔､ あ る と こ ろ に 兄弟三 人｣ あ っ た｡ ｢

-

ば ん 目 の 兄 は
一

郎治､
二 ばん 目が

二郎治､ 末子 は三 郎治 と い っ た｣ ｡ 三 人が 大きく な っ た とき
､
｢ 父 っ つ あ ん｣ が ｢ 今 か ら三 年 の

あ い だ 暇を や っ か ら
､

三 人 で 思 い お もい に 出世を して 帰 っ て こ う｣ と言 い
､
｢ 小判で 五 両ず っ

の 金をや｣ っ た｡ 二 郎治も三 郎治も ｢父 っ つ あ ん
､

そ ん で は三 年 の の ち に は必 ず 出世 し て 帰 っ

て く っ か ら､ 体 ば かり気 つ けて 丈夫 で い て く れ の｣ と言 っ た｡ ｢ 一

郎治 ば か り は 何と も い わ な

い で｣ い た｡

三 人 は ｢ 三 つ 辻｣ の と こ ろ で 別れ ､ ｢ 一

郎治 は右 の 道 を､ 二 郎治 はま ん 中の 道を,
三 郎治 は

左 の 道 を行く こ と に し｣ た｡

一

郎治 は､ ｢ 大 き な 沼｣ の な か に
､ ｢ 雁が - ば い 降り て い｣ たの で

､ ｢ 懐 か ら小判 を 出 して
､

ぶ ー ん と ぶ ち つ け｣ た｡ 金 が無くな っ た の で
､
｢ 道 ば た の お 堂の な か に 入 っ て 寝｣ た｡ しば ら

くす る と､ ｢
一

郎兄､

一

郎兄｣ と呼ぶ もの が あ る の で
､ 目を覚ま し て 見 る と､ ｢ お椀｣ で あ っ た｡

｢ お 椀｣ が ､ 兄 は ｢ 銭
一

文も｣ な い ん だ か ら ｢ 己れ と い っ し ょ に 仕事 を し｣ よ う と い う の で ､

そ れ を ｢ 懐 に 入れ て ､ 町の 方 へ 出か けて い｣ っ た｡ ｢ よく寝 しず ま っ て い る｣ ｢ 金持の 家｣ に 着

く と､ ｢ 措くぐり の 穴 か らお 椀を家の なか へ 入 れ｣ ､ ｢ お椀が 中か ら 戸を あ け｣ た｡

一

郎治 は､

｢ 金 だ の
､

い ろ い ろ な宝 物 だ の を盗 ん｣ だ｡ ｢
一

郎治 は こ う して ､ 泥棒の 名人 に な っ て しま｣ っ

た｡

｢ お とな し｣ い 二 郎治 は
､
｢ 心 細くな っ て

､ 早く人里 の 方 へ 行 こ う と思 っ ｣ た が ､ 人里 に 着

か ず
､ 夜 に な っ て しま っ た｡ ｢ が っ か り し て 道 ば た の 草 の 上 に 腰 を か け て い｣ た ｡ そ して ｢ 家

の こ とだ の
､ 兄弟の こ と だ の を 考え て ぽ ん や り して い る と

､
尻 の 下 で 『こ れ こ れ､ 二 郎治 や

､

二 郎治や』 と 呼ぶ もの が あ｣ っ た｡ ｢ び っ くり して 尻の した の あ た り を よ く見る と､ 箆が 一

本
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お ち て い｣ た｡ ｢ 箆｣ は言 う｡ ｢ こ こ か ら
一

里 ばか りは な れ た と こ の 長者 ど の の お姫さ ま が 大病

で｣ ､ ｢ 坊主｣ も ｢ 山伏｣ も ｢ 医者｣ も治 せ ず､ 病 は 日 々 ｢ 重く｣ な っ て い る ｡ ｢ お 姫さ ま の 病

気を な おす｣ の は簡単 だ｡ ｢ こ の 己を 裏返 しに して
､

ち ょ っ と お姫 さ ま の け つ を な で ま わす と
､

け ろ っ と な お る｣ ｡ ｢ 表 で な で る と､ か え っ て 悪くな｣ る｡ ｢ だか ら な
､

二 郎兄､ 己を あ そ こ さ

つ れ て 行 っ て
､ お姫 さ ま の け つ をな で て 見 ろ｣ ､ ｢ 今日死 ぬ か､ あ す死 ぬ か とい う 病気だ か ら

､

今 な らな で さ せ る で｣ ｡

二 郎治 は ｢ お と な し い か ら､ と に かくそ ん な大病人が な お せ る な ら こ の う え な い こ と だ と思 っ

て｣ ､ ｢ 箆を懐 に 入れ て 長者 ど の の 家 へ い き｣ ､
｢ お姫さ ま の 病気 を な お して 上げま す と い う と｣ ､

｢ す ぐに たの ま れ｣ た｡ ｢ 二 郎治は し ば らく人 ば らい を して
､ お姫さ ま の 廻 り に 犀風をた て か け｣ ､

｢ 懐か ら 箆を 出 して ､ お 姫 さ ま の け つ を そ ろ っ と な で｣ る と､ ｢ け ろ り と治 っ て し ま｣ っ た｡

｢ 長者の 家 で は た い そ う喜 ん で ､
二 郎治を お姫さ ま の 命の 親 だ と い っ て ､ 下 に も おか な い よ う

に もて な し｣ た｡ ｢ そ れ か ら と う とう
､

お 姫さ ま の 婿 に し｣ た｡

三 郎治 が行 っ た と こ ろ は ｢山 ばか り で
､

そ の う ち に 日 も暮 れ て し ま っ た｣ の で ､ ｢ 松の 木 の
だ い じ ゃ

下で｣ ｢ 休ん で い る と｣ ､ ｢ 遠くの 方で 草をが さ が さ と な びか せ｣ ､ ｢ 大蛇が ぐで ん ぐで ん と ひ っ

くり返 りな が らや っ て 釆｣ た｡ ｢ こ り ゃ 大変 だ と思 っ て｣ ､ 木 に の ぽ る と ､ 大蛇も登 っ て き た｡

三 郎治が ｢ ぶ る ぶ るふ る え て い｣ る と､ ｢ 帯 が ゆ るん で
､ 懐 に 入 れ て お い た 銭 が｣ ､ ｢ 大蛇の 口

の 中 へ
､ ぽ た ん と落 ち た｡｣ ｢ さす が の 大蛇も喉が つ ま っ て

､ ぐる りと 下の 方 へ 落 ちて しま｣ っ

た｡ ｢ そ こ を殿 さ ま が た くさ ん の 家来をつ れ て 通りか か｣ っ た ｡ ｢ 大蛇 が 苦 しん で い る の を見て

『こ れ は え ら い
､ 今 ま で こ の 大蛇 の た め に ､ 何人 の 人 が難儀 を し た か わ か らな い

､
い ま こ の 大

蛇 を退治 に 釆 た ん だ ｡ お 前が 退治 して くれ て 助 か っ た ｡ さ あ､ わ し の と こ ろ に 来る が よい』 と

い っ て ､ 三 郎治 を つ れ て｣ 帰り､
｢ 悪者 を退治す る (侍 の) 役目をお お せ つ｣ け た｡

さ て ｢ 三 年目の 秋 が や っ て 釆｣ た｡

一

郎治 は､ 盗 ん だ ｢金 は み ん な貧乏人 に く れ て や っ ｣ た の で ､

一

文無 し で あ っ た｡ さ て 故郷

へ 帰 ろう と い う だ ん に な る と ､ 何もな い の で
､ ｢ お父 っ つ あ ん｣ の ｢ 土産｣ に ｢ 何か ひ と盗 み｣

しよ う と思い 立 っ た｡

二 郎治は ､ ｢ 五 百両の 土 産の 金を と りそ ろ え て ､ 故郷 に 帰 る 日 をま っ て い｣ た ｡

三 郎治の 方 で は
､
｢ 明日 は故郷 へ 旅立 つ と い う 日 に｣ ､ ｢ 長者 の 家 か ら五 百両 の 大金が

､
ゆ う

ペ 盗人 に ぬ す ま れ た と い う 訴 えが あ｣ っ た ｡ ｢ 泥棒｣ を つ か まえ て み る と､ ｢ 一

郎治｣ で あ り､

訴人 は ｢ 二 郎治｣ で あ っ た｡ ｢ 兄 弟は胸 が つ ま っ て 泣い て しま｣ っ た｡

さ て ､ こ こ の 二 郎治 と お姫 さ ま の 結婚 で あ る が ､ 長者の 家 で は
､
｢ 箆｣ で お姫 さ ま の 難病 を

な お し た 二 郎治 を ｢ 命の 親｣ だ と言 っ て ､ 感謝 し､ ｢ お姫 さ ま の 婿 に し｣ た の で あ る か ら､ こ

の 結婚 は
､ 典型的な お礼結婚 で あ る｡ た だ し､ お礼に 娘を嫁 に や っ た の は､ 家 で ある｡ 恐 ら く､

そ れ を決 め た の は家長 の 父親で あ ろ う が､ そ の 様 な叙述 は な い ｡

二 郎治 は (長者 の) お姫 さ ま に どの よ う な気持 ちを抱 い て い た の で あ ろ う か｡ 二 郎治は ､ お

姫 さ ま の 病気を治 し に ､ 長者 の 家 に 行 っ た が､
こ の場合､ お 姫さ ま の 病気を治 した者 に は お 姫

様を嫁 に や る と い う 取り決 め が あ っ た わ け で もなく､ した が っ て ､ ま た そ の よ う な 立 て 札もな

か っ た｡ だ か ら
､

二 郎治 は､ お姫 さ ま と の 結婚を意図 して
､ 長者の 家 に 出か け て 行 っ た の で は

な い ｡ ｢ お と な しく｣ ｢ 気 立 て の い い｣ 二 郎治 は､ ｢ と に か く そ ん な 大病人 が な お せ る な ら こ の

う え な い こ と だ と 思 っ て｣ 行 っ た の で ある ｡ お 姫さ ま の 病気を治 し に 行 け と言 っ た ｢ 箆｣ の 方

も し ゃ れ て い る｡ ｢ い つ もな ら お姫 さ ま の け つ な ど
､

な か な か な で ら れ る もん で ね え が ､ 今 日
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死ぬ か
､

あ す 死ぬ か とい う 病気だ か ら､ 今 な ら なで さ せ る で｣ と ｢ 箆｣ は言 い
､ お姫 さ ま をも

ら え る な どと は
､

一

言 も言 っ て い な い ｡ 二 郎治 の こ の よ う な 行為の 結果 と し て ､ 彼 は婿 に な っ

た の で あ り ､ 長者の 方か らす れ ば ｢ お礼｣ と し て ｢ 婿 に し｣ た の で あ る｡
二 郎治 の お姫 さ ま に

対す る 気持 ちは
､ 結婚前 は も ち ろん の こ と

､ 結婚後も語 られ て い な い の で 分 か ら な い ｡

お姫 さ ま の 方 は
､

登場人物 と して も､ 感情 や人格の 面 で も､
ほ と ん どそ の 存在を感 じさ せ な

い ｡ 病気を 治 して も ら っ た と き も､ 彼女の 喜 び や感情 は､

一

切表 に 出な い ｡ 結婚後も､ 妻､
お

姫さ ま と い う 言葉す ら出て こ な い ｡ お 姫さ ま は, 文字通 り､ 感謝 の 印､ お 礼の 品物で あ る ｡

結婚後､ 婿 の 二 郎治 は ｢金 に 不自由は な い｣ し
､
｢ 誰 か ら もあ りが た が られ て｣ お り､

と て

も幸 せ そ う に 見え るが ､ 妻 の 方 は結婚生活が辛 か不幸か 不明で あ る｡ した が っ て
､

二 人の 結婚

生活も､ 幸福 な の か 不幸 な の か不明で あ る｡

こ の 長者の 家 で は､ 家父も家母も登場 しな い ｡ 単 に ｢ 長者 の 家｣ が ｢ 喜ん で｣ い るだ け で あ

る｡ した が っ て ､ 父親 が家父 長的だ と言う に は 判断材料 が不足 して い る ｡ しか し ｢ 長者 の 家 で

はた い そ う 喜ん で ､
二 郎治 を お姫 さま の 命の 親だ と い っ て

､
下 に もお か な い よ う に もて な し ま

した ｡ そ れ か ら と う と う､ お姫 さ ま の 婿 に しま した｣ と い う 表現 に な っ て い る の で ､
二 郎治 と

お姫様 の 結婚 を決定 して い るの は 家の意志､ 家の 利害で あり､ 娘の 意思 で な い こ と だ け は
､

は っ

き り して い る｡

こ の 『三 人兄 弟』 で は
､

お姫 さ ま の 美 しさ ば 一

切語 ら れ て い な い ｡ お姫 さ ま と結婚 し た 二 郎

治の 方も美 し さ に ひ か れ て ､ 病気を治 そ う と した の で もな く､
ま た

､
お姫様 を もら お う と して

病気を治 そ う と した の で もな い｡

二 郎治が お 姫様を 嫁に もら う こ と に な っ た行為､ 理由 は､ 難病の 治療 で あ る｡ こ の 治療 に は
､

異次元 の 世界 か ら の 贈物 の ｢ 箆｣ が決定的な役割を演 じて い る｡ 人間 (例 え ば 医者､ 坊 主
､ 山

伏) に と っ て は どう に もな らな い
､

い か ん と も しが た い 病気を ｢箆｣ は い と も 簡単 に 治す｡ し

か も､ 物も言 う｡ つ い で な が ら
､ 泥棒 に な っ た 一

郎治 も異次元 の 世界 か ら の 贈物の ｢ お 椀｣ を

使 っ て ､ 泥棒 の 名人に な っ て い る ｡

第 2 番目は 『聴 き 耳』 で ある ｡

｢ あ る とき
､

一

人の 男が 海岸 の そ ば を通り か か｣ っ た｡ す る と浅瀬 の と こ ろ に ､ 小さ な鯛が

大 き な 魚 に 追 わ れ て 釆て ､ ば た ば た し て 苦 しん で い｣ た ｡ 『お 前 は
､

そ ん な と こ ろ に い て 欲 の

深い 人 に 見 つ か っ た ら料理 さ れ る よ｡ 深い と こ ろ に 逃が し て や る か ら
､ 早く島 (村) に 逃げて

い け よ』 と い っ て
､ 鯛を 逃 が し て や｣ っ た｡

ま もな く､
｢ 後の 方か ら

､ 神さま じ ゃ な い か と思わ れ る ほ どう つ く しい 女 が 『もし もし
､

ち ょ っ

と待 っ て 下 さ い』 と呼 び と め｣ た｡ ｢ 人 ち が い だ ろ う｣ と 思 っ て い た が
､ もう

一

度呼ぶ の で ｢

『おれ か い』 と たず ね る と ､ 『そ う で す ｡ わ た しは ねり や (竜宮) の 壬 さ ま の 使 い で 来 ま し た｡

さ っ き ね りや の
一

人娘が ､ 命 の あ ぶ な い と こ ろを､
あ な た に 助 けて い た だ い た の で

､ お つ れ し

て 来 い とい わ れ ま し た｡ どう か い っ し ょ に 来て 下さ い』 と い｣ っ た｡

｢ 二 人 で 海辺 に 行く と
､

女 は大き なく ら げに な｣ っ た｡ く ら げ は
､ 男を ｢ 背中に の せ て 行き

な が ら 『王 さま が 何 かす き な もの が な い か と お っ し ゃ っ た ら
､

- あ の 床 の 上 に か ざ っ て あ る 聴

き耳が 欲 し い と
､

そ う い い な さ い ｡

-
一

人娘 の 恩人だ か ら､ ね り や に
一 つ しか な い 宝物だ けれ

ども､
き っ と あ な た に 下 さ い ま す よ』 と

､
教 えて くれ｣ た｡

ね りや で
､ 女 の 言 っ た と お り に 言い

､
｢ 聴き耳｣ を もら い

､ ｢ ま たく らげの 背中 に 乗 っ て
､

送

られ て 帰｣ っ て 来 た｡
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｢ 向 こ う の 方 で ､ 雀が ち ゅ う ち ゅ う 鳴い て い｣ た｡ ｢ 聴 き耳｣ を ｢ 耳 に あて｣ る と
､
｢ おれ た

ち が と ま っ て い る 木の 下の 細 い 川の ま ん な か に 石が
一

つ あ るが
､

- そ の 石 が黄金 だ と い う こ と

は ち ょ っ と も知 らな い か らね｣ と言 っ て い た｡ 不思議に 思 っ て
､

｢ 川 に い っ て｣ ｢ 石をと っ て 苔

を洗 い 落 し て 見 る と｣ ､ ｢ ぴか ぴか 光る黄金 の 塊 で｣ あ っ た ｡

今度 は ｢松 の 木 の 上 で 鳥が か あ か あ 鳴い て い｣ たの で
､
｢ 聴 き耳｣ を ｢ 耳 に あて｣ る と

､
｢ 人

間 は ばか な もの だ｡ あ れ だ け名前の 知 れ た お医者が集 ま っ て い て
､ 殿 さ ま の

一

人娘 の 病気を な

おす こ と が 出来 な い で い る よ｡ あ れ は薬で は治ら な い｡ 御殿の 家の 屋根 を葺 い た とき､ ま ちが っ

て 茅の な か に 蛇 を葺 き こ ん だ か ら だ｡ そ れさ え ほ どい て ､ 蛇 に 食物を や っ て 助 け て や る と､ あ

の お 嬢さ ん の 病気 はす ぐに な お る の だ がね｣ と言 っ て い た｡

殿さ ま の と こ ろ に 行く と､ ｢ 門の 前 に 立 札が立 っ て｣ い た｡ ｢ 一

人娘 の 病気 を な お し た者に は
､

望み どお りの 褒美 を や る｣ と あ っ た｡ 男 は
､
｢ 殿 さま の 家 に 入｣ り､

｢ わ た しが
､ お嬢さ ま の ご

病気を な お して あ げ ます｣ と 申し入 れ る と
､ 医者た ち に 笑 わ れ た｡ しか し

､ 男 はか ま わ ず ｢ こ

れ は
､ 何か 生 き物が 苦 しん で い て

､
その た た りで 起 こ っ た病気 だ｣ ､

｢ そ れ は蛇 だ｣ と言 っ た ｡

｢ 殿さ ま は､ 家来 ど もに い い つ けて
､

さ っ そ く屋根を ほ ど い て 見｣ る と
､ ｢ 蛇 が もう 死に そ

う に な っ て 苦 しん で い たの で
､

す ぐ助 けだ して 米粒 を食 べ さ せ｣ た ｡ 米粒を や る ごと に 蛇が よ

く なり､ そ れ に 歩調を あわ せ て
､

娘の 病気もよ くな っ て い き､ す っ か り よくな っ た ｡

｢ 男 は､ と う と う そ こ の 婿 に な っ た ｡｣

こ の 『聴 き耳』 の 男 とお 姫様の 結婚は
､

『三 人兄 弟』 の 二 郎治 と お姫 さ ま の 結婚と ま っ た く

同じ で あ る ｡ つ ま り ､ お礼結婚 で あ る｡ 男は
､ 烏の 鳴き 声を 聞 き､ ｢ お 嬢さ ん の 病気｣ の 治 し

方 を知 る と､ ｢ こ れ は よ い こ と を 聞い た と思 っ て
､ 殿さ ま の う ちの 門ま で い っ て 見｣ た｡ ｢ と こ

ろが
､ 門の 前 に｣ ｢ 一 人娘 の 病気を な お し た者 に は

､ 望 み どお り の 褒美 を や る｣ と い う ｢ 立 札

が 立 っ て い ま した ｡ ｣ こ れ で わ か る よう に
､

こ の 男も 『三 人兄 弟』 の 二 郎治 と同 じ で ､ お姫様

を お 嫁さ ん に もら う こ と が 目的で
､ 殿さ ま の と こ ろ へ 行 っ た の で は な い ｡ お姫 さ ま の 病気 を治

し に 行 っ た の で あ る｡ そ の 結果 と し て
､

立 札 が 目に と ま っ た ま で の こ と で あ る｡ 違 い は ､ ｢ 聴

き耳｣ と ｢ 箆｣ の 違 い に 過 ぎ な い ｡ そ れ に ｢
一

人娘の 病気をな お し た者 に は､ 望 み どお り の 褒

美 を や る｣ と い う 立 札 は､ 『尻 なり べ ら』 の ｢ 一

人娘 の ふ し ぎな 病気 を な お した者 に は､ 何 で

も望 み しだ い｣ と い う 高札 と ま っ たく同じ で ､ 娘を や る こ と ま で は意図 し て い な か っ た か も し

れ な い
｡ ま た

､
こ の 立 札 を見 て

､ 娘 を もらえ る と思 っ た人 は非常 に 少 な い で あ ろ う｡ こ の 話 の

男もそ の は ず で あ る ｡

こ の 諸 に は
､

感謝 の 言葉 は 一

切出て き て い な い が
､ お殿 さ ま は

､ 周囲の 噸笑 を よ そ に
､

あ る

い は そ れ に 逆 ら っ て
､
｢ き た な い 男｣ に ｢ 大事 な 一

人娘 の こ と だ
､ 誰 で もか ま わ な い

､
見て ら

ら っ て くれ｣ と言 っ て
､ 男 に 見て も ら い

､ 娘の 病気が 治り､ 娘 を嫁 に や るま で に な っ た の で あ

る か ら､ お殿 さ ま に 感謝 の 気持 ちが 十分に あ っ た と推察す る こ と ば 出来 る｡

男の お 姫 さ ま に 対 す る気持 ちは 一

切語 ら れ て い な い の で
､ ま っ たく わ か らな い ｡ 貧乏人 に 見

え る こ の 男､ 動物 (鍋) を助 けて や る ほ ど優 し い 心 の 持 ち主 で ､ お姫 さ ま の 病気 を治 して あ げ

よ う と 思い こ そ す れ
､

お姫 さ ま を もら う こ と な ど考え て い な か っ た と思 う ｡ しか しな が ら､ 結

果と して は､
こ の 昔 ば な し は

､
心 優 しい 男が お 姫さま をもら っ て 出世 し た と い う 成功帝で あ る｡

こ の 殿 さ ま の 態度 に は
､ 語 ら れ て い るか ぎり､ 家父長的な と こ ろ は ほ と ん ど見当た らな い

｡

『三 人兄弟』 の 長者も ほ とん ど家父長的で な か っ たが､
こ の 殿 さ ま は､ そ の 長者 より も家 父 長

的で な い
｡ 『三 人兄弟』 の 場合 は ｢( 長者 の 家 で は) お 姫 さ ま の 婿 に し ま し た｣ と あ る が

､
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『聴 き耳』 で は
､ 単 に ｢ 男 は

､
とう と う そ こ の 婿 に な っ た｣ と あ る だ けだ か ら で あ る｡

お 姫様 に つ い て は
､

全然 と い っ て い い ほ ど語 ら れ て い な い し
､

『三人 兄 弟』 の 場合と ま っ た

く同 じ で
､ 難病を治 し て もら っ た こ と へ の 喜び も感謝 の 言葉 さ え も な い の で ､ お 姫様の 人と な

り は よくわ か ら な い ｡ こ の 話 は
､
動物報恩賓で もあ り､ 鯛 を助 け た主人公が 聴き 耳をも ら い

､

その 威力 で 烏 の 声 を聴 き
､

お姫様の 難病を 治 して ､ そ の お姫 さ ま を お嫁 さ ん に も らう と い う 奇

想天外な 話の 運 び が主 で ､ お姫様と その 病気 はそ の 単 な る
一

つ の 歯車 に 過 ぎ な い ｡ お姫様 の 人

格す ら な い の は､ 『日本 の 昔 ば な し』 に お ける 女性 の 低 い 地位 と と も に ､ こ う い う 話 の 運 び に

もよ る｡ お姫様 ( を もら う こ と) は
､ 動物を助 けた貧 し い が 心優 し い 男が 出世す る､

そ の 成功

の 最高 ･ 最大 の 象徴 に 過ぎな い の で あ る｡

二 人の 結婚生活も幸福 か不幸 か ま っ たく不明で あ る｡

お姫 さ まが 美 し い 人 か どう か に つ い て も､ 『三 人兄 弟』 の 場合 とま っ たく同じ で ､

一

切語 ら

れ て い な い の で ､ わ か ら な い ｡ 『聴き耳』 男の 直接 の 目的が
､

『三 人兄 弟』 の 二 郎治 と 同じで
､

お姫様 を もら う こ と で は な か っ たか ら で あ ろう ｡ こ れ と 対照的な の が 『尻 な り べ ら』 で あ る｡

こ の 話 で は ､ ほ ら 吹き の 目的 は､ ｢ か ね て｣ ｢ ほ れ て い た｣ ｢ 美 しい 娘｣ をお嫁 さ ん に す る こ と

で あ っ た｡

『聴 き耳』 で も
､

そ の 名の と おり ｢聴 き耳｣ と い う 異次元の 世界 か ら の 贈物 が難病を治療 す

る に あ た っ て
､

した が っ て ､ お殿さ ま の お姫 さま をも らう に あ た っ て
､ 決定的な 役割を 演 じて

い る｡

『聴 き耳』 も 『魚女房』 と 同じで ､ 動物 (鍋) の 報恩讃 で あ る｡ しか し
､ 男と お 姫さ ま の 結

婚 は ｢報恩結婚｣ で は な い ｡

第 3 番目は 『夢見小僧』 で ある｡

｢ 正 月 の 二 日 に
､ 師匠か ら､ 初夢 を見 た もの は話をす る よう に と の お 達 し が あ っ た ｡｣ と こ

ろが ､

一

人 の 子供 が ｢ どが ん こ とが あ っ て もい わ ん｣ と言 っ た｡ そ こ で ｢ う ち ろ し船 ( う つ ぼ

船) に 乗せ て 流｣ さ れ た ｡

｢ 正 月 の 十六 日 に は 船 は鬼 が 島に つ い た｡ ｣ ｢ 鬼 ども｣ が ｢ 船 を ひ っ ぱ っ た｣ ら､ ｢ 船が 二 つ

まな い た さか な ぎり

に 割 れ て
､

な か か ら 子供が で て 来た の で｣ ､ ｢ 大将｣ に 話 し た｡ ｢ す る と 大将 は 『姐 で 肴切り に

し て も っ て 来 い』 と い っ た｡ 子供は 『待 っ て く れ､ 斬 ら れ て こ ま め に な っ て か ら は い か ん ｡
い

ま の う ち に 話 した い こ とが あ る､ 大将 に あ わ せ て く れ』 と い｣ っ た ｡

｢ 子供 は大将 の と こ ろ に 行く と､ 『わ し ど は三 人 で 賭 け を して ､

一

人 は竜宮 に
､

一 人 は地獄

極楽 に ､ 俺 は こ こ へ 釆て 宝物 を見て 帰る 約束を した｡ 俺 は 死ぬ 前 に 宝物を見 て 死 に た い ｡ 見 て

死 ね ば あ の 世 で 話 が 出来 る』 と い っ た｡ す る と大将 は､ 棒を三 本も っ て 釆 て 見せ て ､ 『一

本 は

千里 棒 と い う もの で
､ 千里 い え ば千里 とぶ｡

一

本は生 き棒 と い う もの で ､ 死 ん だ人間の 体 を な

で れ ば生きか え る もの ｡

一

本 は聴耳｡ こ れ は 鳥 けだ もの の い う こ とが わか る もの』 と教 え た｡

『手 に どもさ わ らせ て くれ ､
三 人そ ろ っ た と き に ､ お 前 は に ぎ っ て も見 な か っ た か と い わ れ る

か ら』 『に ぎ っ て もよ い が ､ もの い わ じ に ぎれ ｡ 』 子供 は に ぎ る が早 い か
､
『千里 ､ 千里』 と

い う て ､ 大阪の 里 ま で と ん だ
｡ ｣

｢ 子供 が 大阪の あ る家 の 門先 に来 た と こ ろが ､ 璃が 二 羽 とま っ て い た｡ 聴耳棒を 耳 に あて て

見る と
､
『西 の 長者 の 一 人娘が 死の う と して い る､ は よ う急げい そ げ』 と い っ て い る｡ ｣ 子供が

｢西の 長者の と こ ろ へ 行｣ き
､
｢ 俺は法者 (占師) じ ゃ が､ 死ん だ娘 を見 た い もん だ｣ と言 う と､

｢ 長者 どん は喜 ん で
､
『さ っ そ く娘を見 て く れ』 と い っ た｡ ｣ 子供 は ｢ 死ん だ 娘 の ま わ り に 犀風
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を 立 て て ､ 生 き棒 で な で た と こ ろ が､ おず み ( 目を さ ます) だ した｡ ｣ ｢ 長者 どん で は
､

『こ の

人 は命の 主 だか ら』 と い う て ､ 子供を娘の 聾 に し｣ た｡

と こ ろ が､ ｢ 東 の 長者の 娘｣ が死 に ､ 西 の 長者 の 聾 に ｢頼 み に 来 た｡ ｣ ｢ 西の 長者｣ は ｢ 養子

に と られ る｣ こ とを 恐 れ 断 っ た｡ ｢ 東 の 長者 は決 して 聾 に は の ぞ ま ん と い う た の で ､ 聾 ど ん を

助 け に や っ た｡ ｣ 命を助け て もら っ た ｢ 東 の 長者｣ は､ 前言をひ る が え し､ 聾を返さ な か っ た ｡

西 の 長者が ｢殿 さ ま に う っ た え｣ る と､ ｢ 上十五 日 は東､ 下十五 日 は西 の 聾 に な れ｣ と い う

裁き が下 っ た
｡

｢ 息子 は 二 つ の 所帯を もら っ て
､ 十五 日 目､ 十五 日 目 に は途中の 橋 で 二 人 の 女 に 送り迎 え さ

れ て ､ (｢ 二 人 の 女 に 手を う ち か け て 橋 を渡 る と い う｣) 初夢 の と お り 二 人 の 女 の 肩 に 手をか け

る こ とが 出来 た と い う こ と で ある ｡｣

こ の 『夢見小僧』 の 結婚の い き さ つ も､ 東西の 長者 が
､ 死ん だ 娘を生 き返 らせ て もら っ た お

礼 に ､
い な､ 命 の 恩人 へ の 感謝の 気持 ち か ら､ 聾 に した もの で

､
こ れ もお礼結婚 で ある ｡

夢見小僧も､ 死者 を延 らせ よ う と した の で あり､ 結婚を目論 ん で い た と も思え な い し､ 東西

の 長者 の 娘 に 好意を抱 い て い た と も思 え な い ｡ 結果と し て
､

二 つ の 所帯を持 つ と い う ､ 男 ( 夢

見小僧) に と っ て 夢 の よ う な話 が実現 し たの で あ ろ う｡

一

旦 死ん だ の に
､

生き返 ら せ て もら い
､ 夢見小僧 と結婚 す る こ と に な っ た

､ 東西 の 長者の
一

人娘 が､ 人間 と して どん な人物 な の か
､

どん な感情や 意思を持 っ て い た の か ､ さ っ ぱ り わ か ら

な い
｡

こ の 点は 『三 人兄弟』 や 『聴耳』 と 同 じで あ る｡

二 人 の 結婚生活が 幸福か 不幸か も不明で あ る｡ ただ ､ 男 の 方 は､
二 人 の 女を女房 に し

､ 半月

ご と に 行 き来 す る生活が
､ 得意 げ で は ある｡

『夢見小僧』 と い う 昔話も『三 人兄 弟』 と ま っ たく同 じで ､ 長者 どん ( もしく はそ の 家) が
､

夢見小僧を ｢ 命 の 主｣ ､ 命の 恩人 と い う こ とで ｢ 聾に し｣ て い る ｡ そ こ で は
､

お姫 さ ま の 意思

も感情も人格もま っ た く無視さ れ て い る｡ 長者 どん は 家父 長的 で あ る が
､

そ れ ほ ど露骨 で は な

い ｡

こ の 『夢見小僧』 で は
､ 異次元 の 世界 か ら の 贈物は ｢ 千里 棒｣ ､ ｢ 生き棒｣ ､

｢ 聴耳｣ と 三 つ も

あ る｡ 夢見小僧が 結婚 す る に あ た っ て 力を存分 に 発揮す る の は ｢生 き棒｣ で あ る｡ ｢ 聴耳｣ は

補助的な 役割 を 演 じ て い る だ けで あり､ ｢ 千里 棒｣ は
､

こ の 面 で は ､ ま っ た く何の 働 き も して

い な い ｡

第 4 番目は 『尻な り べ ら』 で あ る｡

｢ あ る と こ ろ に 大 ほ ら 吹き が あ っ た｡ あま りぽ か ば か り つ き 歩くもの だか ら､ 世間で は誰も

相手 に す るも の が な く な っ て
､

ひ どく貧乏 に な っ た
｡｣ ほ ら吹 き は ｢ 心 を入 れ か え て 村の 観音

堂 へ 行 っ て
､ 七 日 七夜の お こ もりを して 『どう ぞ 観音 さ ま もう し､ お らを世間 な み の ま人間に

して く な さ い』 と､ 願をか け た｡ ｣ ｢ 七日 七夜の 満願の 朝 に な｣ り､ ｢ お堂 の 前坂 を お りて く る

と､ 鳥居 の 下 に 赤 い 小箆 が 一

丁お ちて い た｡ ｣ ｢『ぜ え っ
､

こ ん な物 か』 と 思 っ た け れ ど も｣ ､

｢ 拾 い 上 げ､ ふ と こ ろ に 入 れ て ま たぶ らぶ ら と広 い 野中を歩 い て い っ た｡ す る と 急 に 裏心 が さ

して 釆 た の で ､ 道 ば た の 薮か げに 入 っ た｡ そ し て 用をす ま し て か ら､ 何か な い か な あ と思 っ て

腰 の あ た りを さ ぐる と ､ さ き の 小箆が 手に ふ れ た｡ しか た が な い の で そ れ で 尻をふ い た ｡ す る

と -

い き なり鳴りだ し た｡ ｣ ｢ ひ どく た ま げ｣ た が
､ 今度は ｢朱塗り｣ の 方 で な く､ ｢ 裏 の 黒 い

方 で て らりと な で て 見 る と｣ ､ ｢ 音が ぴ っ たり とま っ て しま っ た｡ ふ ふ ん こ れ は 面白 い もの だ と

思 っ た｡ ｣
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｢ 町 はず れ｣ で ｢ 小便 を し て い た｣ ｢ じ ょ や く ( めす) 馬｣ の 尻 で た め す と
､
｢ 馬 の 尻｣ が

｢ ど え ら い 音 を 出 し て な り わ た っ た｡ ｣ ｢ 馬子 は､ と び上 が っ て た ま げ｣ た｡ ほ ら吹 きが ｢ 小箆

の 真 の 方で て らり とな で る と
､

ぴた っ と大 き な鳴 り音が止 ま っ た ｡ 馬子 は ひ どく喜 ん で ､ ほ ら

吹き に 酒を買 っ て お 礼を し た｡ ほ ら吹き は こ れ は い い もの が 手 に 入 っ た と喜 ん で 家 に 帰 っ た｡ ｣

｢ ほ ら吹き と同 じ村の 長者 どん に 美 しい 娘 が あ っ た｡ ほ ら吹 き は か ね て そ の 娘 に ほ れ て い た

が､
い い よる とき が な くて うれ えて い た｡ とき が あ っ た ら何 とか し て ､ 娘 の 聾 どの に な りた い

もの だ と い つ も考 え て い た｡ そ こ で あ る夜､ 長者 どん の 雪隠 に し の び こ｣ み､ ｢ 小走りに 入 っ

て 来た｣ ｢ 娘 の 白い 尻を小箆で て ら っ と な で た｡ す る と い き な り｣ 尻が 鳴り だ し た｡ ｢ 娘 は ひ ど

くた ま げて ､ お い お い と泣 い て 奥の 座敷 に か け こ ん だ｡ ｣ ｢ 娘 の 尻鳴り は｣ ｢ 昼夜鳴り つ づ け｣

た｡ ｢ 長者 どん の 家 で は 大さ わ ぎ に な｣ り､
｢ 医者 や法者 を よ ん｣ だ が

､
無駄で ､ とう とう ｢門

前 に 『
一

人娘の ふ し ぎ な病気 を な お した 者に は
､ 何 で も望 み し だ い』 と い う 文句を 書き つ け た

高札を たて た｡ ｣

ほ ら 吹き が長者 どん の 家 に 行き､ ｢ 俺 は表 の 高札 の 文句 を 見て 釆 た もの で ご ざ る が ､ 娘 さ ま

の 病気 をな お して 見せ る｣ と言 い
､

い ぶ か る 者 どもを前 に
､ 娘 の ｢ 周開 に さ ら り と犀風を立 て

ま わ させ て｣ ､
｢ 娘 の 小 さ い 尻を小箆で て らり と な で｣ る と､ ｢ 大嶋り｣ が ｢ 蓋 を した よ う に ば

た っ と止 ま っ ｣ た ｡ ｢ 娘 は 『あ れ や っ
､ お ら な お っ た』 と い っ て ､ 踊 り をお ど っ て 奥座敷 か ら

か け出 し た｡ 長者 どん夫婦も 『お か げさま だ
､ お か げさ ま だ』 と い っ て た い そ う喜 ん だ｣

ま つ

｢ ほ ら吹 き は と う と う長者 どん の 聾 どの に な っ て え ら く出世 した ｡ 小箆 は ｢神 さ ま に 柁 っ て

お へ ら

御箆大明神様 と 申 し上 げた｣ ｡

ほ ら 吹き と長者 どん の 娘 の 結婚は
､

ほ ら吹き が 長者 どん の 娘の 尻鳴りを治 した お礼 に 娘をも

ら っ た の で あ る か ら､ お 礼結婚 で あ る｡ し か し な が ら､ 『
一

人娘 の ふ し ぎ な 病気を な お した者

に は､ 何 で も望 み しだ い』 と い う 高札 は
､

尻鳴 りを治 した な ら ば､ 娘 で さ え も嫁 に や る と い う

条件 と もと れ る｡ つ ま り､ 二 人 の 結婚 は条件結婚 と も解釈 で き る｡ しか し､ ｢ ほ ら 吹き｣ が 結

婚 をね ら っ て い た の は 明 らか で ある が
､ 長者 どん が そ こ ま で 意図 し て 高札を出 した か どう か は

定 か で な い
｡

つ まり､ 長者 ど ん は､ 病気治療 の お礼 に
,
｢ 何 で も望 み しだ い｣ と言 っ て い る だ

け で
､

娘をや る と い う こ と は長者 どん の ｢ 望 み｣ の な か に は入 っ て い な か っ た か も しれ な い ｡

単 に お金 や宝物 を や る こ と で 済 むと考 え て い たか もしれ な い ｡ し か も､ 病気を治 して も ら っ た

人 が､ 嫁 に 行く こ と に な っ た当 の 娘で ､ 娘 の 両親も ｢ お か げさ ま だ､ お か げさ ま だ｣ と､ 大喜

び し
､

ほ ら 吹き に 非常 に 感謝 し て い る｡ お礼結婚 の お礼 た る ゆ え ん で あ る ｡ だ か ら条件結婚 と

は言 え な い ｡ ま た ､ 尻鳴り は
､

人間 に と っ て どうす る こ と もで き な い 病気 で
､

そ れ を治す こ と

ば難問で もあ り､ 難題解決結婚 と も解釈で きる｡ し か し､ 尻鳴りは ､
ほ ら吹き自身 が作り出 し

た もの で あ り､ そ の 治 し方もほ ら 吹き は知 っ て い る｡ こ の あ た りが 難題解決結婚 の 難題 と は違

う と こ ろ で あ る｡ そ れ ゆ え､ 時 に 命が けの
､

シ リ ア ス に なり が ちな 難題 へ の 挑戦 と は違 い ､ 長

者 どん の 娘 の ｢ ふ し ぎな 病気｣ を治す と い う課題 へ の ほ ら 吹き の 挑戟 は､
コ ミ カ ル な筋 の 展開

を示 す｡ こ の こ と と も関係す る こ と で ある が ､ 難題解決結婚 の 場合 は
､ 娘 ( お姫 さ ま) をや る

と い う こ と ば
､

こ の 世の 人間に と っ て は解決不可能 な､ 非常 に 困難 な､ 時に 命 が け の 難題を 解

決 した こ と へ の 褒美 で あ る が
､

お礼結婚の 場合は ､ あく ま で 治療や 救助 へ の お 礼で あ る ｡
つ ま

り
､

娘 ( お 姫さ ま) は
､ 前者 の 場合､ 最高 の 褒美の 象徴 で あ り､ 後者 の 場合､ 最高の お 礼の 象

徴な の で あ る ｡

こ の 話 で も､ 長者 ど ん の 態度 に
､ 家父 長的 な傾向は ほ と ん ど見 ら れ な い ｡ ｢ 何 で も 望み しだ
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い｣ と い う の と ｢ 娘 をや る｣ と い う の で は大き な違 い が あ る｡ 娘 の 病気 が治 っ た こ と に 喜 ん だ

の も
､ 長者 どん 夫婦 で あり､

旦 那 の み で はな い ｡

娘 の 方も踊りを踊 っ て 喜ん で い る ｡ 結婚に 対す る娘の 意志や 感情 も親 に 対す る態度も､ 明ら

か で な い が ､ 病気に 対す る悲 しみ と喜 びは十 二 分 に 表現 され て お り､ 人格 が な い と い う こ と ば

な い ｡ しか し
､ 結婚 とな る と､ 娘の 意思 や感情 や気持 ち はま っ たく後景 に 退く｡ そ れ ら は完全

に 無視 さ れ る｡ 結婚後の 娘の 様子もま っ たく語 られ て い な い
｡ 要す る に

､ 娘 は
､

ほ ら吹き の 治

療 へ の
､

お礼 の 品物 に 過 ぎな い ｡

ほ ら 吹き は
､ 語 ら れ て い る と おり で ､ 長者 どん の ｢ 美 し い 娘｣ に ｢ ほ れ て い た｣ し､ ｢ 何 と

か し て
､

娘の 聾 ど の に な り た い もの だ と い つ も考 えて い た
｡ ｣ つ ま り

､
ほ ら 吹き は 最初か ら長

者 どん の 娘 さ ん と結婚 した か っ た の で あ る｡

ま た ､
こ の 話 で も､ 異次元の 世界 か ら の 贈物の ｢小箆｣ が 登場 し

､
ほ ら吹 きを 抑え て 主役 を

演 じて い る と言 っ て もい い くら い に 大活躍 をす る｡

第 5 番目 は 『鼻 の び糸巻』 で あ る｡

ふ た お や

あ る長者の 夫婦 に ｢子供 が 一

人 お ら い た｡｣ ｢ 二 親が死｣ ん だ う え
､

博打好き な の で
､

息子 は

一

文無 しに な っ た o

ぞ う

乞食を して ｢ 国 々 を あ る い て｣ い た が ､ ｢ あ る 日
､

あ る お 堂の と こ ろ で 日 が くれ た｡ ｣ ｢ お 像
こ づ

の 前 に 金 が 小積ん で あ っ た｣ の で
､ 神様 と博打を し た｡ 勝 っ て ｢ お 堂を 出て 行 こ う と した と こ

ろ｣ ｢ お い
､

お い｣ と い う 声 が し､ 博打 で ｢ や っ と勝 っ た 金を
､

お前 に と られ て は か な わ ん ｡

つ い て は こ の 糸巻 をくれ るか ら､ 金は返 して くれ｣ と言 っ た｡ 糸巻 は
､
｢ 金持の 鼻を 『はな で

-

､

と ひ ろ

は な で
-

』 と い う て
､

ふ と こ ろ で 糸を十尋は な せ ば
､ 十尋高 こ う な る｡ 二 十尋 は なせ ば

､
二

十尋高 こ う な る｡ ま た 『はな ひ っ こ め -

､ は な ひ っ こ め -

』 ち ゅ う て 糸 を ま け ば
､ もと の よう

に 鼻が 短く な る｣ と い う こ とだ っ た｡

男が 糸巻 を持 っ て ｢ 向 こ う へ 行き お ら っ た と こ ろ｣ ､
｢ 立 派 な

､ 東西 に 蔵 を建 て た家｣ の ｢ 三

階の 窓 か ら､ う つ く しい 娘 の 子 が 世間を なが め て い た ｡｣ ｢ は な で
-

､
は な で

-

｣ と言 っ て
､

｢ ふ と こ ろ で 糸 を は な｣ す と､ ｢ 娘の 子 の 鼻 が 四五 間の び｣ ､
｢ び っ くり し て 内 へ 倒 れ た｡ ｣

｢ そ の 晩､ 息子 は長者 どん の 近所の
､ 爺さ ん と婆 さ ん と 二 人 い る家 へ 行｣ き､ ｢ 泊 め て も ろ

う｣ た｡ ｢ 長者 どん の 家の 前が さ わ が しい｣ の で
､ 聞く と､ ｢ 今朝､

一

人娘 の 鼻 が 四五 間も の び

て
､

どん な 医者 に 見 て もろ う て も､ どん な占 に 見て もろ う て もな お す 人が お ら じ
､ 騒動 して お

る｣ と 言う の で ､ ｢ わ し も長 い 鼻をち ょ っ と 引 っ こ ま した こ と が あ る が
､

さ あ､ 四 五 間もあ る

鼻 な ら ば どう か｣ と答え た｡ ｢ 婆 さ ん が長者 どん へ と ん で 行｣ く と
､ 長者 ど ん は ｢ 早う つ れ て

来 て く れ｣ と言 っ た｡

息子は ｢ 六 枚犀風 を立 て ま わ し て ､ 『の む､
の む

､
の む』 と祈祷をす る ま ね を して ､ 『は な ひ っ

こ め
､

は な ひ っ こ め』 と い う て ､ 糸を ま い た｡ ｣ 鼻 は ち ぢん で
､ もと の よ う に な っ た｡ ｢ 長者 ど

ん で は大 へ ん な 喜 び か た だ ｡ 『こ の 病気 はま た出 るか も しれ ん が
､ 用心 しや れ ｡ わ しは 帰り ま

す ｡』｣ と言う と
､ ｢『い い や ､

こ こ に い て くれ
､

ぜ ひ こ こ の 跡取り に な っ て くれ』 と い う の で
､

そ こ の 聾に な っ た｡ ｣

後に な っ て
､

み ん な に せ が ま れ
､ 男 が鼻を伸 ばす と

､
｢ 天竺ま で 伸 び た｡ ｣ ち ょ う ど天竺 が 火

事 で ､ 鼻 を ち ぢめ る と､ ｢ 男 は はな な しに な っ た｣ ｡

こ の 『鼻 の び糸巻』 の 男 の 下心 は
､

『尻 な り べ ら』 の ｢ ほ ら吹 き｣ と ま っ た く同 じで あ る｡

若干 の 違 い は､ こ ち らの 男 の 振る 舞い の 方が よ り巧妙 で
､

し た たか だ と い う こ とで あ る｡ 男は
､
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わ しが 娘の ( 伸 び た 鼻の) 病気を 治し て や る と は言わ な い
､

そ の 娘の 近所 に 泊 ま り､ 婆 さ ん に

そ れ と な く ｢ わ しも長い 鼻を ち ょ っ と 引 っ こ ま した こ と が あ る が ､ さ あ､ 四五 間も あ る鼻 な ら

ば どう か ｡ ｣ と言 う｡ つ ま り､ 控え め に 言 っ た う え に
､ 直接自分 が 行か ず ､ 婆さ ん を長者 どん

の 家に と ん で 行か せ ､ 長者 どん の 方か ら
､ 来 て くれ と言わ せ る｡ それ か ら､ 男 は長者 の 娘 の 病

を な お して ､ 大変喜 ばれ た時､ す か さ ず
一

芝居打 つ
｡ ｢ こ の 病気 は ま た 出る か も しれ ん が

､ 用

心 しや れ ｡ わ しは 帰り ます ｡ ｣ と
､ 相手 を誘導す るせ り ふ をは く｡ 純粋 な意味で お礼 と は言 え

な い か も しれ な い
｡ 相手 に 婿 に な っ て くれ と い わせ る

､ 滑稽味 あ る お礼 の 強制 で あ る｡ で は あ

る が
､

こ れ も 一 種の お 礼結婚 で ある ｡

長者の
一 人息子だ っ た が ､ 博打で

一

文無 し に な っ た こ の 男､ 最初 か ら長者 の 娘を獲得す る の

が 目的で あ っ た ｡ しか し こ の こ と は､ 男が ｢ う つ く し い 娘｣ を純粋 に 妻 と して 欲 しい と 思 っ た

と い う こ とを 必ず し も意味 し な い ｡
こ の 男の 場合 に は､ ｢ う つ く し い 娘の 子｣ が ｢ 蔵 を建 て た｣

｢ 長者 どん｣ の 娘 な の で
､

娘を獲得 で き た う え に ､ な お か つ 金持 ち に な れ る と い う意図が
､ 否

む し ろ後者の 金目当て の 結婚 と い う 意図が透 け て 見 え る｡ こ の こ と は ｢ な ん とか して こ の 家 の

聾に な りた い と思 っ て｣ と い う語 りが そ の こ と を如実 に 示 し て い る｡ こ れ は
､ 長者 どん の ｢ 美

し い 娘｣ に ｢ ほ れ て い た｣ 『尻 なり べ ら』 の ｢ ほ ら 吹き｣ が ｢ 娘 の 聾 どの に なり た い もの だ と

い つ も考え て い た｣ と い う の と は大 い に 違う｡

『鼻の び 糸巻』 で も､ 娘の こ とは ま っ たく語 ら れな い
｡ した が っ て ､ 娘 が どん な人物な の か

､

何を考え て い た の か ､ どん な感情を持 っ て い た の か
､

ま っ た くわ か らな い
｡

『鼻 の び糸巻』 の 長者 に は
､ ｢ 跡取 り に な っ て く れ｣ と い う 語 り に 見 られ る分､ 家父長的で

あ る｡ こ れ に 対 し､ 娘 の 意志や 感情はま っ た くう かが え な い ｡ こ こ で も娘 は お礼 の 品物 で あ る｡

こ の 昔話 に 出 て く る ｢鼻 の び 糸巻｣ は､ 神様が下 さ っ た もの で あり､ ま さ に 異次元 の 世界 か

らの 贈物 で あ る｡ た だ し､
こ の 神様､ 博打好き で

､
ど こ か人間味､ 滑稽味 が あ る｡

こ の 話 は ､

結末が 象徴的 で あ る が､ 全体 と して も､ 笑話で ある｡

第 2 節 類型 7 の お礼結婚

こ れ は 『魚女房』 し か な い ｡

｢ 昔貧乏 な男 が浜 に｣ ｢ 行く と｣ ､
｢ 亀が卵 を たく さん か え し て｣ い た ｡ ｢ 親亀は 浜ま で 迎え に

釆た が ､ 子供た ち の と こ ろ に 人間が い るの で
､ 水 の 上 に 首 だ け出 して な が め て い｣ た｡ ｢ 男 は

か わ い そ う に 思 っ て
､ 亀 の 子を砂の な かか ら掘り出 して ､ 『さ あ､ み ん な っ ぎ つ ぎ に 泳い で 行

け よ』 と い っ て ､ 親亀 に わ た して や｣ っ た｡

｢ 男 は焚物をひ ろ っ て 家 へ 帰 ろう と し て い る と､ さ っ き の 親亀 が や っ て 来て 『さ き ほ ど は あ

りが て え こ と で し た｡ ぜ ひ お 礼を した い と思 い ま す か ら
､

ど う か わ た しの 背中 に の っ て ね い ん

や (海底 の 浄土) ま で 来 て くだ さ い』 と い っ た｣ ｡

男が ｢ 亀 の 背中に 乗 り｣ ､
｢ 亀 が翼 を - は ね した ら､ ね い ん や に つ｣ い た｡ ｢ 亀 は ､ 途中 で 男

に ､ ね い ん や の 神 さ ま が､ あ な たに
､
『何や 欲さ る』 とき か れ た ら､ 『あ な た の

一

人娘 こ そ 欲 さ

る』 と答 え な さ い と教 え｣ た ｡

｢ 男 は､ 神 さ ま の 前 に つ れ て 行か れ､ い っ ぱ い ご馳走 に な｣ っ た ｡ ｢ そ う して 神さ ま が ､ 『お

前 は何 が ほ し い か』 と きか れ た の で
､ 『わ た し は あ な た の 一 人娘 が ほ し い』 と い う と､ 神 さ ま

は
一

人娘 をく だ さ｣ っ た｡ そ し て 神さ ま は ｢ 娘に 『ち- ち一小函』｣ を与 え た ｡

｢ 男 は妻を つ れ て 島 へ 帰 っ て 来｣ た｡ ｢ 帰 る と
､ 食物 の こ と は な に も心 配 な く､ 何 で も妻 が
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と と の え て くれ｣ ､ ｢ い っ と き の 間 に 金持 に な｣ っ た｡ ｢ そ の う ち､ 子供が 三 人 で き｣ た｡

｢ 妻 は ま い 日､ 表座敷 の ま ん な か で
､ 障子 を立 て き っ て

､ 水 を浴 び｣ た が
､ ｢ か ね て 夫 に

､

自分 が 水を浴 び る と こ ろ は
､

決 し て 見 て は な ら な い と約束 して あ｣ っ た｡ ｢ と こ ろが あ る 日｣

｢ そ っ と覗い て 見｣ る と､ ｢ 魚の 姿 に な っ て｣ ｢ は た は た と水 を浴 び て｣ い た｡

着物 を着 て ､ 妻 は急 に ご馳走を つ くり は じ め
､
｢ あ な た は見 て は な ら な い と､ あ れ ほ ど い っ

て お るの に 見 て しま っ た か ら
､ もう 二 人 は 一

代の くら しは で き ま せ ん ｡ 下の 子供 は わ た しが つ

れ て 行 き ます か ら､ 上 の 子 二 人 は あ な たが 育て て 下さ い ｡ 子供を育て る だ けの こ と は､ わ た し

が して あ げま す｣ と い い ､ ｢ ち - ち -

小函｣ を 夫に 与 え た｡ そ し て ｢ こ の 小函 は 決 して あ け て

は な りま せ ん ｡ もし あ け る 時は､ 海 ば たで 二 つ の 足を水 の 中に 入 れ て か ら､ あ け な けれ ば な り

ま せ ん｣ と言 っ て か ら
､
｢ 末の 子を つ れ て 出て 行｣ っ た ｡

｢ こ の 妻は た い そ う 美 し い 女 だ っ た そ う で
､ 女が家を出 て し ま う と も う夫 は 淋 しくて た ま ら

ず に｣ ､ ｢ ち - ち 一 小函｣ を 開け た ｡ ｢ と こ ろ が
､ 小函 の な か か ら白 い 煙 が ぽ - と 出て

､ 家は た

ち ま ち昔 の 貧 しか っ た こ ろの ま ま に 変｣ わ っ た｡

｢ 後 に ､ 男 は 後妻をも ら っ た の で
､

二 人の 子供 は生き う せ に う せ て み え な くな っ た と い う こ

と｣ だ
｡

こ の 話 の 結婚 は
､

亀 の 子 を助 け て くれ た男 に
､ 親亀 が ｢ ぜ ひ お 礼をし た い｣ と言 っ て

､
｢ ね

い ん や｣ へ 男 を連 れ て い き､ そ の お 礼と し て ､ ね い ん や の 神様の
一

人娘を あ げ た 一 正 確 に は､

男が 娘をも ら え る よ う に 入 れ 知恵し た - の で ある か ら､ お 礼結婚 で あ る｡

妻 の 父親 は
､ 魚 で あり､ 神様 で あ る｡ し たが っ て ､

こ の 結婚 は
､

人間 と神様 の 結婚 で あ る｡

神様 と結婚 す る よう な話 は
､

グ リ ム 童話 に はま っ たく見 ら れ な い ｡ ま た
､ 妻も魚 で あ る か ら

､

こ の 話 は､ 動物の 報恩讃 で もあ る｡ しか し報恩結婚 で は な い .

神様 の 父親 の 振舞い は
､ ｢ 欲 し い｣ と言 わ れ た もの を無条件 で や っ て い る と い う意味で

､ 父

権的 で あ る｡ 娘 は
､ 結婚す るま で はお 礼の 品と 同じ で ､ 娘 の 意志 や人格 は ま っ たく な い ｡ し か

し､ それ は結婚前 ま で で あり､ 結婚後は
一

変 す る｡ 結婚後 は
､ 妻 の 意志 や決意 は断固 と し た も

の と な る｡ 約束を破 っ た ､ あ る い は禁を犯 した 夫に 対 し､ ｢ もう 二 人 は 一

代の く ら しは で き ま

せ ん｣ と決然 と離縁を言 い 渡 し
､ 家を出て 行く｡

こ の 永遠の 別れ
､ 永遠 の 別離 は グリ ム 童話 に

は な い ｡

貧乏男の 方 は
､ 亀 の 子 は助 けた が､ ま さか ｢ ね い ん や｣ の 神様の 娘 を お嫁 さ ん に も らう こ と

な ど夢 に も思わ な か っ た で あ ろ う｡ ま た､ 亀 に ｢ あ な た の
一

人娘 こ そ欲 さ る｣ と答え な さ い
､

と言 わ れ て ､ そ う 言 っ た と き も､ ま た娘をもら っ た と き も
､ 男 は何 の 感情も表 さ な い ｡ ｢ た い

そ う美 しい 女だ っ た｣ と は い え､ 男が 娘 に 好意を 抱い て い た とも思え な い ｡

結婚生活 は
､ 離婚 し た う え に ､ 2 人の 子供と も別れ て し ま っ た の だ か ら､ 不幸 で あ る｡

男が 結婚す るま で の 過程を見る と､ 男 は亀の 子を助 けた だ けで
､ 後は 異次元 の 世界の ｢親亀｣

が 背中に 乗せ て ､ 異次元 の 世界そ の もの の ｢ ね い ん や｣ へ 連 れ て 行 っ て くれ ､ ｢
一

人娘が 欲 し

い｣ と答え な さ い と言 わ れ て ､ 答え た ま で で あ る｡ 男 は結婚 に 辿り着くう え で ､ 殆 ど何 の 役割

も演 じて い な い ｡ こ れ は ､ こ の 話が 報恩結婚 の 要素も含 ん で い る か らで あ ろう ｡ ま た､ 男 の 結

婚ま で の 過程 で
､ 異次元 の 世界の も の や贈物 ( ち - ち -

小函) が 登場 し､ そ の 中に は､ 男 と

｢ ね い ん や｣ の 娘 と の 結婚 が 実現す る 上 で 大き な役割 を演 ず る もの もあ る が ､ こ の 男の 結婚 の

場合､ 結婚相手 そ の もの が異次元の 世界 の 娘 で ある 点が 非常 に 特異 で あ る｡
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第2 章 グリ ム童話の お礼結婚

グ リ ム 童話 に は
､

お礼結婚は 『熊皮男 ( D e r B 急r e n h a u t e r)』 (K H M I O l) しか な い ｡

兄 さん た ち 二 人 に ｢ お 前な ど必要な い｣ と言わ れ て ､ 見放 さ れ た 弟 (兵隊) が仕方 なく や っ

て きた と こ ろが 荒野で あ っ た｡ そ して ｢ 円形状 に並 ん だ木｣ の 下 に 座 り､ 嘆い て い た｡ す る と､

突然 ごう ごう と い う音 が 聞 こ え た ｡ 見 ま わす と
､

線色 の 上着を 着､ 馬 の 足を し た 見知 ら ぬ 男

(悪魔) が い た ｡ 悪魔 は兵隊の 窮状を 知 っ て お り
､ 緑色 の 上 着 を 脱 い で 兵隊さ ん に 与 え た｡ そ

の ポ ケ ッ トに は い つ も金 が い っ ぱ い 入 っ て い た｡ しか し
､

そ の 代 わ り
､

7 年 の 間体を洗 う こ と
､

髭 と髪を とく こ と､ 爪を切る こ と､ 主の 祈りを唱え る こ と は､ して は な ら な い と い う こ と で あ っ

た｡ そ して そ の 7 年間 に 兵隊が 死ね ば ､ 悪魔の もの に な り
､

生 き な が ら え れ ば ､ 自由の 身 に な

り
､

一 生 お 金持 ち で い られ る と い う｡

2 年も経 つ と
､ 兵隊は

､
髪 の 毛は顔中を覆 い ､ 畝 ま伸 び 放題､ 爪 は 鈎爪 ( K r a ll e n ) と な り､

顔 は垢 な どの 汚物 (s c h m u t z) で 覆わ れ ､ お 化け ( ei n U n g e h e u e r) の よ う に な っ た ｡

4 年経 っ た 時､ 緑色 の 上 着を 着た怪物 の 兵隊は
､ 汚 ら しい 兵隊が 泊 ま る こ とを 嫌が る宿屋 の

主 人 に 金貨 を つ か ませ て
､

や っ と その 宿屋 に 泊め さ せ て もら っ た｡ 夕方､ 隣 の 部屋 で 嘆き悲 し

む声 が 聞 こ え た の で 行 っ て み る と
､

老人が 座 っ て 泣い て い た｡ 兵隊 は老人か ら事情を聞き､ 宿

屋 に 老人 の 借金の 支払 い を す ま せ た う え に ､ 老人 に お金 を持 た せ て や っ た ｡ 老人 は感謝 し､
3

人の ｢ 私の 娘 た ち は驚く ほ ど美 しい ｡ そ の う ち の
一

人を あ な た の お 嫁 さ ん に 選 ん で 下さ い ｡

m ei n e T 6 ｡ h t e , si n ° W u n d e r v o n S c h 6 n h ei t
,

w a hl e d i r ei n e d a v o n z u r F r a u
. ｣ と言 っ た ｡ 長女

は化 け物 の 熊皮男 を見 て 逃げ出 した｡ 次女も熊皮男 よ りは 本物の 熊 の 方 が ま しだ と言 っ て
､

熊

皮男 との 結婚を拒否 した｡ しか し
､ 末の 娘 は ｢愛す る お父 さ ん

､
こ の 方 は い い 人 に違 い な い わ｡

だ っ て
､

困 っ て い る お 父 さ ん を 救 っ て 下 さ っ た の で す もの ｡ そ の お礼 に ､ お 父さ ん が こ の 方 に

嫁 に や る と約束 な さ っ た の で あ れ ば ､ 約束 は守 ら な け れ ば な り ま せ ん わ ｡ 1i e b e r V a t e r
,
d a s

m u ll e i n g u t e r M a n n s ei n
,
d e r E u c h a u s d e r N o t g e h o lf e n h a t

,
h a b t I h r i h m d a fti r ei n e B r a u t

v e r s p r o c h e n
,

s o m u β E u e r W o r t g e h al t e n w e r d e n
. ｣ と言 っ た｡

熊皮男 は
､ 指か ら指輪を外 し

､
そ れ を 二 つ に 折り､ 自分 の 名前 を書 い た 半分を娘 に 渡 し､ 残

り の 半分を自分 の もの と して と っ て お い た｡ そ し て ｢ 私 は もう 3 年間歩き 回 ら な け れ ば な り ま

せ ん ｡ しか し
､ 私が 戻 っ て こ な けれ ば あな た は自由で す｡ 私 は死 ん で い る の で す か ら｡ しか し､

神様 が私 に ず っ と命を授 けて 下さ る よう に 神様 に お 祈り して 下 さ い ｡ i c h m u L3 n o c h d r e i J a h r e

w a n d e r n : k o m m i c h a b e r n i c h t w i e d e r
,

s o b i s t d u fr ei
,

V eil i c h d a m n t o t b i n ･ B itt e a b e r G o t t
,

d aL3 e r m i r d a s L e b e n e r h al t
. )｣ と 言 っ て

､ 別 か れ た｡

7 年が 無事過 ぎ て ､ 彼 は以前 の 円形状 に 並 ん だ木 の 所 へ 行 っ た｡ す る と､
ヒ ュ

-

ヒ ュ
ー と い

う音 を 立 て て ､ 悪魔が や っ て 釆 た｡ 悪魔 は不愉快な顔を して 彼を脱 み
､ 古 い 上着を彼の 方 に 投

げ､ 悪魔 の 緑色の 上 着 を返せ と言 っ た ｡ 熊皮男が 元の き れ い な 体 に 戻せ と要求する と ､ 悪魔は

水 を持 っ て きて 熊皮男 の 体を洗 い
､

髪 を椀き､ 爪を切 っ て くれ た｡

そ して 白馬四 頑立 て の 馬車 に 乗 っ て ､ 花嫁 の と こ ろ へ 行 っ た｡ しか し
､ 誰も彼が 熊皮男で あ

る こ と に 気が つ か な か っ た ｡ 花嫁さ ん は喪服を着､ 目を あ げず ､

一

言 も し ゃ べ ら な か っ た ｡

｢ 見知 ら ぬ 男 は
､ 花嫁 と 二 人だ けに な るや 否や

､ 半分の 指輪 を 取り出 し
､

そ れ を ぶ どう酒 の 入 っ

た コ
ッ プの 中 に 入 れ

,
テ

ー ブ ル 越 しに 花嫁 に 渡 し た｡ 花嫁が そ れ を 受 け取 り､
ぶ どう酒を飲 み

干 す と
､ 底 に 半分 の 指輪 が あ っ た｡ そ れ を見 て

､ 花嫁 の 心 は高鳴 っ た ｡ 花嫁 は ネ ッ ク レ ス に つ
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け て い た も う 一 つ の 指輪の 半分を 取り 出し て
､ 合わ せ て 見る と

､
二 つ は ぴ っ た り と合 っ た ｡ そ

こ で 彼 は 『私 が約束を した お 前の 花婿 だ よ｡ 以前 は熊皮男で あ っ た が
､ 神様の 御慈悲で ま た 人

間 の 姿 を 取り戻 し
､

ま た 清 ら か な身 に な っ た の で す ｡ 』 と言 っ て
､ 花嫁 の 方 へ 行き

, 花嫁 を 抱

き し め て 口 づ け を し た｡ D e r F r e m d e
,

s o b a l d e r m it s ei n e r B r a u t all e i n w a r
,
h ol t e d e n h a l b e n

R i n
g h e r v o r u n d w a r f ih n i n ei n e n B e c h e r m i t V ei n

,
d e n e r i h r tib e r d e n T i s c h r ei c h t e . Si c n a h m

i h n a n
,

a b e r a l s si c g e t r u n k e n h a t t e u n d d e n h al b e n R i n g a u f d e m G r u n d li e g e n r a n d
,

s o s c h l u g

i h r d a s H e r z
･ S i c h o lt e di e a n d e r e H alft e

,
d i e si c a n ei n e m B a n d u m d e n H al s t r u g ,

hi el t si c

d a r a n
,

u n d e s z e ig t e si °h
,
d a L3 b ei d e T eil e v o ll k o m m e n z u ei n a n d e r p a L3t e n . D a s p r a c h e r

'

i c h b i n

d ei n v e rl o b t e r B r a u t lg a m
,
d e n d u a l s B a r e n h a u t e r g e s e h e n h a st

,
a b e r d u r c h G o tt e s G n a d e h a b e

i c 九 m e i n e m e n s c h li c h e G e s t a lt w i e d e r e r h al t e n
,
u n d bi n w i e d e r r ei n g e w o r d e n

.

'

E r g l n g a u f 各i e z u
,

u m a r m t e si c u n d g a b i h r e i n e n K u L3 . ｣

姉 二 人 は
､

立 派 な男性 が以前 の 熊皮男 で
､ 妹 と結婚 す る こ と を知 り

､ 腹を 立 て
､

一

人は 井戸

に 身を投げ
､

もう 一 人 は木 に 首 をくく っ て 死ん だ｡ 夕方､ 線色 の 上 着 を 着た 悪魔が や っ て 釆て

｢ おま え の 魂
一 つ の 代 わ り に

､
わ しは今 や 二 つ 魂 を手 に 入 れ た ぞ ｡ n u n h a b e i c h z w e i S e el e n fti r

d e i n e ei n e . ｣ と言 っ た｡

熊皮男 と 末の 娘の 結婚 に い た る過程を見る と
､

お金 に 窮 し た老人 が宿屋 の 借金を 払う こ と が

出来ず
､ 牢屋 に ぶ ち込 ま れ る運命 だ っ た と こ ろを ､ 熊皮男 が借金を肩代 わ り して や り､ 老人を

助 け て や っ た
､

そ して そ の お礼 と して
､ 老人が 3 人 の 娘 た ち の う ち の

一

人 を お 嫁さ ん に あ げる

と い う約束を し
､ 実際 そう な っ たの で あ る か ら

､
こ れ は お礼結婚 で あ る｡

助 け て も ら っ た 父 親 は ｢私 の 娘た ち は驚くほ ど美 し い ｡ そ の う ち の
一

人 を あ な た の お嫁 さ ん

に 選 ん で 下 さ い ｡ ｣ と言 う ｡ こ の よう に
､ 父親 は

､ 窮地 を救 っ て くれ た恩人 に
､ お礼 と し て

､

娘を､
そ れ も娘 の 気持 ち や 意志を ま っ たく確 か め ず ､ 勝手 に や る と 約束 し て い る｡ しか も､

｢ 娘た ち の う ち の
一

人 を｣ と
､ 娘 た ち 一

人
一

人 が ま る で 意志 も 感情もな い
､ 単 な る品物 で あ る

か の よう に 娘 た ち を 扱 っ て い る｡ こ の 父親の 態度 は家父長的 な言動 の 最 た る も の で あ る｡ 娘 の

意向をま っ たく確 か め もせ ず ､ 約束 した もの だ か ら､ 案の 定､ 上 の 娘 二 人 は､ 熊皮男 を外見 か

ら判断 して
､ 男と の 結婚 を強く拒否す る｡ こ こ に

､ 単 な る モ ノ 扱い さ れ て い る に もか か わ らず ､

父 親の 意向に 逆 ら う､ 娘た ちの 強烈な意志 が は っ き り と表れ て い る ｡ 他方､ 非常 に 家父長的に

振舞 っ た 父親 で は あ る が
､ 娘た ちに 反対 さ れ て も､ 黙 っ た ま ま で あ り､ 娘 た ち の 失礼 な言動 を

た しな め る こ と もし な い ｡ ま して や､ 居丈高 に 娘 た ち に 命令 した り､ 自分 の 意見 を通 そ う と し

た りす る こ と ば な い ｡ こ の 面で は
､ 父親 に 家父長的で

､ 強権的な イ メ ー ジ は な い ｡

で は ､ 熊皮男 と結婚 した 末の 娘 は どう で あ ろ う か｡ ｢ 愛す る お父 さ ん
､

こ の 方 は い い 人 に 違

い な い わ｡ だ っ て
､ 困 っ て い る お父 さ ん を救 っ て 下さ っ た の で す もの ｡ そ の お礼 に ､ お父 さ ん

が こ の 方 に 嫁 に や る と約束 な さ っ た の で あ れ ば､ 約束は守 ら な けれ ば な りま せ ん わ｡ ｣ と 言う ｡

こ の よ う に ､ 末の 娘 は父親 に 対 し て 非常 に 従順で あ る｡ 末娘が 父権を 別の 側面か ら支 え て い る

と も言 え る｡ しか し
､

そ れ は末 の 娘自身 の 考え で もあ る｡ つ ま り､ 末娘 は､
た と え相手 が人間

の 姿を して お らず ､ 熊皮男 で あ ろう と も､ 約束 は守ら な け れ ば な ら な い ､ 助 けて もら っ た恩義

に は報 い な け れ ば な ら な い ､ と考 え て い る の で あ る｡ した が っ て ､ 熊皮男 との 結婚 の 約束 の 際

に は
､ 末娘 は義理人情 と父 へ の 忠誠以外 に 何も考え て い な い

｡ そ う い う 状態 で ､ 結婚を受諾 し

て い る に 過 ぎ な い ｡ も っ と も､ 実際 に 結婚を す る こ と に な る直前､ 末娘 は熊皮男 の 本当 の 立 派

な姿を見 て
､ 心 が と き め く｡
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末娘 と結婚 した 熊皮男 も
､ 末娘 に 愛情を抱 い て い た わ け で は な い ｡ 3 人娘 の 内､

上 の 二 人 に

逃 げ られ た た め
､ 末娘 を も ら う こ と に な っ た か ら で あ る｡ つ ま り､ 結婚 で き さ え す れ ば

､ 老人

の 3 人 の 娘 の 内､ 誰 で もよ か っ たの で あ る ｡ 不思議 な こ と で あ る が､ 青年も末娘も ､ 相手が 好

き で もな い の に
､ 結婚相手 に 対 して 非常に 忠実で あ る｡

二 人 の 結婚生活 は
､ 幸福 か不幸か 不明で あ る｡

二 人が 結婚 に い た る過程 に お い て
､ 特に 結婚 へ と結 び つ く青年 の 行為 に お い て ､ 異次元の 世

界か ら の 登 場人物 と か 贈物が 直接重要な 役割を果 たす こ と は な い ｡ し か し､ 異界 の 悪魔 (d e r

T e u fe l) が登場 して き て
､

お金 の
一

杯詰ま っ た ｢ 線色の 上 着｣ を 青年 に 与 え､ 青年を助 けた ｡

青年 は､ 結婚 の こ と は ま っ たく予期 して い な か っ た が､ そ の お金 で 老人 を 救 い
､

その 結果 と し

て お 礼 に 娘をもら っ た｡ つ まり､ 飢え て い た兵隊が金持 ち に な り､ 美 しい 娘さ ん と結婚 で き た

の は､ ポ ケ ッ トに い つ で もお金 が
一

杯詰ま っ て い る緑色 の 上 着 と い う 悪魔か らの 贈物が あ っ た

か ら で あ る｡
だ か ら､ 異次元 の 世界の 人物と 贈物 が何 の 役割も果 た して い な い と は言え な い ｡

む し ろ､ 結果論 と し て は､ そ れ らが 決定的な 役割を果 た し た と言 え よ う｡

さ て ､
こ れ で ､ 『日 本 の 昔 ば な し』 と グ リ ム 童話 の す べ て の お礼結婚 を 見 て き た｡ 以 上 考察

して き た こ と を表 に し て み る と､ 次の よう に な る｡

お 礼結婚

『日本 の 昔ばな し』

類 昔話 助 け る 助け る動機 . 助け られ そ の状 お礼を お礼 と して 与え られ る 父 の態度 結婚 助 ける 際

盟 主人 公 結婚 へ の 意志

と感情

る人 況 す る人 人 生活 の異 界の

存在 や贈

り物
そ の 人の 結婚

へ の 意志と感

悼

そ の 人

の 容姿

3 三人 の 二郎 治 病気治療 : 結 長者の お 瀕死 の 長者の 長者の お姫さ 不明 家 の支 配 不 明 箆

兄弟

Ⅰ1 05

庶民 婚す る気持な

し

姫さま 大病 家 ま : 不明 は ある が

父 も母 も

登場 せ ず

聴き耳 男 病気治療 : 結 殿さま の 不治の お殿 さ 殿 さまの お姫 不明 影 が 薄い 不明 聴 き耳

Ⅰ1 15 婚する 気持な

し

お姫さま 柄 ま

( 父) ?

さま : 不明

夢見小 小僧 死者を蘇 らせ 西と東の 死者 東西の 東西の 長者の 不明 家父 長的 不明 生 き棒

憎

Ⅱ8 7

る : 好意は な

い

長者の娘 長者

( 父)

娘 : 不明 だ が
､ 露

骨 で な い

尻 な り

ベ ら

Ⅱ9 6

貧乏 な

ほ ら吹

き

娘をも らう 長者の 娘 尻 な り 長者

( 父) ?

長者の 娘 : 不

明

美 しい 家父長的

で な い

不明 箆

鼻 の び 貧乏 男 長者の 婿に な 長者の娘 長 い鼻 長者 長者の 娘 : 不 美 しい 家父長的 不明 鼻の び 糸

糸巻き

Ⅱ1 93

(長 者

の息子)

る

( 金目当て)

( 父) 明 だ が ､ 子

供思い

巻

7 魚女房

Ⅰ3 2

貧乏 男 憐れみ の 心 :

結婚意図な し

亀の 子 海 へ 帰

れな い

ね いん

や の神

樵

神様の 娘 : 不

明

美 しい 家父長的 不幸 無し

グリ ム童話

4 熊皮男 除隊の 憐れみ の 心 : 無
一

文の 借金苦 老人 末の 娘 : 覚悟 美しい そ れほ ど 不明 緑色の 上

1 01 兵 隊

貧乏

結婚の 意図な

し

老人 ( 父) はあ るが ､ 好

意 は無 い

家父長的

で は な い

着
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第 3 章 お礼 結婚の 特徴

こ の 表 を見 る と､ お 礼結婚の 以下 の よ う な特徴が浮 か び 上が っ て くる ｡

お礼結婚 の 第 1 番目の 特徴は
､ 誰 か の 窮状､ 奇病を救 う の は､ す べ て 男性で あ る と い う こ と

で あ る｡ 女性 は 一 人もい な い ｡ た だ し､ 逆 は真な ら ず で あ る｡
つ ま り

､ 救 わ れ る の は女性 で あ

り､ 男性 で は な い
､

と は言 え な い ｡ 例 え ば
､
『熊皮男』 で 救 わ れ る の は老人 ( 男) で あ り

､

『魚女房』 で は救 わ れ る の は人 で す ら な い ｡ 亀で あ る｡ しか も､ 亀 の 子 と い う だ けで
､ 雄か 雌

か分 らな い
｡

第 2 番目 の 特徴 は､ 助 け られ る 人 (7 話中 5 話 が娘 で 女性) が大事 な 家族 の
一

員 で あ る と い

う こ と で あ る｡ 例外 は 『魚女房』 だ けで あ る｡ しか し
､ 亀 の 子も､

ね い ん や の 神様 か らす れ ば
､

同族 で あ り
､ 家族の 一

員 と もみ なす こ とが で き､ 例外 とす る必要 は な い ｡

第 3 番目の 特徴 は
､ 難病 や貧困な ど

､ 何ら か の 非常 に 困 っ た状態 を助 け て も ら っ た の で
､ 当

然 の こ と な が ら
､

助 けて くれ た主 人公に 対す る感謝の 気持 ち
､

お礼 を し た い 気持 ち が あ る と い

う こ とで あ る｡ しか も上 で 考察 した よ う に
､

お礼結婚で は
､ 家族の

一

員 の よう な
､ 血の つ な が っ

た非常 に 大切 な人 が救 わ れ るの で
､

お 礼､ 感謝 の 気持 ちが 非常 に 強 い ｡ こ れ は グ リ ム 童話の お

礼結婚 1 篇 と 『日本 の 昔 ば な し』 の お 礼結婚 7 話す べ て に 共通す る ｡ 感謝 や お礼 の 気持 ちを表

す 表現 が 一

切 なか っ た の は ､ 『聴き 耳』 だ けで ある｡ しか し
､

こ の 場合も､ 感謝 の 言葉 こ そ な

い もの の
､ 状況 か ら殿様 が 感謝 して い る こ と ば よくわ か る｡

第 4 番目の 特徴 は
､ 助 け て もら っ た こ と に 感謝 し

､ 実際に お 礼を す る の は､ 父 親で あ る と い

う こ と で あ る｡ 例外 は 『三 人の 兄 弟』 と 『魚女房』 だ け で あ る｡ 前者 で は父親も母親も登場 し

な い ｡ 長者の お 姫様 (娘) の 難病を治 し て くれ た 二 郎治 に 感謝 し､
二 郎治を 娘婿 に した の は 家

で あ る ｡ しか し
､

そ れ を決め た の は恐 らく家父 の 長者 ど の そ の 人 で あ ろ う｡ そ れ ゆえ ､ 『三 人

の 兄弟』 は 例外 と はみ な し難 い ｡ 後者 で は
､ 亀の 子を助 け て もら っ た こ と に 対 し､ 親亀も感謝

し
､

お礼を言う が
､ 実際 に お礼 をす る の は ｢ ね い ん や｣ の 神 さ ま で あ る｡ しか し､ お 礼の 中身

を決 め た の は親亀 で あ る｡ つ ま り､ 親亀が 実質的に お 礼と お礼 の 中身 を仕切 っ て い る の で あ る｡

第 5 番目の 特徴は
､

そ の 感謝 の 印で ある お 礼の 品物 がす べ て 女性 で あ る と い う こ と で あ る｡

つ まり､ お礼 は､ 父 親 ( あ る い は神様) が 助 けて くれ た人 に 娘を嫁 に や る と い う こ と な の で あ

る｡ 例外 は な い ｡

第 6 番目の 特徴 は､ 『日 本の 昔 ばな し』 に 関 し て で あ る が､ お 礼結婚 で は ､ 女性 (娘) に 感

情や 意志 や人格 が ま っ た く な い ､ つ ま り人間ら し さが ま っ たく な い と い う こ と で あ る｡ と り わ

け結婚 に 関 し て ､ そ れ が 顕著 で ある ｡ 結婚 と い う､ 昔の 女性 に と っ て ､ 人生 で 最も重要 な 出来

事を迎え る に もか か わ らず ､ 結婚 に 対す る気持 ち､ 考え ､ 反応が ま っ たく な い (語 ら れ な い) ｡

例外 と も言 え な い が
､

そ の こ と か ら少 し外 れ て い る よ う に 思わ れ る の は ､ 『尻な り べ ら』 で あ

る｡ こ の 話 で は
､ 長者 の 娘 は尻 なり ( と い う奇病) を治 し て もらう と､ ｢ あ れ や っ ､ お ら な お っ

た｣ と言 っ て ､ 喜 び の あ ま り踊を踊りな が ら走 る｡ こ こ に 昔話 と して は珍 しく豊 か な感情 が あ

らわ れ て い る｡ しか し､ こ と結婚 に 対 し て は何 の 反応も示さ な い ｡ もう 一 つ は 『魚女房』 で ､

魚女房 は自分 の 正 体を見 られ る と､ ｢ もう 二 人 は
一

代の く ら し は で き ま せ ん｣ と決然 と別れ を

告げる｡ こ こ に 女性 の 強烈 な意志 が見 え る｡ しか し､ そ れ は 結婚後の 話 で あり､ 結婚前 は
､

そ

の 強 い 女性も単な る お礼 の 品物 で し か なく､ 人格 はな い ｡

こ れ と対照的 な の が､ グ リ ム 童話の 『熊皮男』 の 女性 (娘) た ちで あ る｡ こ の メ ル ヘ ン で は､
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娘た ち が どう い う 考え を 抱い て い る の か と い う こ と が よ く わ か る｡ 上 の 二 人の 娘 は逃 げ出 し た

り
､ 侮蔑 した り して ､ 父 親の 薦め る熊皮男 との 結婚 を 断固拒否 す る｡ と こ ろが

､ 末の 娘 は結婚

を受 け 入 れ る｡ そ の 理 由は ､ 熊皮男が 困 っ て い る 父親 を救 っ て く れ た こ と
､

そ れ ゆ え お礼 を し

な け れ ば な らな い こ と ､ ま た そ う い う人 は善人で あ る こ と
､ 取 り 決め た 約束 は守 ら な けれ ば な

ら な い こ と で あ る ｡ しか も､ 結婚の 直前 に な っ て
､ 末の 娘 は､ 結婚 を 約束 し た熊皮男 の 本当 の

姿を 見て
､

心 を とき め か す ｡ しか し､ 熊皮男 との 結婚を決意 した 時 は
､ 彼女 に と っ て 最も重要

だ っ た こ と ば
､ 約束 した こ とば 守ら な け れ ば な らな い と い う こ と で あり､ 彼女 に 熊皮男 が善人

で あ る と の 認識は あ る もの の
､

恋愛感情 な ど はま っ た くな か っ た ｡ こ の よ う に
､

グ リ ム 童話 で

は
､ 女性に メ ル ヘ ン と して は異例な ほ ど豊 か な感情と し っ か り と し た自分 の 考 え が あ る｡

一

言

で 言 っ て
､

は っ き り と した 女性の 自我 の 覚醒 が見 られ る｡

しか し 『日 本の 昔 ばな し』 の お礼結婚 で は
､ 女性 に 感情や 意思が ま っ たく な い ｡ 人格 す ら な

い｡ 自我の 目覚め の 兆 し は皆無で あ る｡ こ れ は､ 女性 (娘) が お礼 の 品物 と して 恩人 に 与え ら

れ る 話の 筋 と関係 し て い る し
､

ま た マ ッ ク ス ･ リ ュ
-

テ ィ の 言 う メ ル ヘ ンの 本質 ( M a x L 別 hi :

D a s e u r o p ai s c h e V ol k s m a r c h e n ) か ら し て 当然 と い え ば 当然 な の で あ る が
､
『日 本の 昔ば な し』

の 他の 種類の 結婚 で も､
こ と結婚 に 関 して は

､ 女性 の 感情､
意思

､
人格 が ほ と ん どな い か ､ 全

然な い と い う 事実､
それ と対照的 に

､
グリ ム 童話 に は女性 に 豊 か な感情 と確固た る 意志､ 考え

が あ る 場合が い く つ もあ る と い う事実を あ わ せ て 考 える と
､ 戦前 の 日本 の 家父 長制の も と で の

女性の 弱 い 立 場､ 位置､ 地位 を ある 程度反映 した結果 な の か も知 れ な い ｡ グ リ ム 童話 は
､ 初版

で は
､ 末の 娘 は ｢愛す る お父 さ ん

､ お 父さ ん が約束 し
､ ま た 困 っ た と き に こ の 方 に 助 けて い た

だ い た の だ か ら
､

私 はお 父さ ん に 従い ま す わ｡ 1i e b e r V a t e r
,

V eil i h r e s v e r s p r o c h e n h a st u n d e r

e u c h a u c h i n d e r N o t h g e h o lf e n
,
s o w ill i c h e u c h g e h o r s a m s e y n

. ｣ と言 い
､ 熊皮男 と の 結婚を

受 け入 れ て い る ｡ しか し
､ 第 7 版で は

､ 末娘が 結婚 を受諾 した そ の 箇所 は ｢1i e b e r V a t e r
,
d a s

m u L3 ei n g u t e r M a n n s ei n
,
d e r E u c h a u s d e r N o t g e h o lfTe n h a t

,
h a b t I h r i h m d a fti r ei n e B r a u t

v e r s p r o c h e n
,

s o m u β E u e r W o r t g e h a lt e n w e r d e n . ｣ と 書 き換 え ら れ て い る ｡ 双方 の 台詞 に お

い て
､ 娘の 気持 ち

､ 考 え が は っ きり して い る こ と に 変 わり は な い が
､

そ こ に は大 き な相違が あ

る ｡ 初版 で は､ お父 さ ん が し た約束だ か ら従う こ と､ 助 け て も ら っ た 人 に 恩が あ る こ と､
と い

う 結婚受諾 の 理 由を挙 げ て い る が
､ 娘 の 台詞 で 最も重要 な 点 は

､ 要 す る に 父親 に 従 う

(g e h o r s a m ) と い う こ と で あ る ｡ し か し
､ 第 7 版で は

､
｢ こ の 方 は い い 人 に 違 い な い わ｡ だ っ

て ､ 困 っ て い る お 父 さ ん を救 っ て 下さ っ た の で す もの ｡｣ と
､ 相手 に 対 し

､ 娘 が 自 ら (価値)

判断を下 し て い る｡ そ して 初版の ｢ お父 さ ん が約束 した の だか ら
､ 私 は お父 さん に 従 い ま すわ｡ ｣

と い う
､

あ る意味 で 父親 に 従順 な表現 は､ ｢( 自分が した) 約束は 守 らな けれ ば なり ませ ん わ｡ ｣

と
､

より客観的 に 道徳観 を述 べ る表現 に 変 っ て い る｡ そ れ は ､ 自分が 熊皮男 の お嫁 さ ん に な る

こ との 承諾 の 台詞 で もあ る が､ 父親 に 自 らの 道徳観 (約束は 遵守す べ し) を説 い て 聞か せ て い

る よう に も取 れ る ｡ 単 にg e h o r s a m と い う言葉 が なく な っ た だ け に と どま ら な い ｡ 第 7 版 で は､

娘の 主体性､ 自立 性 が断然明確 に な っ た と言え る ｡ こ こ に
､ 女､ 子供 は従順 で あ れ

､ 困 っ て い

る人 は助 け る べ し
､ 約束 は守 る べ し

､
と い う グリ ム 兄 弟の 道徳観を見 て 取 る こ と が で き る とと

もに
､

そ れ と は ま た別 の 彼 ら の 市民的価値観の
一

面を見て 取 る こ と もで き よ う｡

第 7 番目 の 特徴 は､ 主人公 (男性) が 助 け る相手が 主人公の 結婚相手 に もな っ て い る とい う

こ と で あ る｡ つ まり､ お礼結婚 で は､ 難病や 奇病､ 死か ら助 けて もら っ た娘 が お 礼の 品物 と し

て
､

父親か ら助け て く れ た男 に 嫁と して 与 え られ る と い う構造 に な っ て い る｡ 例外 は 『魚女房』
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と 『熊皮男』 で あ る｡ 前者 で は
､ 主人公が 助 けて や っ た の は､ ね い ん や の 亀の 子で あ り､ 後者

で は､ 娘の 父親 で あ る｡

第 8 番目の 特徴 は
､ 報恩結婚 と区別さ れ る と こ ろ で あ る が ､ 助 けて もら っ た人 ( 7 話中 5 話

が娘) 自身 が
､

あ る い は そ の 人自身の 意向で ､ お礼をす るの で は な い と い う こ と で あ る｡
こ れ

も若干不明 な詰 も あ る が ､ ほ ぼ 7 話 す べ て に 共通 す る こ と で あ る｡ 『魚女房』 で も
､ 助 け ら れ

た の は亀 の 子 で あ る が ､ そ の 子亀が お 礼を す る の で は な く
､

親亀
､ 神様 が お礼 を す る｡ 唯

一

例

外 と言 え る の は 『熊皮男』 で ある ｡ こ こ で は､ 助 けて も ら っ た 父親が 三 人娘 の ｢ う ち の
一

人を

あ な たの お嫁 さ ん に 選 ん で 下さ い｣ と言 っ て ､ お礼 し よう とす る｡ そ れ で も､
お礼 を し よ う と

す る父 の 意向は
､

上 二 人 の 娘 に は完全に 断 られ ､ 実現 しな い
｡ 末の 娘か ら や っ と 同意 を得 る こ

とが で き た｡
つ まり､

こ の メ ル ヘ ン で も､ 父 の 意向が無条件で は実現 して い な い の で あ る｡ 助

けて も ら っ た父 親 が
､ 何 の 障害もなく､ 自由 に お礼で き て い る 訳で はな い ｡ そ の 証拠 に

､ 父親

が 言 っ た よう に
､ 熊皮男 が 三人娘の う ち の

一

人を 自由に ｢ 選ぶ｣ こ と は で きて い な い ｡ 娘の 同

意 を 得て 初め て
､

お礼 をす る こ と が で き るの で あ る｡ 末 の 娘の 意志で
､ 父親の お礼が 実現す る

こ と に な る の で
､ 少 々 強引で は あ るが ､ 『熊皮男』 も事実上 は娘 が お 礼す る と言 え な い こ と も

な い ｡

第9 番目の 特徴 は
､ 少 し奇妙 こ と で ある が ､ 娘を お礼 の 品物 の よ う に 扱う 当事者の 父親の 態

度 が あ ま り家 父 長的 で な い よ う に 見え る とい う こ と で あ る｡ 父親が 明 らか に 家父長的な 態度 を

取 る の は
､ 『鼻の び糸巻 き』 の 長者 どん と 『魚女房』 の ね い ん や の 神様 だ け で あ る｡ し か し

､

こ の 二 人の 振舞 い も そ れ ほ ど強権的で 露骨な 印象 を与え な い ｡ こ れ は､ 救 っ て もら っ た こ と に
､

父 親 は もち ろ ん の こ と
､ 本人も含め て

､ 家族あ る い は 一

族全員 が感謝 して い る よう な 話の 筋 と

大 い に 関 わ り合 い が あ りそ う で ある ｡ しか し 『日本の 昔 ば な し』 と グ リ ム 童話を 比較す る と
､

明 らか に 大 き な違 い が あ る ｡ グリ ム 童話の 『熊皮男』 で は
､ 父親 は娘 た ち に 事情を 話 し､ 熊皮

男 との 結婚を承諾 す る か どう か ､ 娘た ち全員 の 考 えを 聞 き
､ 娘 た ち の 意向､ 意志を確 か め て い

る ｡ 『日 本 の 昔 ば な し』 で は ､ 父 親 はそ ん な こ と は しな い ｡ しか も､
グ リ ム 童話 で は､ 上 の 娘

二 人 に は
､ 持 ち 出し た結婚話は ､ 逃げ ら れ た り､ 馬鹿 に さ れ たり し て

､ け ん もほ ろ ろ に 断 られ

る｡ 家父と して の 父親 の 権威 ､ 面子な どあ っ た もの で は な い ｡ こ れ は
､ お礼結婚 の 話 が家父長

的な 印象を そ れ ほ ど強く与 え な い と い っ て も､
『日本 の 昔 ば な し』 の お 礼結婚 に お け る､ 父 親､

あ る い は 家に は決 し て 見 ら れ な い
｡ だ か ら と い っ て

､
そ れ が 日 本 の 昔話 の 特徴 で あ る と 一

般化

す る こ と は で き な い ｡ と い う の も
､

日 本 の 昔話 の 中に は
､

お 礼結婚以外 で は
､

グ リ ム 童話 の

『熊皮男』 の 結婚話 と 同 じ よ う な筋 の 展開が あ り
､ 家父 と し て の 権威を娘 た ち に よ っ て 傷 つ け

られ る父親 が登場 す る 詰もあ る か ら で ある ｡

第 1 0 番目 の 特徴 と し て ､ お礼結婚 で は､ 結婚生活が は っ き り と幸福 だ と い う こ と が わ か る

話 は 一 つ もな い ｡ 『魚女房』 の 男 と魚女房 の 結婚生活は
､ 永遠 の 別 れ を迎 え た う え に ､ 二 人 の

子供 と別れ る の で
､ 明 らか に 不幸 で ある｡ 他 は す べ て 幸福 か不幸 か

､ 不明 で あ る｡ 父や 家 が､

娘を 助 けて もら い ､ そ の お 礼 に 娘を 嫁 に や る
､

と い う こ と で 話 が終 わ っ て い るか らで あ ろう ｡

しか も､
そ の 娘 は お礼 の 品物 に 過ぎず ､ 意思も感情も人格も､

ほ と ん どの 場合な い に 等 し い
｡

だ か ら､ 娘が 結婚後 どう な っ た か
､ 結婚生活 を どう送 っ て い る か と い う 叙述が な い の も当然 と

言 え ば 当然 で あ る｡ 話 の 中身､ 話 の お も しろ さ の 中心 は
､ 何 と い っ て も､ 奇病､ 難病､ 死者を

､

異次元 の 世界 か ら の 贈物 で ､ 想像も つ か な い よう な方法 で ､ あ っ と い う 間 に 治す と こ ろ に あ り
､

男女 の 結婚 と そ の 後 に
､ 話 の 重点は な い か ら で あ る｡
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第 11 番目の 特徴 は
､ 上述 し た よう に

､
主 人公が 人や 動物 を 助 け る場合 ､

お 礼結婚 で は
､

必

ず 異次元の 世界か らの 贈物を使 う｡ 否､
そ れ が決定的 な役割 を演 ず る｡ 例外 は 『魚女房』 た だ

一

つ で あ る ｡ こ れ は動物報恩讃 の 側面を持 つ か ら で あ る｡

最後 に ､ お 礼結婚の 類型 で あ る｡ グリ ム 童話 に は
,

お礼結婚 は 『熊皮男』
一 つ しか な い ｡ こ

れ は庶民 の 男性 と 庶民 の 女性 の 結婚 の 類型 4 で あ る｡ 『日本 の 昔 ば な し』 で は
､ 人間の 男性 と

神様の 女性が 結婚す る類 型 7 の 『魚女房』 を 除い て
､

あ と はす べ て 類型 3 ( 庶民 の 男性 と長者

か 殿様の 娘の 結婚) で あ る｡

異次元の 世界か らの 贈物 で ､ 娘の 奇病､ 不治 の 病 を､
あ っ と驚く よう な 方法 で

､
い と も簡単

に 治す の で あ るか ら､ そ の お礼 に は相当な もの が必要 で あ ろ う｡ そ れ で
､

お礼 に 娘 を や る と い

う こ と に な るの で あ る が､ 庶民 の 娘 で は割が 合わ な い ｡ そ こ で
､ 殿様か 長者 の お姫様 と い う こ

と に な る｡ 『魚女房』 の 場合､ お 礼と し て も ら う の は神様 の 娘 で あ る が
､ 神様 の 娘も子亀を助

けた こ との お礼 と し て は
､

相当な対価 とい え る｡ 場合 に よ っ て は お 姫様以上 か も しれ な い ｡ 奇

病､ 難病な ど を治す 方 は と言 え ば
､

お姫様をもら う こ と が大変な 名誉､ 出世 を意味 す る身分 で

な けれ ば な ら な い ｡ そ うす る と
､

それ は庶民と い う こ と に な る ｡ こ う い う訳 で
､ 類型 3 が 多い

の で あ ろう ｡ 類型 7 の 『魚女房』 も同 一 線上 に あ る｡

グ リ ム 童話の 『熊皮男』 は
､

庶民 と庶民の 結婚の 類型 4 で ､ 上記 の 意味 か ら す れ ば
､ 例外的

で あ る｡ それ は
､

まず こ の 話 で は
､ 熊皮男が 老人を助け る と い っ て も､ 単 に 借金 の 肩代わ り を

す る と い う こ と で あり､ 奇病 や 不治 の 病 を治療 した り､ 死者を蘇 らせ たり す る こ と で は な い か

らで あ る｡ つ まり､ 信 じら れ な い よ う な異常 な力を 発揮する 異界か ら の 贈物を使 う必要は 全然

なく､ 金 さえ あれ ば比較的簡単 に行 う こ との で き る 援助だ か ら で あ る｡ も っ と も異界の 悪魔か

らお 金は もら っ て は い る が｡ し たが っ て
､

そ の よ う な援助の 対価 と して は
､

庶民で 十分で あり､

お姫様 で は不自然 で ､ 不釣合 い で あ ろ う｡ ま た
､ 老人を 助 け る熊皮男 は

､
悪魔か らお 金が い っ

で も出て く る緑の 上着 を持 っ て い る の で
､

つ まりす で に 大金持 ち で ある の で ､ 長者や殿様 と い っ

た お 金持 ち の お姫 さ ま をも らう 必要 は な い の で ある ｡

と こ ろ で
､

グ リ ム 童話 の 『熊皮男』 をお礼結婚の 例と して 取り上 げ た が
､

そ れ は 『日本の 昔

ばな し』 の お礼結婚 と は 明 らか に性格 が違 う｡ グ リ ム 童話 に は､ お姫様 の 大病､ 不治の 病､ 尻

鳴 り とか 長い 鼻 の よ う な奇病 を治 した り､ 死者を蘇 らせ た りす る よ う な
､ 離れ 業を や っ て 助 け､

お礼 に お姫 さ ま を もら う と い う､ 『日 本の 昔 ばな し』 に 共通 す る お礼結婚 は
一 つ もな い ｡

つ ま

り､ グ リ ム 童話 に は
､ 典型的な お礼結婚 が な い の で ある ｡ なぜ で あ ろ う か ｡ 確か な こ と は言 え

な い が ､ 箆 で 瀕死 の 病 や 尻鳴り を治 したり､ 鼻伸 び糸巻 き で 長 い 鼻を短く し たり､ 鳴 か ら 聞い

た占 い 師 まが い の 治療法 で 難病を治 したり､ 生き棒 で 死者を蘇 ら せ た りす る こ と は､ 土着 の 民

間宗教や 占い 師､ 祈祷師､ 呪術師､ 魔術師､ 魔女 や魔法使 い の や る こ と で あり
､

西欧 の キ リ ス

ト教社会 で は､ そ れ 自体忌み 嫌 われ て い る ( 民衆 の 間 で は必 ず しもそ う と は言 え な い) 上 に ､

その よ う な魔術 で 難病､ 奇病を治療 したり､ 死者を蘇 らせ たり した こ と で ､ 感謝 さ れ､ そ の 報

い と して
､

王 さ ま や長者 の お 姫さ ま をもら う と い う こ と､
つ ま り出世 し て -

ッ ピ ー エ ン ドと な

る と い う こ と は
､

グリ ム 兄弟の 価値観 は もち ろ ん の こ と､ キ リ ス ト教文化 と そ の 規範 に 強く反

す る と い う事情 が あ る の か もし れな い ｡ は っ きり言 え る こ と は ､ グ リ ム 童話 で は､ 魔女､ 魔法

使 い な ど
､

魔法をか けた 者 は
､

一 つ の 例 (『大泥棒と そ の 師匠』 - こ の 場合 は､ 魔法 と は自己

変身術 と泥棒術 で あ る) を 別 と して ､ 無残 な 結末を迎 え る ( な ん の 危害 を加 え ら れ な い こ と も

多 々 あ る) こ と こ そ あ れ
､

-
ッ ピ ー エ ン ドを 迎え る こ と ば 決 して な い と い う こ と で あ る ｡ 『大
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太田 伸広 グ リ ム 童話 と 『日 本の 昔ば な し』 の 比較- お礼結婚 に つ い て -

泥棒 と そ の 師匠』 で す ら､ 雄鶏 に 変身し た師匠を 狐に 変身 した 主人公が 噛み 殺 し
､

主 人公が 変

身術 に お い て 師匠 に 勝利す る こ と で 話が終 わる の で あ っ て ､ 魔法 に よ っ て お姫様 を もら っ た り
､

出世 し た り す る と い う
､

-
ッ ピ ー エ ン ドで はな い ｡ と こ ろ が

､
『日本 の 昔 ば な し』 で は

､
魔術

や 呪術 を使 っ て ､ お姫様 に 難病､ 奇病 を生 じさ せ
､ 後 で そ れ をま た 魔術や 呪術 で 治 した 者が

､

お 礼 に お姫 さ ま を も ら っ て 出世す るだ け に と どま ら な い ｡ 『尻な り べ ら』 や 『鼻 の び 糸巻き』

で は
､

そ れ を手助 け して い る の が 神様な の で あ る｡ 『聴き耳』 の ね りや の 王 さ ま も神様 と 考え

て よい
｡

つ ま り
､

お姫様 の 難病､ 奇病 を治す た め の 決定的な道具 を 贈 っ て い る 張本人が 神様な

の で あ る｡ ま た 『日本 の 昔 ば な し』 で は
､ 神様 と人間が さ も当たり前 の よう に 自然 に結婚 す る｡

ま さ に 『魚女房』 の 場合 が そ れ で あ る｡ 他に も 『天降 り 乙女』 や 『笛吹聾』 が あ る ｡ しか し､

グ リ ム 童話 に は､ 神様 と人間の 結婚は -

詰もな い ｡ ま た 神様 が博打 を し て い る よ う に
､ 『日 本

の 昔 ば な し』 の 神様 に は人間味が ある ｡ こ こ に
､ 西欧 の キ リ ス ト教 を主 体 と した 文化と

､ 仏教

を 中心 に
､ 神道 ､ 山岳宗教､ 陰陽道､ 修験道､ 民間宗教な どが 相互 に 関係 し､ 独特の 民俗宗教

を作 り上 げ て き た 日 本の 文化 との 差を 見て 取 る の は無理が あ る で あ ろ う か｡
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