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日
文
研

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究

セ
ン
タ
ー
の
創
設
に
あ
た
り
、

一
九
八
七
年
に
開
設
さ
れ
た
事
業
の

一
つ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
な
目
的
は
海
外

の
日
本
研
究
者
と
日
本
の
研
究
者
と
の
交
流
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

研
究
と
い
う
人
間
の
営
み
は
、

フ
ォ
ー
マ
ル
な
活
動
の
み
で
成

り
立

っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
顔
を
出
し
た
会
や
、
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
の
議
論
や

情
報
交
換
な
ど
が
貴
重
な
契
機
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
こ
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
は
そ
の
よ
う
な
契
機
を
生
み
出
す
こ
と
を
願
い
、
様
々
な
研
究
者
が
自
由
な

テ
ー
マ
で
話
が
出
来
る
よ
う
に
、
文
字
ど
お
り
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な

「
広
場
」
を

提
供
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
す
。

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
報
告
書
の
公
刊
を
機
と
し
て
、
皆
様
の
日
文
研

フ
ォ
ー
ラ

ム
へ
の
ご
理
解
が
深
ま
り
ま
す
こ
と
を
祈
念
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

所
長

梅

原

猛
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は
じ

め

に

奈
良

時
代

か

ら
度

々

日
本

を
襲

っ
た
疫

病

の
大

き

な

波

の
中

で
、
ま

ず

目

に

つ
く

の

は
疱

瘡

と

ハ
シ
カ

で
あ

り
ま

す

。
こ

の
疫
病

は
不
定

期
的

に
発

生

し

ま

し

た
が

、
殊

に
江

戸

中

期

、

つ

ま

り
十

八
世
紀

に
か

な
り
頻

繁

に
襲

っ
て
き
た

こ
と

は

、
歴

史

上

の
事

実

で
す

。
中

で
も

、

江

戸

、
大

坂

、
京

都

の
三
大

都
市

に
多
数

の
被

害

者

が
出

た

こ
と

は

、
都

市

へ
の
人

口

の
集

中

と

増
加

に
か
か
わ

り
が

あ

る
と
思

い
ま

す
。
当
時

の
人

々
は

、

こ

の
よ
う

な

疫

病

は

日
本

か

ら

遠

く
離

れ

た

エ
ミ

シ

(
蝦

夷
)
と

か

エ
ビ

ス

(
夷

)

と

い

っ
た
野

蛮

な

国

か

ら

来

る
と

考

え

て

い

ま
し

た

が
、
確
か

に
大

陸
と

の
接
触

を
介

し

て
疫
病

が
進

入
し

た

こ
と

も

歴
史
的
な
事
実

で
し

ょ

う
。で

す

か
ら

、
江

戸
時

代

の
多
く

の
文

献

に
見

ら
れ

る

幽
ま

じ

な

い
」

や

民

間

治

療

法

に
は

、

疱

瘡

に
ま

つ
わ

る
も

の
が
当

然
多

く
な

っ
て

い
ま
す

。

そ

こ

で

、
封

建

時

代

末

期

の
社

会

に
お

け
る
疫

病

に
対
す

る

認
識
を
検

討

し

、
疱
瘡

を

め
ぐ

る
信

仰

の
諸

要

素

を

調

べ
、

い
く

つ
か

の

疱

瘡
絵

の
内

容
を

分
析

し

て
み
た

い
と

思

い
ま
す

。
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山
伏
と
疱
瘡

ま

ず
十

九
世

紀

の
あ

る
山
伏

の
旅

日
記
を

通

し

て

、
当

時

の
疱

瘡

対
策

の
二

、

三

点

を
検

討



し

て
み
た

い
と

思

い
ま
す

。
そ

の
日
記

は

『
日
本

九

峰

修

行

日

記
』

と

い

っ
て
、

著

者

は
野

田

泉

光
院

と

い
う
九

州

の
あ

る
山

伏
寺

の
住
職

で
、
大
先

達

で
あ

り

ま

し

た

。

そ

の
山

伏

は
六

年

間

に
わ
た

る
廻
国

を
通

じ

て
、
こ

の
疫

病

に
対
す

る

人

々

の
様

々
な

対

策

を

観
察

す

る
機

会

を

多

く
持

ち
ま

し

た
。

例
え

ば
、
あ

る

日
の
、

日
記

に
は

こ
の
よ
う

に
書

い

て
あ

り

ま

す

。

あ

ら

す

じ
を

言

い
ま
す

と

、
あ

る
村

に
丁
度

疱
瘡

が
流

行

っ
て
た

の
で
す
が

、

村

中

た

い

へ
ん
賑

や
か

で
、

屋
敷

の
ま

わ

り

に
は
赤

い
紙

の
御

幣
と

注
連

縄

が
張

っ
て
あ

り
ま

し
た

。
ま

た
、
庭

に
も
赤

い
御

幣

を
立

て

た

り
、
家

の
中

に
も
御
幣

が

た
く

さ
ん
掛

け

て
あ

り
ま

し

て
、

村

の
人

た
ち

は

三
味

線

と
太

鼓

で
疱

瘡

踊
り
を

し

て

い
る

の
で
す

。
そ

の
注
連

縄

や
赤

い
御

幣

は

、
様

々

な
疫

病

と

の
戦

い

の

中

で
、
民
衆

の
創

造
力

が

つ
く
り
出

し

た
伝
統

的

な
厄

除

け

の
手

段

で
あ

り

ま
す

。
疱

瘡

踊

り

は
、
踊

り
手

に
引

き
立

て
ら
れ

て
、
疱

瘡
神

が

村

を
去

る

よ

う

に

促
す

も

の

で
、

こ
れ

は

一
種

の
神
送

り

、
疱

瘡
神

送
り

と
言

え

る
で
し

ょ
う

。

野

田
泉
光
院

は
他

の
と

こ
ろ

で
、
現
世

利
益

で
有

名

な

お
寺

と

か

神

社

へ
の
巡
礼

に
も
触

れ

て
い
ま
す

。
例

え
ば

、
彼
が
出

雲
地

方
を

回

っ
た

時

の
鷺

大

明

神

の
社

の
宗

教

的

な

習
慣

を

記

し

て

い
ま
す
。
出
雲

の
鷺

大
明
神

の
近
く

に
住

ん

で

い
る
人

た

ち

は

、

疱

瘡

予

防

の
た

め

に
、

そ

の
社

に
お
参

り
し

て
境
内

の
小

石
を

拾

っ
て
持

っ
て
帰

る

の

で
す

。

そ
し

て
疱

瘡

が

去

っ
た

一2一



後

、
そ

の
小

石
を

社

に
返
納

す

る

の
だ

そ
う

で
す

。

こ

の
習
俗

は
、

い
ろ

い
ろ
他

の
文
献

に
も
出

て
来

ま
す

。
例
え

ば
、
『
鷺

大

明

神

疱

瘡

守

護

之

記

略
辞

』
と

い
う
文

献

の
中

に
は

、
次

の
よ
う
な
歌

が
あ

り
ま
す

。

イ
モ

ハ
シ
カ

カ

ロ
キ
オ
モ
キ
モ

ヘ
ダ

テ
ナ
ク

マ
モ
ラ
ム
サ
ギ

ノ

カ
ミ

ニ
ワ
ノ
イ

シ

ま

た

、
『
出

雲

国
大

社
鷺

大
明
神

疱
瘡

守
御

笠
』
と

い
う
文

献

が
あ

り
ま
し

て
、
そ
の
中

に
は
、

子
ど

も

た
ち

が
ま

だ
疱
瘡

に
か
か

ら
な

い
う
ち

に
、

そ

の
被

り
も

の
を

被

ら

せ

る
と

疱

瘡

に

か

か
ら

な

い
、
と
書

い

て
あ

り
ま
す

。
ま

た
同
じ
文

献

に

、
疱

瘡

神

祭

り

は

十

二

日
間

し

な

け
れ

ば

い
け
な

い
と

も

記
し

て

い
ま
す

。

国
学

の
大

家

で
あ

る
本
居

宣
長

は

、
『
古

事

記
伝
』

の
中

で
こ

の
笠

に
触

れ

て

い
ま

す

。

そ
れ

に
よ

り
ま

す
と

、
疱
瘡

が
軽

い
こ
と
を
祈

願
す

る
人

は
、

鷺

大

明

神

に
お
参

り

し

、

そ

こ

の
笠

を

借

り

て
帰
り

、
家

で
信
仰

す

る

の
で
す

。
そ

し

て
、

全

快

の
後

は

、

も

う

一
つ
笠

を

作

り

、

借

り

て
き

た

の
と

い

っ
し

ょ
に
神
社

に
返
納

す

る
。
次

の
祈

願
者

は

そ

こ
か

ら

一
つ
借
り

て
帰

っ

て
、

二

つ
に
し

て
返
す

。
そ

の
繰
り

返
し

で
笠

は
ど
ん
ど

ん
増

え

て
く

る
、
と
書

い

て

い
ま

す

。

本

居
宣

長

は
更

に
、
サ
ギ
と

い
う

言
葉

の
語
源

に
言

及

し

、

貝
原

好

古

の

『
和

爾

雅

』

を
引

用

し

て
、
因
幡

の

「
白

う

さ
ぎ

」
と

の
関

係
を

指

摘

し

て

い
ま

す

。

そ

う
だ

と

す

る
と

、
鷺

大

明
神

の
利
益

が

、
疫

病
治

し

で
あ

る

こ
と

が
理
解

さ

れ

て
き

ま
す

。

一
方

、
天

草

に
お

け

る
疱
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瘡
神

信
仰

に
関
す

る
浜

田

隆

一
氏

の
小
論

文

で

は
、
「
鷺

大
明
神

」
と

、
疱

瘡
対

策

に
登

場
す

る

「
う
さ
ぎ
」

の
役
割

と

、
「
鹿

(
古

語

で
カ

セ
ギ

)
明
神

」
を

、
あ

る
意

味

で
同

一
化
し

ま
す

。
語

源
分

析

に
全

く
疑

問
点

が

な

い
と

い
う
わ
け

で
は
あ

り

ま

せ

ん
が

、

鷺

大

明

神

、

鹿

明

神

、

う

さ
ぎ

に
は
、
さ
く

、
さ
ぐ

、
ふ

さ
ぐ

、
と

い

っ
た
形

態

素

が

い
ず

れ

に
も

含

ま

れ

て

い
る

、

と

の
結

論

に
達

し

て
い
ま
す

。

そ
れ
は
と

も
か

く

、
話

を
鷺

大
明
神

に
戻

し

ま
す
と

、
神
社

の
周

辺

の
住
民

た
ち

の
行

動

は

、

小

石
を
拾

う

こ
と
を

媒
介

と

し

て
、
神
社

の
現

世
利

益

的

な
徳

を

手

に
入

れ

る
と

い
う

、

ご

く

あ

り

ふ
れ

た

、
呪

術
的

な
も

の
と

言
え

る

で
し

ょ
う

。

ま

た

、
疱

瘡

守

と

し

て

の
笠

と

い

う
も

の
は

、
病
気

の

「
瘡

」
と
同

音

で
あ

る

こ
と

か
ら

、
特

に
効
果
的

な
も

の
で
あ

り
ま
す

。

『
日
本

九
峰

修
行

日
記
』

に
は
、
そ

の
他

に
も

様

々
な

疱

瘡
対

策

が

見

ら

れ

ま
す

。
あ

る
所

で
は
観
音

式
会

、
ま

た
あ

る
所

で
は
欅

崇
拝

で
あ

っ
た

り

し

て

い
ま

す

。

ま

た
疱

瘡

の
広

が

る

の
を
防

ぐ

た
め

に
、
旅
人

を
遠

回
り

さ

せ
た
り

、
病

人

を

山

奥

に
捨

て
置

い
た

り

す

る

こ

と

が

記
録

さ
れ

て

い
ま
す

。
次

の
記
事

は
、
あ

る
時

病

気

に
な

っ
た

山

伏

を

訪

ね

て

い

っ
た
時

の
も

の
で
す
が

、
加

持
祈

檮
を

行

う

べ
き

か
否

か

の
問
題
を

含

ん

で

い
ま
す

。
「
安

祥

坊

疱
瘡

見
舞

い

に
行

く
」
と
書

い

て
あ

り
そ

れ
か

ら

「
安
祥
坊

疱
瘡

六

ケ
敷
故

に
祈

念
す

」
。
祈

疇

と

は
書

い

て

な

い
で
、
「
祈
念

す
」
と

あ
り

ま
す

。
「
本
尊

の
前

甚

宜

し

か
ら

ず

。
又

寝

む

た

き

こ
と

限

り

な
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し

。
祈

檮
気

遣

は
し

き

に
因

り

、
平

四
郎

(
野

田
泉

光

院

の
荷

物

を

運

ぶ

強
力

)

を

見

舞

い

に

遣

わ
し

た
る

に
」
、
昼

過
ぎ

亡
く

な

っ
た
と
書

い
て
あ
り

ま
す

。
そ
れ

で
、
翌

日

「
中

町

へ
平

四

郎
を

悔

み

に
遣

は
す

」
と
あ

り
ま

す
か
ら

、
同

じ

山

伏

仲

間

が

疱

瘡

に
か

か

っ
て
亡

く

な

っ
た

記
事

な

の

で
す

。

「
咒

歌

」

の
構

造

以

上

の

よ

う

な

出

来

事

と

は

別

に
、

旅

中

の
病

一
般

に

対

し

て
面

白

い

こ

と

が

読

み

取

れ

ま

す

。

そ

れ

は

、

一
般

の

人

の
病

に
対

し

て

は

、

山

伏

が

}
ま

じ

な

い

」

を

使

う

記

事

が

よ

く

出

て
き

ま

す

け

れ

ど

も

、
山

伏

自

身

が

病

気

に

な

っ
た

時

に

は

、

必

ず

薬

を

使

っ
た

り

お

医

者

さ

ん

に
か

か

る

、

と

い

う

点

で
す

。

つ
ま

り

、
「
ま

じ

な

い
」

す

る
人

は

自

分

を

治

せ

な

い

と

い

う

こ

と

で

、

こ
れ

に

つ
い

て

は

四

、
五

年

前

に

出

し

た

本

の

中

に

も

少

し

書

き

ま

し

た

。

修

験

道

に

は

ご

承

知

の
と

お

り

、

呪

術

的

療

法

が

た

く

さ

ん

あ

り

ま

す

。

そ

し

て
修

験

道

の

病

気

治

し

の
中

に

は

、

当

然

疱

瘡

と

か

そ

う

い

う

疫

病

も

た

く

さ

ん

含

ま

れ

て

い

ま

す

。

そ

の

手

段

と

い

い
ま

す

と

、

多

く

は

慚
唱

え

ご

と

」

と

か

、
「
咒

歌

」

で
あ

り

ま

す

。

例

え

ば

『
修

験

深

秘

行

法

符

咒

集

』

と

い
う

文

献

の
中

に

は

、

次

の

よ

う

な

「
咒

歌

」

が

あ

り

ま

す

。

ム

カ

シ

ヨ
リ

ヤ

ク

ソ
ク

ナ

レ
バ

イ

モ

ハ
シ

カ

ヤ

ム

ト

モ

シ

セ
ジ

カ

ミ

ア

キ

ノ

ウ

チ
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こ

の

歌

の

呪

的

効

果

の
基

盤

と

な

っ
て

い

る

も

の

は

、

遥

か

昔

か

ら

の

神

々

と

の

約

束

で

あ

り

ま

し

て

、

一
種

の
他

力

の
考

え

方

と

言

え

ま

し

ょ

う

。

こ

の

歌

に

は

異

文

の

も

の

が

多

数

存

在

し

て

い

ま

す

が

、

こ

の

こ
と

は

、

い

か

に

こ

の
歌

が

好

ん

で

用

い

ら

れ

た

か

を

証

明

し

て

い

ま

す

。
「
咒

歌

」

を

分

析

し

ま

す

と

、

そ

こ

に

は

共

通

の

語

源

的

表

現

が

は

っ
き

り

と

表

れ

て

い

る

と

思

い
ま

す

。

ま

ず

、
何

を

対

象

と

し

て

い

る

か

と

い

う

こ

と

が

、

は

っ
き

り

表

わ

さ

れ

て

い

ま

す

。

先

程

の
歌

で

は

イ

モ
と

ハ
シ

カ

で
あ

り

ま

す

、
次

に

そ

の
目

的

は

何

か

と

い

う

と

、

「
シ

セ
ジ

」
、
死

な

な

い
と

い

う

こ

と

を

は

っ
き

り

表

現

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

す

。

ま

た

「
ム

カ

シ

ヨ

リ

」

と

い

う

言

葉

は

、

神

々

と

の
約

束

を

強

調

す

る

た

め

の

決

ま

り

文

句

で

す

。

そ

れ

と

、

「
カ

ミ

ア

キ

ノ

ウ

チ
」

と

い

う

言

葉

は

、

話

者

と

病

を

は

っ
き

り

分

離

さ

せ

る

た

め

の

言

葉

で
す

。

つ
ま

り

話

者

の

い

る

場

所

は

神

垣

の
内

で
あ

る

か

ら

、

病

は

入

れ

な

い

、

疱

瘡

の

よ

う

な

疫

病

は

入

れ

な

い
と

い
う

こ

と

で

す

。

呪

術

的

に

言

え

ば

、

そ

の

場

所

の
変

質

で

あ

り

ま

す

。

話

者

が

ど

こ

に

い

て
も

、
「
こ

こ

は

神

垣

の
内

」

と

決

め

れ

ば

、

も

う

病

気

は

入

っ

て

来

ら

れ

な

い
と

い

う

呪

術

的

な

考

え

方

で
す

。
ま

た

万

一
疱

瘡

に

か

か

っ

て

も

、

死

は

免

れ

る

と

い

う

こ

と

、

つ
ま

り

軽

い
疱

瘡

で
済

む

と

い

う

こ
と

は

、

「
ヤ

ク

ソ
ク

ナ

レ

バ
」

が

示

す

よ

う

に

、

神

々

が

必

ず

守

ら

な

く

ち

ゃ
な

ら

な

い

こ

と

な

の

で
す

。

以

上

は

、

「
咒

歌

」

の

呪

的

な

働

き

の

基

本
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的

な

要

素

で
す

。

次

の

歌

に

は

、
神

々

の

加

護

が

比

喩

的

に

表

さ

れ

て

い
ま

す

。

フ

ル

ア

メ

ニ

ミ

ノ

カ

サ

モ

キ

ヌ

マ
ゴ

ノ

コ

ノ

ヌ

レ

ヌ

モ

カ

ミ

ノ

メ

グ

ミ

ナ

リ

ケ

リ

ま

た

疫

病

の
退

散

を

唱

え

る

歌

も

あ

り

ま

す

。

チ

ハ

ヤ
ブ

ル

カ

ミ

ノ

オ

シ

エ

ノ

カ

ゴ

ナ

レ

バ

ハ

ヤ

ル

モ

ガ

ミ

ヲ

サ

シ

ノ

ケ

ゾ

ス

ル

あ

る

修

験

者

の

『
疱

瘡

呪

守

』

と

い

う
文

献

に

は

、

次

の

よ

う

な

様

々

な

方

法

が

出

て

き

ま

す

。

ま

ず

、
護

身

法

と

般

若

心

経

と

い
う

ご

く

あ

り

ふ

れ

た

も

の

か

ら

始

ま

っ
て

、

モ
ガ

ミ

ガ

ワ

キ

ョ
キ

ナ

ガ

レ

ノ

ミ

ズ

ナ

レ

バ

ア

ク

タ

ハ

シ

ズ

ム

ヌ

シ

バ
サ

カ

エ

ル

と

い
う
有

名

な
歌

が
出

て
き

ま
す

が
、
そ

の
次

に
、
い
ろ

ん
な

「
唱

え

ご
と

」
が
出

て
き

ま
す

。

例

え

ば
御

札

に
書
く

文
句

と

し

て
、
「
越
前

国
湯
尾

峠
東

の
茶

屋
孫

嫡
子

」
と

い

っ
た
有

名

な
言

葉

そ

の
下

に
は
、
小

さ
く

「
人

は
病

む
と

も
我

は
除

く

そ
」

と

い

う
面

白

い
文

句

が
書

い

て
あ

り
ま

す

。
こ

の
文

句

は
民
間
信

仰

の
中

に

は
普

遍
的

に
出

て
来

る
も

の

で

、
人

は

ど

う

で
も

い
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い
か

ら

、

自

分

だ

け

は

助

か

り

た

い

、
と

い

う
考

え

方

で

す

ね

。

次

に

、

門

(
か

ど

)

に

貼

る

札

と

し

て

は

、
次

の

よ

う

な

歌

が

あ

り

ま

す

。

ワ
ガ

ナ

ア

ル

カ

ド

サ

ト

ハ

ヨ
ケ

ヨ

ホ

ウ

ソ

ウ

ガ

ミ

ナ

キ

サ

ト

ナ

ラ

バ

ト

ニ

モ

カ

ク

ニ
モ

直

訳

す

る

と

、
私

の
名

前

が

あ

る

と

こ

ろ

は

早

く

通

り

過

ぎ

な

さ

い

、

名

前

が

な

い

里

な

ら

ど

う

で
も

い

い

け

ど

、

と

い

っ
た

所

で

し

ょ
う

か

。

こ

の

歌

に

は

た

く

さ

ん

の

異

文

も

あ

る

ん

で

す

が

、

こ

こ

で
注

目

さ

れ

る

こ

と

は

、

多

く

の

民

間

伝

承

の
場

合

は

、

疱

瘡

神

は

ま

ず

歓

待

さ

れ

、

後

に

見

送

ら

れ

る

と

い

う

の
が

、

一
般

的

な

習

俗

で

す

が

、

こ

の
歌

で

は

疱

瘡

神

の

追

放

を

歌

っ
て

い

ま

す

。

た

だ

し

こ

の
歌

を

も

う

一
度

読

ん

で

み

ま

す

と

、

別

な

解

釈

も

で
き

な
.

い

こ
と

は

な

い

の

で

す

。

つ
ま

り

、

「
門

里

ハ

ヨ

ケ

ヨ
」

と

い
う

命

令

形

で

区

切

る

と

、

そ

の

目

的

語

は
疱

瘡

神

で

は

な

く

、

疱

瘡

神

と

は

別

の
悪

い
疫

病

神

に

な

っ

て

く

る

の

で

は

な

い

か

と

思

い

ま

す

。

「
疱

瘡

神

無

里

」
、
疱

瘡

神

が

い

な

い

里

な

ら

ど

う

で

も

い

い

が

、

疱

瘡

神

が

い

る

こ

の
里

は

守

っ
て

ほ

し

い

、
と

い
う

こ
と

に
な

り

、

疱

瘡

神

の

追

放

で

は

な

く

な

っ
て

く

る

わ

け

で
す

。

こ
れ

は
非

常

に

大

事

な

点

だ

と

思

い

ま

す

。

そ

れ

は

皆

様

ご

承

知

の

よ

う

に

、

疱

瘡

神

は

悪

神

か

ら

福

神

に

な

る

と

い

う

、

江

戸

末

期

の

流

行

神

の

伝

統

的

な

パ

タ

ー

ン
が

こ

こ

に
見

ら

れ

る

の

で
す

。
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こ
の
歌

に

つ
い

て
は
、
も

う

一
つ
の
問

題
が
残

さ
れ

て
い
ま
す

。
そ
れ

は

「
我

名

」

の

「
我

」

で
す

。

こ
の

「
我

」

は
誰
か

と

い
う

こ
と

で
す

が

、

ま

ず

考

え

ら

れ

る

の
は

、
民

間

伝

承

の
資

料

の
中

に
よ
く
登

場

す

る
、
半

分
歴

史
的

な
、
半

分

伝

説
的

な
人

物

で

あ

り
ま

す

。
彼

ら

は
何

ら

か

の
形

で
疱
瘡

神

と
関

わ
り

の
あ

っ
た
人

で
、
疱
瘡
神

の
お
世

話

を

し

た
人

物

な

の

で
す

。

そ

の
恩

返
し

と
し

て
、
疱
瘡

神

が
守

り
札

や

「
咒
歌

」

を

教

え

て
く

れ

た
と

い
う

、

そ

の

よ

う

な
伝

説

の
中

に
出

て
く

る
人
物

か
も

知
れ

な

い

の
で
す

。

ま
た

、
歴

史

的

に
指

摘

で
き

る

よ
う

な
人

物
も

考

え
ら

れ
ま
す

。
例

え
ば

、
若

狭

の
小

浜

の
六

郎

左

衛

門

と

い
う

実

在

の
人

の
名

前

だ

と

も

言
わ
れ

て
い
ま
す

。
更

に
考

え
ら
れ

る

こ
と

は

、
疫

病

の
守

護

神

と

し

て
よ

く

知

ら

れ

て
い
る
牛

頭
天

王
と

か

、
天

神

で
あ
り

ま
す

。
「
我
名
」

と

い
う
文
句

は

よ
く
牛

頭

天

王

の
歌

に

出

て
き

て
、
「
私

の
名

前
を

書

い

て
あ

る
家
を
守

り

ま
す
」
と

な

っ
て
い
る

の
が
普
通

で
す

。

続

い

て
同

じ
文

献

に
は
次

の
歌

が
あ

り
ま
す

。

チ

ハ
ヤ
ブ

ル

カ

ミ

ノ
ミ
ズ
ガ

キ

ノ

ウ

チ
ナ

レ
バ

モ

ハ
シ
カ

ト

モ

ニ

カ

ル
キ

モ

ノ
ナ
リ

こ
れ

は

、
軽

く
済

む

よ
う

に
願

わ
れ

て
い
る
も

の

で
す

。

次

に
伝
統

的
な

疱
瘡

の
薬

療
法

と
し

て
、
小
豆

と

か

甘

草

と

か

黒

豆

な

ど

で
作

ら

れ

た

薬

の

治

療

法
が

い
ろ

い
ろ
書

い

て
あ

り
ま

す
。
そ

し

て
、
疱

瘡

全

快

の
直

前

に
行

わ

れ

る

、

い
わ

ゆ
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る

笹

湯

と

か

酒

湯

と

か

い
う

方

法

も

書

い

て
あ

り

ま

す

。

そ

れ

に
続

け

て
、

次

の

よ

う

な
ち

ょ

っ

と

面

白

い
歌

も

出

て
き

ま

す

。

ホ

ウ

ソ

ウ

ノ

ヤ

ド

ハ
ト

ト

ヘ
バ

ァ

ト

モ

ナ

シ

コ

ノ

ト

コ

ロ

ニ

ハ

イ

モ

セ

ザ

リ

ケ

リ

疱

瘡

神

は

ど

こ

に

住

ん

で

い

る

か

と

聞

か

れ

れ

ば

、

こ

こ

じ

ゃ

な

い

。

だ

か

ら

疱

瘡

に

も

か

か

ら

な

い
と

い

う

わ

け

で
す

。

以

上

の

三

つ
の
歌

か

ら

、

い
ろ

ん

な

こ

と

が

指

摘

で

き

る

と

思

い

ま

す

。

第

一
は

疱

瘡

に

か

か

る

危

険

を

除

く

こ
と

。
疱

瘡

神

を

近

づ

か

せ

な

い

と

い

う

考

え

方

。

第

二

は

疱

瘡

が

軽

症

で

済

む

よ

う

に

と

い

う

お

願

い

。
第

三

は

疱

瘡

の
痕

を

残

さ

な

い

と

い

う

こ

と

。

つ
ま

り

、

ア

バ

タ
顔

を

避

け

る

と

い
う

こ

と

で
す

。

こ

の

三

つ
の

目

的

が

大

体

疱

瘡

に

対

す

る

呪

的

治

療

法

の

主

な

も

の
だ

と

思

い
ま

す

。

一10一

 

疱
瘡

神
祭

り

の

一
例

修
験

道

の
山

伏

は
疫

病

に
関
す

る
秘

法

、
唱

え

ご

と

を
多

数

持

っ
て

い
ま

し

た

が

、

民

間

に

行

わ
れ

た
疱

瘡
神
祭

り

に
参

加
す

る

こ
と
も
あ

り
ま

し

た
。
橋

本

伯
寿

と

い
う
甲

斐

(
山

梨

県

)

の
お
医

者

さ
ん

の

『
断
毒
論

』
と

い
う
本

の
中

に
、

そ

の
国

の
疱

瘡

神

祭

り

の
習

慣

を

割

と

詳



し
く

記
し

て
あ

り
ま
す

。
そ
れ

に
よ
り

ま
す

と
、
「
ち
か
ご

ろ
疱
瘡

神
祭

り
は
格
別

に
甚
だ
し
く
」

な

っ
て
、
疱
瘡

の
六

日

に
当

た

る
夜

に
は
、
親
類

は
勿

論

の

こ
と

、

い

ろ

ん
な

方

を

家

に
招

待

し

て
、
お
坊

さ
ん
と

か
神
主

さ
ん

と
か
山

伏
を

請
ず

る

の
だ

そ

う

で
す

。

そ

し

て
赤

い
御

幣

を

立

て
、
疱

瘡
神

の
た
め

の
神
棚

を
作

り

、
疱

瘡

の
重

き

、

軽

き

の
差

別

も

な

く

、

祭

り

で
騒

ぐ

の

で
す

。
招

待

さ
れ

た
人
た
ち

は

い
ろ

ん
な
土

産
物

を

持

っ
て
来

る

の

で
す

が

、

そ

の
土

産
物

の
中

に
は
、
流
行

っ
て

い
る
当

世

の
錦
絵

な
ど
も

あ

り

ま

す

。

そ

し

て
そ

の
錦

絵

を
病

人

の
寝

て

い
る
所

に
置

く

の

で
す

。
そ
れ
と

は
別

に
、
餅

と
か
菓

子
と

か
酒

と
か
他

の
土
産
物

は
、
貰

っ

た
数

の
多

さ

で
そ

の
家

の
面

目
を
施

し

ま
す

。

疱

瘡
絵

(
一
)

で
は
次

に

『
断

毒
論

」
と

い
う
本

に
記
さ

れ

て

い
る

、
錦

絵

、

い
わ

ゆ

る
疱

瘡

絵

の
話

に
移

り
ま

す
。
錦
絵

と

い
う
と

、
普

通

に
は
浮
世

絵

の

一
種

の

こ
と

で
す

が

、

こ

こ

で

は
も

っ
と

狭

い
意
味

で
、
赤

絵
と
称

さ
れ

る

一
色

刷

り

の
版

画

と
解
釈

す

べ
き

じ

ゃ
な

い
か

と

思

い
ま

す

。

こ
の
よ
う
な

絵

は
種

痘

で
疱
瘡

が
退

治
さ

れ
は

じ
め

た
江

戸

末

期

か

ら

明

治

の
初

期

に
か

け

て

も

、
か

な
り
流

行
し

て

い
た
と
思

わ
れ

ま
す

。

こ

こ
で
は
東
京

大
学

に
あ

る
疱
瘡

絵

の

コ
レ
ク

シ

ョ

ン
を

元

に
し

て
、

少

し

そ

の
絵

を

見

て

一11一



み

ま

し

ょ

う

。

(
ス

ラ

イ

ド

ー
①

)

疱

瘡

絵

は

そ

れ

ほ

ど

数

が

多

く

な

い

の

で
す

け

れ

ど

、

い

く

つ
か

に

分

類

が

で
き

る

と

思

い

ま

す

。

そ

の

第

一
は

、

病

よ

け

と

悪

魔

祓

い

に

な

る

よ

う

な

英

雄

の
像

で

す

。

こ

こ

に

示

し

ま

し

た

の

は

、

ご

存

じ

の

源

為

朝

の
絵

で

、
疱

瘡

絵

に

い

ち

ば

ん

よ

く

出

て

く

る

歴

史

的

な

人

物

で

す

。

ま

わ

り

に
書

い

て

あ

り

ま

す

歌

は

、

世

の
人

の

為

と

も

な

れ

と

も

が

さ

を

も

守

ら

せ

玉

ふ

運

の

つ
よ
弓

①為朝とっよ弓(東 京大学総合図書館)

 

と

い
う
歌

で
す

。
結
局

こ
れ
は

、
為
朝

と
彼

の
象

徴

的

武

器

で
あ

る
弓

の
力

で
、
疱

瘡

か

ら

人

を
守

る
力

を
示

し

て
い
ま
す

。
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(
ス
ラ
イ

ド

ー
②

)

次

も
為

朝

の
絵

で
す
が

、
下

に
疱

瘡

神
が
地

面

に
伏

し

て

い
て
、

悪
魔

が
座

っ
て
い
ま
す

。
ま
わ

り

の
歌

は

非
常

に
読

み

に
く

い
も

の

で
す
が

、

末

の
世

に

神

と
祭

り
し

弓
取

の

よ
き

お

さ
な

子

を

我

ハ
守

ら

ん

と

あ
り

ま
す

。
こ
れ
も
神

と

し

て
崇

め

ら
れ
た
為

朝

が
病
気

の
子

ど
も

を

守

る
誓

い

で
あ

り
ま
す

。
だ

か

ら

先

②為朝 の誓 い(東 京大学総合 図書館)
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に
触

れ

ま

し

た

呪

的

な

歌

の

ひ

と

つ

で
す

ね

。

(
ス

ラ

イ

ド

ー
③

)

次

の

も

同

じ

よ

う

に
為

朝

で
す

が

、

こ
れ

に

は

一

つ

の

¶
し

る

し

」

が

あ

り

ま

す

。

こ

の
赤

い
手

形

が

そ

う

で
す

。

こ

れ

は

、
疱

瘡

神

が

自

分

が

負

け

た

証

明

と

し

て

サ

イ

ン

し

た

と

い

う

「
し

る

し

」

で

手

を

置

い

た

の

で
す

。

こ

れ

に

は

別

な

解

釈

も

あ

り

ま

す

。

そ

れ

は

為

朝

が

自

分



で
手

形

を

押

し

た

と

い

う

も

の

で

、

そ

の
手

形

は
本

人

と

同

じ

よ

う

な

威

力

を

持

つ
と

い
う

も

の

で

す

。

他

に

も

加

藤

清

正

の
手

形

と

い

う

の
も

あ

り

ま

す

。

こ

れ

が

鬼

の
残

し

た

「
し

る

し

」

だ

と

す

る

と

、

鬼

が

「
も

う

疱

瘡

は

流

布

さ

せ

な

い

」

と

い

う

約

束

を

し

た

証

明

だ

と

い

う

こ

と

に

な

り

ま

す

。

③正一位為朝大明神来由(日 本医学文化保存会)
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(
ス
ラ
イ

ド
ー
④

)

こ
れ

は

非

常

に

変
わ

っ
た
も

の
で
、

忿
怒

形

の
、
鬼

み

た

い
な
武

将

で
す

が
、
為
朝
の
ち

ょ
っ

と
変

わ

っ
た
形

だ

と
思

い
ま

す

。
下

は
典

型
的

な
疱

瘡

神

二
人
が

逃

げ

る

と

こ
ろ

で
す

。

こ

う

い
う
場
合

は
、

桟

俵
と

御

幣

を

手

に
持

た
せ

て

い
ま

す

が
、
結

局

、

自

靆

,、

④疱瘡退除の図(日 本医学文化保存会)

 

分

を

追

い
出

す

力

を

持

つ
呪

的

な

も

の

で
す

。

そ

し

て
下

に
小

さ

く

書

い

て
あ

る

テ

キ

ス

ト

は

、

一15一



「
た

め

と

も

さ

ま

や

て

の

ひ

ウ

の

は

り

ガ

ミ

ハ

ま

い

ど

の

お

な

じ

ミ

だ

か

ら

さ

の

ミ

と

ハ

お

そ

れ

ぬ

が

こ

り

ゃ

ア
な

ん

だ

お

そ

ろ

し

い

も

の

が

て

た

ぞ

う

す

き

ミ

が

わ

る

い

ハ

に

げ

ろ

ー

」

と

い

う

文

句

で
す

。

(
ス

ラ
イ

ド

ー
⑤

)

次

の

絵

に

は

右

側

に

は

疱

瘡

神

が

二

つ
の

形

で

出

て
き

ま

す

。

一

つ

は

老

人

の
形

で

、
自

分

で

負

け

る

証
明

書

を

持

っ
て

い
ま

す

。

も

う

一

つ
は

子

供

の

形

で

出

て

き

て

い

ま

す

。

二

人

と

も

疱

瘡

神

と

書

い

て

あ

り

ま

す

。

そ

し

て

ま

わ

り

に

は

、

よ

く

疱

瘡

絵

に

出

て
く

る

お

も

ち

ゃ
と

か

ミ

一16一



ミ
ズ

ク
と

か
犬

や
だ

る

ま

が
描

か
れ

て
い
ま
す

。

左

側

は

、
鎮

西

八

郎

為

朝

の
前

に
屈

伏
す

る
疱

瘡

神

が
描

か
れ

て
い
ま
す

。

こ

の
絵

は

一
色

刷

り

で

は

な
く

て
立

派

な
浮

世

絵

で

す

。

こ
う

い
う
絵

も

多
少

あ

り
ま
す

。

(
ス

ラ

イ

ド

ー

⑥

)

次

に
出

て
く

る

の
は
鍾

馗

で
す

。
鍾
馗

は
中

国

の
も

の

で
、
玄

宗

が

夢

に
見

た

悪

魔

を

追

い

出
す

伝
説

的

な
人
物

で
あ

り
ま
す

。
文

字
が
非

常

に
読

み

に
く

い

の
で
す
が

、
「
疱

瘡

の

あ

と

な
く

さ
め

て
見

し
夢

の

俤

う

つ
る

鍾
馗

大
臣
」

と

あ

っ
て
、

最
後

は
全

然

読

め

な

い

の

で

す

け

れ
ど

、
鍾
馗

は
呪
的

な
先

例

と
し

て
考

え
ら
れ

ま

す

。
鍾

馗

が
出

て
く

る
例

は
割

と

多

い

の

で
す

が

、
あ
と

一
つ
お
見

せ
し

ま
し

ょ
う
。

⑤為朝の前に伏す疱瘡神(東 京都立中央図書館)
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⑥鍾馗 の呪力(東 京大学総 合図書館)
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(
ス

ラ

イ

ド

ー
⑦

)

こ
れ

も

鍾

馗

が

疱

瘡

神

と

疫

病

神

を

退

治

す

る
絵

で

す

。

こ

の

よ

う

な

場

面

に

出

て

く

る

歌

を

見

ま

す

と

、

い

ろ

い

ろ

な

決

ま

り

文

句

の

よ

う

な

言

葉

が

出

て

く

る

の

で
す

。

動

詞

で

言

え

ば

「
治

め

る

」

と

か

幽
鎮

く

」

と

か

酬
す

む

」

と

い

う

よ

う

に

、

疫

病

を

な

く

す

る

と

い

う

動

詞

が

、

割

に

よ

く

出

て
く

る

と

思

い
ま

す

。

ま

た

、

犬

が

描

か

れ

て

い

る

と

、

そ

れ

は

[
い

ぬ

(
去

ぬ

・
往

ぬ

)
」

と

い

う

動

詞

と

同

音

と

い

う

こ
と

で
出

て
く

る

の

で

す

。
犬

は

[
ま

じ

な

い

」

の
と

こ

ろ

で

よ

く

使

わ

れ

た

動

物

で

、

言

語

学

的

に
見

ま

す

と

非

常

に
便

利

な

表

象

で
す

。



⑦鍾馗と菖蒲刀(東 京大学総合図書館)

一19一

 

疱
瘡

絵

(
二
)

(
ス
ラ
イ
ド

ー
⑧

と
⑨

)

次

は
、
獅

子
舞

の
絵

で
す

。
ま
ず

こ

の
絵

を
見

ま
す
と

、
一
あ

く
ま
め

ハ

見

ら

れ

ぬ

獅

子

の

勇

ミ
顔
」

と
読

め

る
と
思

い
ま
す

け
れ

ど
、
も

う

一
つ
の
絵

に
は

、
「
丸

一
が

軽

く

取

り

な

す

曲

鞠

の

十

二
峠

も

祝

ふ
獅

子
舞

」
と
書

い

て
あ

り
ま

す

。

獅

子

舞

は

も
ち

ろ

ん

正

月

と

の



か
か

わ

り

で
、
祭

典
的

、

祭

り

的

な

性

格

を
持

つ
も

の
で
す

が
、

も

う

一

方

で
そ

の
力

で
疱
瘡

を
抑

え

る

と

い

う
、
悪

魔
祓

的
な
性

格

も

含

ま

れ

て

い
ま
す

。

丸

一
と

い
う

の
は
、
尾

張

か

ら
出

て
き

た
獅

子
舞

の

一
派

で
す

。
獅

子

舞

は
年
中

出

て
き

て
も

い

い

の

で
す

が

、
い
ち
ば

ん
典

型
的

な

季
節

は
年

末

と
お
正

月
あ

た

り

で
、
神

が
来

訪

す

る
正
月

に
好

ん

で
舞

い
出

て
く

る
も

の
で
す
。

こ
の
歌

で
も

う

一
つ
問
題

に
な

る

の
は
、
十

二
峠

と

い
う

言
葉

だ

と

思

い
ま

す

。

こ
れ

が

ど

う

い
う
意
味

か

と

い
ろ

い
ろ
苦
労

し
た

の
で
す

が

、
疱

瘡

の
病

の
進

行

の
中

に
山

上

げ

と

い
う

言

い
方

が

あ

っ
て
、
普
通

山
上
げ

と

言

い
ま
す
と

、

六

日

目

か
七

日

目

の

一
番

危

な

い
時

期

を

言

い
ま
す

。
そ

の
山

上
げ

が
無
事

過
ご

せ

た
ら
、

そ

の
病
人

の
命

に

は
危

険

が

な

い
と

い

う

こ

と
が

よ
く

言
わ

れ

て
ま
す

。
こ
の
山
上

げ
を
十

二
峠

に
直

接

結

び

付

け

ら
れ

る

か

ど

う

か
が

問
⑧獅子と悪魔払い(東 京大学総合図書館)
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題

で
す

。

そ

れ

と

は

別

に

、

十

二

峠

は

十

二

月

じ

ゃ
な

い

か

と

も

思

わ

れ

ま

す

。

呪

的

な

考

え

の

上

で

、

一
月

か

ら

十

二
月

ま

で

無

事

に
済

ん

だ

よ

う

に

、

十

二

峠

を

越

え

た

と

い
う

こ

と

、

一

年

を

無

事

に
越

え

た

と

い

う

こ

と

に

よ

っ
て
、

も

う

疱

瘡

に

は

か

か

ら

な

い
と

い
う

わ

け

で

す

。

こ

う

い

う

ふ

う

に
十

二
峠

に

つ
い

て

い

ろ

い

ろ

考

⑨丸一の獅子舞(東 京大学総合図書館)

 

え

ら

れ

ま

す

が

、

先

に

申

し

ま

し

た

よ

う

に

、

分

類

と

し

ま

し

て

は

、

こ

う

い

う

絵

は

祝

祭

的

な

性

格

が

強

い

の

で

す

。
病

気

を

抑

え

る

の

で

は

な

く

て

、

そ

の

時

を

良

い

時

期

に

変

質

さ

せ

る

の

で
す

。

そ

れ

は

病

気

に

か

か

っ
た

時

を

お

正

月

な

ど

と

関

係

さ

せ

て

、

こ

ん

な

良

い
時

期

に
病

気

は

あ

り

得

な

い
と

い
う

呪

的

な

考

え

方

だ

と

思

い

ま

す

。

い

ず

れ

に

せ

よ

、

上

記

の
歌

は

病

を

取

り

除

く

こ

と

を

目

的

と

し

た

も

の

の

一
つ
で
す

。

し

か

し

同

時

に

吉

祥

的

な

も

の

や

、

縁

起

の

い

い
も

の
を

強

調

す

る

こ

と

に

よ

っ
て
疱

瘡

に

対

抗

す

る

と

い

う

意

味

を

も

っ

て

い

る
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と

い
え

ま

す

。

(
ス

ラ

イ

ド

ー
⑩

)

次

の

鯛

も

そ

う

で

す

。

ピ

ン

ピ

ン
鯛

と

い

っ

て

、

尻

尾

を

撥

ね

上

げ

た

鯛

で

す

。

そ

こ

に

「
小

つ

つ
み

の

か

は

り

に

鯛

を

脇

は

さ

み

千

万

恵

び

す

万

歳

の
春

」

と

書

い

て

あ

り

ま

す

が

、
鯛

は

も

ち

ろ

ん

「
メ

デ

タ

イ
」

と

の
同

音
と

い
う

こ
と

で
疱

瘡

絵

に

出

て
く

る
動
物

で
す

。
万

歳

が

出

て

く

る

の
は
お
正
月

と

の
結
び

付

け

で

す
。
正
月

の
呪
的

な
力
を

借

り

て

と

い
う

こ
と

で
す

。

(
ス

ラ
イ

ド

ー
⑪

)

こ

こ

は

、

早

咲

の

梅

の

つ
ぼ

ミ

も

ニ

ツ
三

ツ

雪

に

色

よ

き

⑩たいぐるま(東 京大学総合図書館)
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犬

の
あ
し
跡

と
書

い

て
あ

り
ま
す

。
雪

の
下

で
花

開

い
た
ば

か

り

の
梅

は
春

の
訪

れ
を

告
げ

る
も

の
で
す
が
、
蘇
る
命

と
か
、

新
年

と

い
う
観

念
を

表
わ

し

て
い
ま

す
。
言

い
換

え
れ

ば
、
再

生

の
象

徴

で
す

。
そ
し

て
蕾

の
赤

い
色

は
ま
た
、

呪
的

な
効

果
を
裏

付

け
る
も

の
で
、

犬

も

さ

っ
き
申

し
上
げ

ま

し

た
よ

う

に

「
い
ぬ
」
と

い
う
動

詞

と

同

音

の

た
め

に
出

て
く

る
と
思

い
ま

す

。

新

年

と

い
う
め

で
た

い
時
期

で
す

か
ら

、
疱

瘡

と

い
う
恐

ろ
し

い
病

気

は
当
然
出

て
来

ま

せ
ん

。

同

じ

よ
う

に
お
正
月

と
結

び

つ
い
て

い
る
絵

と

し

て
次

の
も

の
が
あ

り
ま

す
。

留鴬雲り尹型,娘 蚊 へ 聖

(東京大学総合図書館)⑪早咲きの梅
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(
ス

ラ

イ

ド

ー
⑫

)

こ
れ

は

『
桃

太

郎

』

の
絵

で
す

が

、

蓬

莢

の

山

の

は

つ
日

と

さ

な

が

ら

に

玉

の

春

た

つ

桃

太

郎

の
月

完

全

に

消

え

て

い

る

と

こ

ろ

が

あ

っ

て
、

ち

ょ

っ
と

読

み

に
く

い

の

で

、

他

の
文

献

で

も

う

少

し

調

べ

な

け

れ

ば

い

け

な

い

の

で
す

が

、

こ

こ

で

蓬

莢

山

の

初

日

と

い

っ
て

い

る

の

は

、

完

全

に

お

正

月

と

結

び

つ
け

ら

れ

て

⑫蓬莢飾りと桃太郎(東 京大学総合図書館)

 

い
る

の

で
す

。

ま

た

桃

太

郎

の

月

と

い

う

の

は

、

ま

ず

桃

が

呪

的

な

も

の

で
あ

る

と

い

う

こ

と

、

桃

太

郎

の
月

が

一
番

目

の
月

、

す

な

わ

ち

正

月

と

い

う

こ

と

で

、

呪

的

な

意

味

が

重

ね

て
出

て

く

る

と

思

い

ま

す

。
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疱

瘡

絵

(
三

)

三

番

目

の

グ

ル

ー

プ

は

、

遊

び

と

か

健

康

を

強

調

す

る

グ

ル

ー

プ

で

す

。

こ

う

い

う

絵

が

あ

り

ま

す

。

(
ス

ラ

イ

ド

ー

⑬

)

軽

ー

と

す

み

て
子
供

の

異
勢

よ
く

万

々
年
も

祝

ふ
目
出

た

さ

と

い

う

歌

が

書

い

て
あ

る

絵

で
す

。

「
異

勢

よ

く

」

と

は

、

力

に

溢

れ

て

体

力

の

あ

る
子

供

、

そ

う

い

う

子

供

は

疱

瘡

に

か

か

ら

な

い

、

健

康

で

あ

る

と

い

う

こ
と

を

示

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

こ

の

よ

う

な

歌

に

は

、

「
元

気

よ

く

」

と

か

「
元

気

よ

き

」

と

か

い

う

よ

う

に

、

「
よ

き

」

と

い

う

言

葉

が

繰

り

返

さ

れ

て

い
ま

す

。

こ

う

し

た

言

葉

は
健

康

だ

け

じ

ゃ
な

く

て
、

船湘蹴一 鯲
⑬子供とたいぐるま(東 京大学総合図書館)
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遊
戯

的

な
面
も

強
調

し

て

い
る
と

思

わ
れ

ま
す

。
元

気

で
遊

ん

で
く

れ

る
子

供

は
病

気

に
な

ら

な

い
と

い
う

こ
と

で
す
。

(
ス

ラ
イ

ド

ー
⑭

)

お

も

ち

ゃ
を

持

っ
て

遊

ぶ
子

供

の
絵

に

は

、

よ

く

だ

る

ま

も

出

て

き

ま

す

が

、

こ

の

だ

る

ま

の
絵

に
は

「
起

た
か

る

貌

の

や

さ

し
き

た
る

ま
か
な

」
と
書

い

て
あ

り
ま

す

。
い

つ
も

起
き

上

が

る
だ

る

ま

は
病

気

か

ら
立
ち
直

る
と

い

う

シ

ン
ボ
リ

ズ

ム
を
持

つ
道

具

で
す

か
ら
、

必
ず
病

気

や
疫

病

の
時

に
は
出

て
く

る
の

で
す

。
な
お

、
多

く

の
絵

に
出

て
く

る
黒

い
線

で
す

が
、

い
ろ

い

ろ

な
文
献

を

調

べ

て
み
ま
す

と

、
薬

を

い
ち

ば

ん
危
な

い
と

こ
ろ

や

い
ち

ば

ん
気

に
な
る

と

こ
ろ

に

つ
け

る
と

、

　 　 が　　 き ぐた

⑭達磨(東 京大学総合図書館)
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そ

こ
が
守

ら
れ

る
と

い
う
意
味

で
、
黒

い
線

を
呪
的

な

つ
も

り

で
描

き

い
れ

た

の

で
は

な

い
か

と
思
.い
ま
す

。
だ

い
た

い
目
と
鼻

と

口
あ

た
り
が
多

い
よ
う

で
す

。

ま
た

こ
う

い
う
遊
戯

的

で
健
康

を
強

調
す

る
絵

の
中

に

は

よ

く

「
笑

う

」

と

か

「
遊

ぶ

」

と

か

い

っ
た
動

詞
が
出

て
く

る

の
で
す

。
そ
れ

は
あ
く

ま

で
も

、
「
笑

う
」
子
供

は
病
気
じ

ゃ
な

い
、

「
遊

ぶ
」
子
供

は
病
気

に
な
ら

な

い
と

い
う

こ
と

で
す

。
中

に

は

、
「
よ
き

」

を

も

っ
て
遊

ぶ

と

書

い
て
あ

る
も

の
が
あ

り
ま
す

が

、
そ
れ

は
金

太
郎

の

ま

さ
か

り

〔
斧

〕
の

こ
と

で
す

。

ま

さ

か
り
を
持

っ
て
遊

ぶ
子
供

、
す
な

わ
ち
金

太
郎

は
健

康

な

子

供

の
象

徴

で
す

か

ら

、

こ

れ
も

結

局
病

気

を
乗

り
越

え
る
力

を
示

し

て

い
る

の
で
す

。

(
ス
ラ
イ
ド

ー
⑮

)

こ

の
絵

で
は

、
子

供

た
ち
が

元
気

に
逆
立
ち

し

た

り

、

犬

に
乗

っ
た

り

し

て
元
気

に
遊

ん

で

い
る

こ
と

を
示

し

て

い
ま

す
。
そ

し

て

張

秡

の

達
磨

も
犬

も

疱
瘡

の

見

舞

に
か

る
き

手
遊

ひ
に
し

て

と

は

っ
き

り
書

い
て
あ
り

ま
す

。

こ
う

い
う
絵

に
は
、
鬮
山
を
越

え

る
」

と

い
う
言
葉

も

よ
く
出

て
き

ま
す
が

、

こ

の

「
山

を

越

え

る
」
は
、
当
然

病
気

の
経

過

の
山
上
げ

と
関
係

し

て
い
る
事

で
す

。
具
体

的

な
山

と

し

て
は

、
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疱
瘡

絵

に

は
蓬

莱
山

と
富

士

山

が

よ

く
出

て
き
ま
す

が

、
富

士

山

が

い
ち

ば

ん
多

い
よ

う

で
す

。

⑮子供と玩具(東 京大学総合図書館)
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(
ス
ラ
イ

ド

ー
⑯

)

を

さ

な

子

か

き

け

む

遊

ひ

の

手

に
か

ろ

く

山

も

あ

け

た

る

は

り
ぬ
き

の
不

二

と
書

い

て
あ

り
ま
す

。
為
朝

と

だ

る

ま

と

金

太
郎

が
出

て
く

る
わ

け

で
す

。

⑯おさな子と山上げ(東 京大学総合図書嬉デ

疱

瘡

絵

(
四

)

(
ス

ラ

イ

ド

ー
⑰

)

次

も

同

じ

よ

う

な

絵

で
す

が

、

歌

に

は

、

疱

瘡
も

三
国

一
の

か

ろ

ー

と

ふ
し

の
山
を

も

上

る
力
童

 と
あ

り

ま

す

。

こ

の

テ

キ

ス

ト

で
注

目

す

べ
き

は

、

「
軽

い
」

と

い

う

性

格

を

強

調

し

て

い

る

こ

と

で
す

。

こ

れ

が

、
一
軽

々

と

」

と

い

う

言

葉

が

決

ま

り

文

句

と

し

て

よ

く

出

て

く

る

四

番

目

の
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グ

ル

ー

プ

で
す

。

例

え

ば

次

の
も

の

に

も

見

え

ま

す

。

fる子(東 京大学総合図書館))富士を

(
ス

ラ

イ

ド

ー

⑱

)

か

る

く

と

斧

(
ヨ
キ
)
も

て
あ

そ
ぶ

疱

瘡

が
子

ハ

山
あ

け

る
さ

へ

あ

し

の

は
や

 さ

よ

ま
さ
か

り
を
持

っ
た
金

太
郎

の
絵

で
す

が
、

こ
れ
も

「
軽

さ
」

を

強

調

す

る
絵

で
す

。
さ

っ

き
も

申

し
上
げ

ま
し

た
よ

う

に
、
疱
瘡

は
止

む
を
得

な

い
病

気

で
し

た

か

ら

、

で
き

れ

ば

「
軽

く
」
済

ま

せ

て
ほ
し

い
と

い
う
祈

願

の
心

が

入

っ
て
い
る
例

で
す

。
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お
わ

り

に

最
後

に
疱

瘡
絵

に
見
ら

れ

る
呪
的
な

テ
キ

ス
ト
を
検

討

し

ま
す

と

、
普

通

の
咒

歌

と

疱

瘡

関

係

の
咒
歌

と

は
、

そ
れ

ほ
ど

違

い
が
な

い
と
思

わ

れ

ま
す

が

、

い
く

つ
か

の
心

理

的

な

、

ま
た

文
献

学
的

な
要

素
を

見
分

け

る

こ
と

が

で
き

る
と

思

い
ま

す

。
厳

密

に
数

量

的

な

分

析

を

す

る

こ
と

は

、
資
料

の
数

が
全

然

足
り

な

い
の

で
、
ち

ょ

っ
と

無

理

だ

と

思

い
ま

す

が

、

今

ま

で
見

て
き

た
疱
瘡

絵

に

つ
い
て
言
え

る

こ
と

は
、
あ

る
意
味

で
意

義
深

い
も

の
だ

と
思

い
ま

す

。

⑱斧もてあそぶ子(東 京都立中央図書館)
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そ

れ

は

一

つ
に

、
疱

瘡

と

い

う
病

を

直

接

取

り

去

ろ

う

と

い

う

よ

う

な

、

そ

う

い

う

悪

魔

祓

い
的

な

戦

い

を

表

現

す

る

絵

が

少

な

い

と

い
う

こ
と

で
す

。

そ

し

て

も

う

一
つ
は

、

「
遊

ん

で

」

と

か

「
元

気

よ

く

」

と

か

「
笑

う

」

と

か

い

う

よ

う

に

、

子

供

た

ち

が

「
遊

び

な

が

ら

疱

瘡

を

す

る

」

と

い

う

言

葉

が

よ

く

出

て
く

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

一
応

、

こ

の

よ

う

な

テ

キ

ス

ト

を

持

つ
絵

は

多

い
と

い

う

こ
と

が

、
言

え

る

の

で

は

な

い

か

と

思

い

ま

す

。

そ

れ

は

何

故

か

と

言

い

ま

す

と

、
呪

的

な

考

え

方

と

い

う

よ

り

も

、

経

験

的

な

考

え

方

に

重

き

を

置

い

て

い

る

か

ら

で
す

。

疱

瘡

は

何

を

し

て

も

さ

け

ら

れ

な

い

病

気

だ

っ
た

の

で

、

病

気

に

な

っ
て
も

軽

く

済

む

よ

う

に
祈

願

し

た

の

で
す

。

民

間

伝

承

の
諸

文

献

の

、

そ

の

軽

く

済

む

よ

う

に

と

い

う

祈

願

の
中

で
、

疱

瘡

神

自

身

の

イ

メ

ー

ジ

は

変

わ

っ
て

い

っ
た

の

で

す

。

疱

瘡

神

は

人

間

に

と

っ
て
必

要

で
あ

る

病

気

を

持

っ
て
き

て

く

れ

る

神

に

な

り

、

拒

否

す

べ

き

悪

い

疫

病

と

い

う

よ

り

、

人

間

が

一
生

に

一
度

、
付

合

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

病

を

持

っ

て

来

る

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

に

な

っ
て

い

た

の

で
す

。

そ

し

て

そ

れ

は

重

い
も

の

じ

ゃ
な

く

て

、

軽

く

済

ま

し

て
く

れ

る

の

が

、

疱

瘡

神

の
役

割

に
な

っ
た

の

だ

と

思

い

ま
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***発 表 を 終 え て***

日文研フォーラムでの講演は、お集まり下さっ

た方々が全て、民間信仰専門家であるかの様に見

えました。その上、大変熱心に聞き入って下さい

ました。そんな雰囲気の中で今迄には、研究対象

にされていなかった疱瘡絵を紹介 し、その絵を通

して日本の神観 念までも愚か しく話させて頂きま

した。

困難な日本語によって研究発表をする事は、又

その時に適確な質問が四方八方か ら浴びせ られて

くるのは、自分の研究の弱点と不足をより明確に

させられる事として、いっもより痛感 しているの

ですが、そのような意味で私は、この講演を終え

た時、安堵と感謝の気持を味わったものでした。

ノ

/ら
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日文研 フォー ラム開催一覧

〆

回 年 月 日
、

発 表 者 ・ テ ー マ

i
62.10.12

(1987)

ア レッサ ン ドロ ・バ ロータ(ピ サ大学助教授)

AlessandroVALOTA

「近代 日本 の社 会移動 に関す る一 、二 の考察」

2
62.12.11

(1987)

エ ンゲルベル ト・ヨ リッセ ン(日 文研 客員助教授)

EngelbertJORIﾟEN

「南蛮時代の文書 の成立 と南 蛮学 の発展」

③
63.2.19

(1988)

リーA.ト ンプソ ン(大 阪大学助手)

LeeA.THOMPSON

「大相撲 の近代化」

4
63.4.19

(1988)

フォスコ ・マライー二(日 文 研客員教授)

FoscoMARAINI

「庭園 に見 る東西文 明のちがい」

0
63.6.14

(1988)

宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)

SONGWhiChil

「大塩平八郎研究の問題点」

6
63.8.9

(1988)

セ ップ ・リンハル ト(ウ ィー ン大学教授)

SeppEINHART

「近世後期 日本 の遊 び一拳 を中心 に一」

0
63.10.11

(1988)

スーザンJ.ネ イ ピア(テ キサス大学助 教授)

SusanNAPIER

「近代 日本小説 における女性像 一現実 と幻想 一」

⑧

㌧

63.12.13

(1988)

ジェームズC.ド ビンズ(オ ベ リン大学助教授)

JamesC.DOBBINS

「仏教 に生 きた中世 の女性 一恵信尼の書簡 一」

ノ



}

⑨

r

元.2.14

(1989)

丶

厳 安生(北 京外国語学院 日本語学部助教授)

YANAnSheng

「中国人留学生の見た明治日本」

0
元.4.11

(1989)

劉 敬文(遼 寧大学 日本研究所副所長)

LIUJingwen

「教育投資と日本の戦後経済高度成長」

⑪
元.5.9

(1989)

スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学助教 授)

SuzanneGAY

「中世京都 における土倉酒屋 一都市社会の自由とその限界一」

⑫
元.6.13

(1989)

夏 剛(京 都工芸繊維大学助教授)

HSIAGang

「インタビュー ・ノンフィクションの可 能性 一猪瀬

直樹著『日本凡人伝』を手掛 りに一」

⑬
元.7。11

(1989)

エル ンス ト・ロコバ ン ト(東 洋 大学助教授)

ErnstLOKOWANDT

「国家神道 を考 える」

⑭
元.8.8

(1989)

キム ・レーホ(ソ 連科 学 アカデ ミー ・世界文学研究所教授)

KIMRekho

「近代 日本文学研究 の問題点」

⑮
元.9.12

(1989)

ハル トムー トO .ロ ーターモ ンド(フ ランス国立高等研究院

教授)

HartmutO.ROTERMUND

「江戸末期 における疱瘡神 と疱瘡絵 の諸問題 」

⑯
元.10.3

(1989)

汪 向榮(中 国中日関係史研究会常務理事 ・日文研客員

教授)

WANGXiang-rong

「弥生時期 日本に来た中国人」

元,11.14

(1989)

ジェフリー ・ブロー ドベ ン ト(ミ ネソタ大学助教授)

JeffreyBROADBENT

「地域 開発政策決定過程 を通 してみた日米社会構造の比較」
ノ



⑱

r

元.12.12

(1989)

、

エ リック ・セズ レ(フ ランス国立科学研究所助 教授)

EricSEIZELET

「日本の国際化 の展望 と外 国人労働者 問題」

0
2.1.9

(1990)

ス ミエ ・ジョーンズ(イ ンディアナ大学準教授)

SumieJONES

「レトリックとしての江戸」

⑳
2.2.13

(1990)

カール ・ベッカー(筑 波大学哲学思想学系外国人教師)

CarlBECKER

「往生 一日本の来生観と尊厳死の倫理」

⑳
2.4.10

(1990)

グラン トK.グ ッドマ ン(カ ンザス大学教授 ・日文研客

員教授)

GrantK.GOODMAN

「忘 れ られた兵士 一戦争 中の日本 に於 けるイ ンド留学生」

22
2.5.8

(1990)

イアン ・ヒデオ ・リー ビ(ス タンフォー ド大学準教授 ・

日文研客員助教授)

IanHideoLEVY

「柿本人麿 と日本文学 における「独創性』について」

23
2.6.12

(1990)

リヴィア ・モネ(ミ ネソタ州立大学助教授)

LiviaMONNET

「村上春樹:神 話 の解体」

⑳
2.7.10

(1990)

李 国棟(北 京連合大学外国語師範学院日本語学部講師)

LIGuodong

「魯迅の悲劇 と漱石の悲劇 一文化伝統からの一考察一」

⑳
2.9.11

(1990)

馬 興国(遼 寧大学 日本研究所副所長 ・日文研客員助教授)

MAXing-guo

「正月の風俗一中国 と日本」

⑳

㌧

2.10.9

(1990)

ケネス ・クラフ ト(リハイ大学助教授)

KennethKRAFT

「現代 日本 における仏教 と社会活動」

ノ



72

!

2.11.13

(1990)

、

アハマ ドM.フ ァ トヒ(カ イロ大学講 師)

AhmedM.FATTHY

「義経文学 とエジプ トのべーバルス王伝説 における主 従関係

の比較」

⑱
3.1.8

(1991)

カレル ・フィアラ(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員

助教授)

KarelFIALA

「言語学か らみた『平家物語 ・巻一』の成立過程」

⑳
3.2.12

(1991)

アレクサ ンドルA.ド ー リン(ソ 連科学 アカデ ミー東洋学

研究所上級研究員)

AleksandrA.DOLIN

「ソ ビエッ トの日本文学翻訳事情 一古典 か ら近代 まで一」

30
3.3.5

(1991)

ウイーベP.カ ウテル ト(ワ ーゲニンゲ ン大学研究員)

WybeP.KUITERT

「バ ロック ・ヨー ロッパの 日本庭 園情報
一ゲオル グ ・マイステルの旅 一」

⑳
3.4.9

(1991)

ミコワイ ・メラノヴィッチ(ワ ルシャワ大学教授 ・日文

研客員教授)・

MikoiajMELANOWICZ

「ポーランドにおける谷崎潤一郎文学」

32
3.5.14

(1991)

ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラリア国立

大学 リサーチフェロー ・日文研客 員助教授)

BeatriceM.BODART-BAILEY

「三 百年前 の京都 一ケンペルの上 洛記録」

⑳
3.6.11

(1991)

サ トヤB.ワ ルマ(ジ ャワハルラール ・ネール大学教授 ・

日文研客員教授)

Satya.B.VERMA

「イ ン ドにおける俳句」

43

㌧

3.7.9

(1991)

ユルゲ ン ・ベルン ト(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)

J�genBERNDT

「ドイツ統合 とベル リンにお ける森鴎外記念館」
ノ



⑳
3.9.10

(1991)

ー

ドナル ドM.シ ーキ ンス(琉 球大学助教授)

DonaldM.SEEKINS

「忘 れ られたアジアの片隅 一50年 間の 日本 と ビルマの関係 」

36
3.10.8

(1991)

王 曉平(天 津師範大学助教授 ・日文研客員助教授)

WANGXiaoPing

「中国詩歌における日本人のイメージ」

⑳
3.11.12

(1991)

辛 容泰(東 国大学校文科大学教授・日文研来訪研究員)

SHINYong-tae

「日本語の起源
一日本語・韓:国語・甲骨文字との脈絡を探 る一」

38
3.12.10

(1991)

洪 潤植(東 国大学校教授)

HONGYoonSik

「古代 日本佛教における韓国佛教の役割」

⑳
4。1.ユ4

(1992)

サウィ トリ・ウィシュワナ タン(デ リー大学教 授 ・

日文研客員教授)

SavitriVISHWANATHAN

「イ ンドは日本か ら遠 い国か?一 第二 次大戦後 の

国際情勢 と日本のイ ン ド観 の変遷 一」

40
4.3,ユ0

(1992)

ジャン=ジ ャック ・オ リガス

(フ ランス国立東洋言語文化研究所教授)

Jean-JacquesORIGAS

「正岡子規 と明治 の随筆」

⑪
4.4.ユ4

(1992)

リブシェ ・ボハ ーチコヴァー(プ ラハ国立博物館 日本美術

元キュ レーター ・日文研客員教授)
,v,

:LibuseBOHACKOVA

「チェコスロバキアにお ける日本美術」

24

㌧

4.5.12

(1992)

ポール ・マ ッカーシー(駿 河台大学教授)

PaulMcCARTHY

「谷崎文学 の 「読 み』と翻訳:ア メ リカにおける

最近 の傾 向」
ノ



34

r

4.6.9

(1992)

、

G.カ メロン ・バース ト皿(ニ ュー ヨーク市立 大学 リーマ ン

広島校 学長 ・カンザス大学東 アジア研究所長)

G.CameronHURST皿

「兵法か ら武芸へ 一徳川 時代 における武芸の発達 一」

44
4.7.14

(1992)

杉本 良夫(オ ース トラリア ・ラ トローブ大学教授)

YoshioSUGIMOTO

「オース トラリアか ら見 た 日本社 会」

45
4.9.8

(1992)

王 勇(杭 州大学日本文化研究センター教授 ・日文研

外国人研究員)

WANGYong

「中国における聖徳太子」

⑯
4.10.13

(1992)

李 栄 九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)

LEEYoungGu

「直観 と芭蕉の俳句」

74

㌧

4.11.10

(1992)

ウィ リアムD.ジ ョンス トン(米国 ウェス リアン大学助教授 ・

日文研客員助教授)

WilliamD.JOHNSTON

「日本疾病史考 一 『黴毒』 の医学 的 ・文化 的概念 の形成」
ノ
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発 行 日

編集発行

間 合 先

ｩ1993

*******

1993年6月10日

国際日本文化研究センター

京都市西京区御陵大枝山町3-2

電話(075)335-2048

国際 日本文化研究センター

管理部 ・研究協力課
*******

国際日本文化研究センタ「







■ 日時

1989年9月12日

午後2時 ～4時

■ 場所

国際交流基金 京都支部
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