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あ
一

つ 層
た 深
o

い

自
己
の

存
在
意

義
の

レ

ベ

ル

に

ま

で

根
差
す

性
質
の

も
の

で

近
代
思
想
に

お

け

る

児
童
文
学
の

宗
教
性

大

　
澤

　
千

恵

子

　

児
童
文

学
は、

そ

の

源
流
に

フ

ラ

ン

ス

の

Oo

葺
翕
恥
Φ

欲
Φ

ω

・

ド
イ
ツ

の

竃
酵
o

冨
口

な
ど
を

含
ん

で

い

る

が、

そ

れ

ら

は
「

文

学
的
お

と

ぎ

話
」

岡
詳
Φ

岳
遷
出

巴

員

富
δ

で

あ
り、

そ

れ

以
前
の

口

承
の

物
語
を

発
生

源
と

し

な

が
ら

も
近

代
以
降
再
構
成
さ

れ
た

物
語
の

形
式
で

あ
る

。

そ

の

成
立

は
、

ル

イ
一

四

世
の

治
世
末
期
の

フ

ラ

ン

ス

で
、

シ

ャ

ル

ル

・

ペ

ロ

ー
の

物
語
集
Oo

葺
Φ

ω

が

そ
の

草
分
け

的
存
在
で

あ
る

。

ペ

ロ

ー
は
、

宮
廷
の

権
力
の

中

枢
に

い

た

エ

リ

ー

ト
は

あ
っ

た

が
、

新
興
勢

力
と

し

て

の

ブ
ル

ジ

ョ

ワ

ジ
ー

で

あ
っ

た
。

ブ
ル

ジ
ョ

ワ

ジ

ー

は、

宮
廷
文

化
と

民
衆
文
化

と

の

接
合
を
は

た

し

て

近
代
文

明
を

成
立
さ

せ

た
と
い

わ
れ
る

が
、

ペ

ロ

ー
に

よ
る

「

文
学
的
お

と

ぎ

話
」

も
そ

の

特
徴
が
色
濃
く
表
れ

て

い

る
。

　

そ
の

特
徴
と

し

て
、

以

下
の

三

つ

の

も

の

に

対
す
る

憧
憬
が

挙
げ
ら
れ

る
。

ま

ず、

一

点
目
は
、

「

過
去
」

に

対

す

る

憧
憬
で

あ

る
。

原

題
の

「

過
ぎ

去
り
し

時
代
の

物
語
」

か

ら
も

わ
か

る

よ
う
に

実
際
に

は
、

非

常

に

当

世
風
の

、

ル

イ
→

四

世
の

宮
廷
生

活
を
彷
彿
と

さ
せ

る

よ

う

な
場
面

を
取
り

入

れ

て

い

た

の

だ
が
、

過
去
の

物
語
と
し
て

遠

隔
化
さ

れ

た
の

で

あ
る

。

「

む

か

し、

む

か

し
、

あ
る

と

こ

ろ

に

…

…
」

と

い

う

今
で

は

お

馴
染
み

の

冒
頭
の

フ

レ

ー
ズ

は、

一

瞬
に

し

て

聞
き

手
を

現
実
時
空
か

ら

引
き

離
す
役
割
を
持
っ

て

い

る

が
、

こ

れ
は
ペ

ロ

ー

に

よ

っ

て

様
式
化
さ

れ

た
と

い

え

る
。

　
二

点
目
は

、

「

民

衆
」

に

対
す

る

憧
憬
で

あ
る

。

前
著
に

先
駆
け
て

手

稿
本
と

し

て

出
さ

れ
た

「

鵞
鳥
お

ば
さ

ん
の

話
」

の

扉
絵
に

は
、

農
民
風

の

年

配
女
性
が

数
人
の

上
流

階
級
の

若
者
や
子
ど

も
た
ち

に

お

話
を

聞
か

せ

て

い

る

様
子
が

描
き

出
さ
れ
て

い

た
。

こ

れ

は
、

自
然
な

生
活
の

象
徴

で

あ
る

農
民、

素
朴
な
民

衆
に

語
り
継
が

れ
た

も
の

と

い

う
、

今
日

に

お

け
る

昔
話
・

民
話
の
一

つ

の

類
型

的
な

イ
メ

ー

ジ

で

あ
る
。

同
じ

く

こ

れ

も
ペ

ロ

ー

の

知
性
に

よ

っ

て

機
知
に

富
み、

洗
練
化
さ

れ

た

物
語
と

な
っ

て

い

た
に

も

関
ら

ず
、

確
立
さ
れ
た

も
の

だ
。

　
三

点
目
は
、

「

子
ど

も
」

に

対

す
る

憧
憬
で

あ
る

。

ペ

ロ

ー

は

こ

れ

ら

の

物
語
自
体
を
「

素

朴
な、

子
ど

も
の

物
語
」

と

呼
び、

物
語
の

聞
き

手、

あ
る

い

は

教
訓
の

享
受
者
と
し
て

「

子
ど
も

」

を
意

識
し
て

い

た
。

ペ

ロ

ー

は

近

代
思
想
に

お

け
る
子
ど
も

観
の

素
地
を
つ

く
っ

た

先
駆
け
な

の

で

あ
る

。

　

以
上
の

よ
う
に、

ブ
ル

ジ
ョ

ワ

ジ

ー
の

文
化
・

芸

術
・

教
育
に

対
す
る

高
い

関
心
と

読
み

書
き

能
力
に

よ
っ

て

洗
練
化
さ

れ、

普
及
し

た

「

文
学

的
お

と

ぎ
話
」

は、

「

過
去
」

「

民

衆
」

「

子
ど

も
」

へ

の

憧
憬
を

そ
の

根

底
に

内
在
さ

せ

な
が
ら、

独
特
の

物
語
の

プ
ロ

ッ

ト
や
テ

ー
マ

や

モ

チ

ー

フ

を

構
築
し

発
展
さ

せ

た

の

で

あ
る

。

遠
い

過
去、

素
朴
な

民
衆

、

あ
る

い

は

子
ど
も

時
代
へ

の

憧
憬
は

、

近
代
人
が
喪
失
し
て

し

ま

っ

た

と

感
じ

て

い

る

自
然

状
態
へ

の

回
帰
願
望
で

あ
る。

だ

が

そ

れ
は

、

失
わ

れ

た

自

然
そ
の

も
の

が

も
っ

て

い

る

も
の

に

要

因
が

あ
る

と

い

う
わ

け
で

は

な

い
。

む

し
ろ

そ
れ
ら
を

他
者
と

し

て

差

異
化
し
、

遠
隔
化
し、

そ
れ

を

再

統
合
し

よ
う
と

し
た

近

代
人
の

心
性
の

中
に

こ

そ

よ

り
鮮
明
に

イ
メ

ー

ジ
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化
さ

れ

て

生
じ

た

も
の

な
の

で

あ
る
。

　

元
々

は
…

つ

で

あ
っ

た
も
の

の
一

方
を

他
者
と

し
て

外
側
に

押
し
出
す

作

業
は
、

現

実
の

二

重

化
で

あ
る

。

「

文
学

的
お

と

ぎ
話
」

は
、

乖
離
し

た

現
在
と

過
去、

自
然
と

文
明、

大
入
と

子
ど

も

を

接
合
し、
］
…

重
構
造

を

保
っ

た

ま

ま
一

元
化

し

た

世
界

を

再
構
築
し
た

の

で

あ
る

。

そ
の

た

め、

「

文

学
的
お

と

ぎ

話
」

は
、

社

会
に

た
い

す
る

倫
理

的
・

政

治
的
批

判
を

提
起
し

た
り、

社
会
・

宗
教
的
な

代

償
と
な
っ

た

り
す
る

よ

う
な

世

俗
宗
教

的
機
能
を
持
っ

た
の

で

あ
る。

実
は
、

そ

う
し

た

機
能

自
体
は
、

中
世
以

前
の

妖
精

信
仰
が

担
っ

て

い

た

宗
教

的
な

機
能
に

ほ

か

な

ら
な

い
。

「

文
学
的
お

と

ぎ
話
」

に

は
、

物

語
の

主

要
な

登

場
人

物
と

し

て

し

ば
し

ば

妖
精
が
登

場
す
る

が
、

妖

精
た

ち

が

物
語
化
さ
れ

る

以
前
の、

妖

精
の

存
在
そ
れ

自
体
が

持
っ

て

い

た

宗

教
性
は

失
わ
れ
て

し
ま

っ

て

い

る

と

い

え

る
。

し
か

し
な

が
ら
、

中
世
以

前
の

妖
精
信
仰
が
も
っ

て

い

た
宗

教
的
機
能
そ

の

も

の

は、

「

文

学
的
お

と

ぎ

話
」

と

い

う
物
語
の

形
式
全

体
の

中
で

保
た

れ

て

い

る

と

い

う
こ

と

が
で

き

る
。

ブ
ル

タ

ー
ニ

ュ

に

お

け

る

図
像
と

宗
教
性

　

i
現
代
的
展
開
事
例
か

ら

中

島

和

歌

子

　

現
代
ブ
ル

タ

ー
ニ

ュ

で

は、

フ

ラ

ン

ス

の

他
地
域
と

異
な
る

民
族
的

・

言
語
的
な
起

源
を

ケ
ル

ト
に

有
す

る
象

徴
と

し

て
、

古
代
か

ら

中
世
に

か

け

て

ケ

ル

ト

文

化

圏
で

装
飾
等
に

使

用

さ

れ

た

ト

リ

ス

ケ

ル

（
日
目

す

ぎ一
ご

と

呼
ば

れ
る

螺
旋
状
図
像
が
、

観
光
を
は

じ
め

と

す
る

文
化
的
シ

ー
ン

に

お

い

て

広
く

普
及
し

て

い

る
。

ト

リ

ス

ケ

ル

は

三

つ

巴
様
の

形
状

を

と

る
三

つ

の

渦
巻
か

ら

な
り、

各
渦

巻
が
「

生
−

死
−

再
生
」

に

対
応
し

て

い

る
と

の

解

釈
が
一

般
的
で

あ
る

。

美
術
史

学
に

お

い

て

は
、

福
音
書

写
本
な

ど

の

使
用

例
か

ら
、

古
代
ケ

ル

ト

人
の

死
生
観
や

輪
廻
思

想
と

の

関
連
可
能
性
が

指
摘
さ

れ

て

き

た
。

　

し
か

し

な

が

ら
、

ブ
ル

タ
ー

ニ

ュ

に

お

け
る

ト

リ
ス

ケ

ル

受
容
は、

二

十
世
紀
初
頭
に

プ
ル

タ

ー
こ

ユ

民
族

党
（

勺
鋤
「
冖一
　
ツ
『

働
叶醐
O
昌
帥一
　

匂口
門

Φ
什

O
躍）

の

指
導
者
0
・

モ

ル

ド

レ

ル

（
O圏
謬
『

ζ
負
脅
 

じ

が
、

「

ケ

ル

ト

的
な
古

い

不
思

議
な
シ

ン

ボ
ル

の

中
か

ら
党
の

徽
章
を

選
択
す
る
」

方

針
を

採
っ

た

こ

と

に

始

点
を

も
つ
。

他
の

ケ
ル

ト
文
化
圏
と

異
な

り
、

ブ
ル

タ

ー
ニ

ュ

で

は

ト
リ
ス

ケ

ル

を

あ
し

ら
っ

た

出
土

品
や

文
化
財
は

見
当
た
ら
ず

、

今
日
ブ
ル

タ
ー

ニ

ュ

で

我
々

が

目
に

す
る

ト
リ

ス

ケ

ル

は

所

謂
「

創
ら
れ

た

伝
統
」

に

類
す
る

も

の

と

考
え
ら

れ

る
。

な

お
、

ブ
ル

タ
ー

ニ

ュ

民
族

党
に

は、

古
代
ケ

ル

ト

宗
教
の

復

興
と

い

う
文

脈
は

存
在
し
な

か

っ

た

が、

古
代
の

宗
教
的
素
材
と

推
測
さ

れ

る

ト
リ

ス

ケ

ル

を
再

構
成
し
た

表

象
を

恃
む

戦
略
は
、

同
時
代
ド

イ
ツ

の

民
族
主

義
〔
フ

ェ

ル

キ

ッ

シ

ュ

）

宗

教
運

動
と

類
似
の

発
想
で

あ
り、

こ

こ

に

多
少
の

新
異
教
主
義
的
意
識

を
確
認
す
る

こ

と

が

可

能
で

あ
る

。

　

と

は
い

え
、

二

十
世

紀
初
頭
の

ブ
ル

タ

ー
ニ

ュ

で

異
教
性
を
強
く
追
求

す
る

動
き
も

皆
無
で

は
な
く、

ネ
オ
・

ド
ル

イ

デ
ィ

ズ

ム

の

集
団
ク
レ

ー

デ

ン
・

ゲ
ル

テ

ィ

エ

ッ

ク

（
囲
「

 
匹
Φ

昌
コ

O
巴
畠
Φ
オ

ケ

ル

ト

信
仰）

は
、

ケ

ル

ト

神
学
や

儀
礼
の

確
立、

制
定

等
を

活
動
の

目
的
と

し

て

お

り、

設

立

時
の

声
明
で

は

反
キ
リ
ス

ト

教
の

立
場
を
明
確
に

表
明
す
る
な

ど、

ペ

イ

ガ

ニ

ズ

ム

的

性
質
は

非
常
に

濃
厚
で

あ
っ

た
。

な
お
、

現
代
の

ド

ル

イ

デ
ィ

ズ
ム

集
団
の

う
ち

、

ク

レ

ー
デ

ン
・

ゲ
ル

テ

ィ

エ

ッ

ク

の

系
統
に

属

430（1522）
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