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鏡
花
文
学
に
お

け
る

被
差
別
部
落
の

問
題

「

龍
潭
譚
」

か

ら

「

妖
剣
紀
聞
」
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鏡
花
と

被
差
別
部
落
を
問
題
と

す
る

時、

必
ず
と

い

っ

て

よ

く

引
用
さ

れ
る

　
　
　

　

　
　

そ

れ

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　　
わ

し

一

節
が

あ
る

。

「

其
と

言
ふ

も
常
日

頃
、

余
り
世

間
が

俺
ど
も
を
人
外
に

す
る

か

ら

だ
。

ま
た

旅
他
国
も、

知
ら
ぬ

で

は

ね

え
け
れ

ど
、

凡
そ、

此
の

国
ほ

ど
、

人
間
の

差
別
を

付
け
て

、

金

銭
の

多
寡
や

家
の

由
緒、

其
の

人
の

身
分
に
、

甲

　
　
　

　

　
　
　
ほ

か

乙

を

分
け
る

国
は
他
に

や

あ
ね

え
。

／

其
処
へ

交
つ

た

ゑ

た

で

が
さ【

、

ご

〔
大

8
・

1
〜

10
・

2
「

由
縁
の

女
」

）
。

　
は

た
し

て
、

ゑ

た

の

頭
権
九
郎
の

い

う
と

お

り
、

「

此
の

国
ほ

ど
」

人
間
に

差
別
を
つ

け、

そ

の

「

身
分
に
、

甲
乙

を
分
け
る

国
は

他
に
」

は

な
い

と

い

わ

厂

せ

る

ほ

ど
、

鏡
花
の

故
郷

金

沢
に

お
い

て

も
ひ

ど
か
っ

た

の

か
ど
う
か

。

端
的

に

い

え
ば、

答
は

そ

の

と

お

り
だ
っ

た

と

い

っ

て

い

い
。

今
も

、

鏡
花
の

生

ま

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
い

し

れ

た

浅
野
川
辺

の

古
老
の

記
憶
に

残
る

二

つ

の

こ

と

ば

が

あ
る

。

そ
れ

は

「

石

が

き

し
た

垣

下
」

と
「

川
向
こ

う
」

と
い

う
語
で

あ
る

。

「

石
垣

下
」

と

い

う
の

は
、

か

つ

て

の

金

沢
城
の

周
辺

に

住
む
と

い

う
誇
り
が
生

み

出
し
た

こ

と
ば

で
、

当
然

、

城

か

ら

離
れ

た

「

川
向
こ

う
」

と

は

相
対
す
る

差
別
語
で

あ
っ

た
。

し

た

が
っ

て

戦
前
ま

で

は
、

子
ど

も
と
い

え

ど

も
「

川
向
こ

う
」

へ

行
く
こ

と

は

極
力
禁

じ

ら

れ

て

い

た
。

と

く
に

浅
野
川
大
橋
を
中
心
に

川

下
へ

行
く
ほ

ど

そ
れ

は

ひ

ど

く
、

川
を
挟
ん

で

向
か

い

合
っ

た

時
は
、

「

石
垣

下
」

の

連
中
は

こ

ん

な
憎

ま

れ

口

を

た
た

い

た

り
し

た

と
聞
い

て

い

る
。

「

が
つ

ば

ア

に

ん

ぱ
ア

ち
く
り
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あ

あ

め

ん

ち
ゅ

う

　
天
気
よ

け
り
ゃ

か

ア

ら

か

ら

　
雨
降
り
ゃ

が
っ

ち
ゃ

が
っ

ち
ゃ〔

、｝
」

。

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　

お

う
げ
ぱ

し

親
も
親
で

あ
る

。

北
陸
線
の

鉄
橋
一

つ

手
前
の

橋
「

応
化
橋
」

あ
た

り
で

聞
い

た

話
で

は
、

子
ど

も
の

頃
よ

う
い

わ

れ
た
事
が
あ

る

と

い

う
の

で

あ
る

。

「

あ

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
あ

の

橋
渡
っ

た

ら
お

化
け
に

応
う
が

や

ぞ
」

。

も
ち
ろ

ん

「

応

化
」

は

れ
っ

き
と

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
お

う

げ

し

た

仏
教
語
で、

仏
が

様
々

に

姿
を
変
え
迷
え
る

者
を

救
う
と

い

う
、

「

応
化

り

しド
ぼ

つ

利
生
」

の

略
語
で

あ
る

。

こ

の

親
た

ち
は

、

橋
の

向
こ

う
の
、

い

っ

た

い

何
に

対
し

て

子
ど

も
た

ち
に

「

お

化
け
」

と
教
え
て

い

た

の

か
。

考
え
る

だ
け
で

も

慄
然
と

さ
せ

ら
れ

る

も
の

が
あ
る
。

　
東
郷
克
美
は
「

疎
外
さ

れ、

差
別
さ
れ

た
も
の

た

ち
へ

の

偏
愛
は
、

初
期
鏡

花
の

顕
著
な
特
徴
で

あ
る

。

と

り
わ

け
貧
民
や

乞
食

、

あ
る

い

は

漂

泊
す
る

賤

民
的
芸
能
者
へ

の

強
い

人

聞
的
同
情
と

共
生
感
が
あ

る
。

そ
れ

に

対
し

て

同
じ

庶
民
で

も

農
民
に

は

ほ

と
ん

ど

関
心
を

示
さ

な

い
。

鏡
花
が

共
感
し

た

の

は
、

定
住
者
の

農
民
か

ら
さ

え
差
別

さ

れ

た

非
定
住
の

民

だ
っ

た
」

と
語
り、

そ

の

「

原
型
の

ひ

と

つ

は
、

『

蛇
く
ひ
』
」

に

見
ら
れ

る

と

し

て

い

る
〔
3｝

。

こ

の

「

農

民
か

ら

さ
え
差
別
さ
れ

た
」

階
層
へ

の

鏡
花
の

注
目

に

は
、

わ

た
し

も
二

十
年

来
考
え
つ

づ

け
て

き
た
問
題
で

あ

る
。

と

く
に、

岩
波
・

戦
後
版
『
鏡
花
全

集
』

別
巻
（
昭
51
・

3）

，
月
報‘

の

「

編
集
室
よ

り
」

を

読
ん

で

以
来、

こ

れ

は

何
と

か

し
な

け
れ

ば

な

ら
な
い

と

思

い

つ

づ

け
て

い

た

の

で

あ
る

。

部
落
差
別

の

問
題

は
、

今
後
な
お

十
分
に

解
明
さ
れ
る
べ

き

も
の

と

す
る

、

そ

れ
は

ま

ず

当
然
だ

と

し

て
、

鏡
花
の

「

記
述
も
ま

た

抜
き
が

た

い

偏
見
の

存
在
を
前
提
に

し

て

成
立
っ

て

い

る
」

と

い

う
記
述
へ

の

疑
問
は

、

ほ

ん

と

に

そ

う
だ

ろ

う
か

と

い

う
思
い

を
持
っ

た

ま
ま

い

た

ず
ら

に

時
間
を

過
ご

し

て

き
た

気
が
し

て

な

ら
な
い

。

と

い

う
の

も、

こ

こ

に

あ
る

問

題
は
、

単
に

人
権
問

題
に

関
わ

る

の

み

な

ら

ず、

そ
の

背
景
を
明
ら

か

に

す
る

こ

と

は
、

必
然
的
に

わ
た

し

が
現
在

居
住
す
る

金

沢
の

か

つ

て

の

恥
部
を、

か

な

り
な

ま
で

あ
か

ら

さ

ま
に

書
き

た

て

ね

ば
な
ら

な

い

か

ら
で

あ
る

。

　

し

か

し、

佐
川

誠
義
の

「

鏡
花
と

部
落
問
題

文
学〔

4〕
」

を
改
め

て

読
ん

だ

時、

そ
こ

に

は
、

ま

ず
多
く
の

事
実
関
係
の

誤
認
が
目
に
つ

き、

も
は

や

黙
っ

て

い

る
べ

き

で

は

な

い

と
思
い

い

た
っ

た
。

そ
し

て

語
れ
る

範
囲
内
で

、

金

沢

に

お

け
る

被
差
別

部
落
の

歴
史

、

と

り
わ

け
明
治
・

大
正
の

頃
ま
で

を

述
べ
、

「

妖
剣
紀
聞
」

に

い

た
る

部
落
文
学
に

対
し

て

の

鏡
花
の

意
識、

最
後
に
、

社

会
の

最
底
辺

に

置
か

れ
て

い

た

穢
多
に

、

何
ゆ

え
そ
れ

ほ

ど
ま
で

の

深
い

関
心

と

同

情
と

を

持
ち
得
た

の

か
、

そ
の

辺

を
い

く
ら

か

で

も
解
明
で

き
た

ら
と
思

う
の

で

あ
る

。

　
加
賀
の

被
差
別
部
落
の

歴

史
に゚

つ

い

て

は
、

『

定
本
加
賀
被
差
別
部
落
関
係

資
料
集
成
軍

』

を
ま

と

め

あ
げ
た

田

中
喜
男
の

『

金
沢
町
人
の

世
界
／

金

沢
パ

フ

ォ

ー
マ

ン

ス

の

原
像（

、

9

に

よ

る

の

が
一

番
手
ご

ろ

か

と
思
わ
れ

る
。

抄
記

し

て

み

よ

う
。

　
「

江
戸
時
代
の

被
差
別
部
落
の

人

び

と

は

当
時
の

権
力
に

よ

り
法
的
に

差
別

さ

れ

た
も

の

で、

戦
国
時
代
の

数
多
い

戦
い

に

敗
れ

た

将
兵
を

は

じ

め
、

大
聖

寺
城
の

戦
い
、

関
が
原
の

戦
い

、

大
阪
の

陣
な

ど

の

敗
軍
の

将
兵、

あ
る

い

は

百
姓
一

揆
や

高
率
の

年
貢
を
嫌
っ

て

逃
亡

し
た

農
民
た

ち

で

あ
っ

た
。

彼
ら
は

　
か

げ

山
陰
・

川

原
・

荒
蕪
地
な
ど
の

無
税
の

地
で

農
業
・

猟
漁
な
ど

を
営
み

な

が
ら

ひ

そ

や

か

に

暮
ら

し
て

い

た
。

こ

の

人
び

と

は

そ
の

地
の

領
主
・

藩
主
の

支
配

345
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と

関
係
な
く
過
し

て

い

た

自
由
人
で

あ
っ

た
。

前
田

氏
は

こ

う
し

た
人

び
と

を

ま
っ

さ

き
に

士
農
工

商
の

下

の

賤
民
と

し

て

隔
離
し

、

統
制
し

た
」

「

端
的
に

い

え
ば

時
の

権
力
と

戦
っ

た
人
び

と

が

被
差
別
部
落
民

と

さ
れ

た

と
い

っ

て

過

言
で

は

な

い
。

も
っ

と

も、

こ

の

ほ

か

に

中
世
以
来
の

行
商
人

や

芸
能
人、

職

人、

行
刑
人、

清
掃
・

土
木
に

た

ず
さ

わ
っ

た

人

び

と

も

加
わ
っ

て

お

り、

ま

た
」

「

藩
主
は

被
差
別
部
落
を

設

定
し

よ
う
と

考
え

始
め

る

と
、

職
人
の

か

わ

た

か

ら

拝
領
地
の

特
権
を

取
り
あ
げ
て

地

子
（
税）

を

徴
収
す
る

こ

と

と

し、

帯
刀
を
禁
じ、

屋
号
を
禁
じ、

公

文
書
に

は
か

わ
た

に

か

わ

り
穢
多
と

書
く

こ

と

を
強
制
し
た〔

7冒
」

「

安
永
五

年
（
一

七
七
六）
、

農
工

商
の

人

び

と
と
つ

き
あ

い

を

禁
じ、

寛
政

十
二

年
（
一

八

〇
〇）

に

は

田
畠
の

所
有
を
禁
じ

た
」

「

天

保
期
（
一

八
三

〇
〜

四

三）

に

入

る

と

被
差
別

部
落
の

人

び

と

を
”

異
種
の

者“

と

吹
聴
し

、

同

二

年
（
｝

八

三
】
〉

の

部
落
の

火
災
に

は

近
隣
の

消
防
組
が

全

く
出
動
し

な
い

ほ

ど
に

差
別
を
徹
底
し

た
」

。

　

明
治
維
新
政
府
に

よ
っ

て

明
治
四

年
（
一

八

七

こ
、

部
落
解
放
令
が

公
布

さ

れ

た

が
、

翌

五

年
の

壬

申
戸
籍
の

設

置
、

そ

こ

に

は

被
差
別
部
落
民
は

す
べ

て

新
平
民
亘

と

記
載
さ

れ
、

実
質
的
に

は
、

金

沢
に

お

い

て

も
明
治
・

大
正、

さ

ら
に

昭

和
へ

と

差
別
政

策
は

維
持
さ

れ

て

い

っ

た

と

見
る

べ

き
で

あ
る

。

　
廃
藩
置
県
（
明
4
・

7）

と
同
時
に
、

金
沢
で

い

ち

早
く
発
行
さ
れ
た

「

官

許
開
化
新
聞
附
録〔

，〕
」

に

よ

れ

ば
、

加
賀
藩
旧
領
「

越

中
戸

出（
−o｝

」

に

あ
っ

た

事
と

し

て
、

次
の

よ

う
な

笑
う
に

笑
え
な

い

記
事
が
の

せ

ら

れ

て

い

る
。

そ
こ

で

は
、

解
放
令
な
ど

と

い

う
が、

全
く
そ

れ

は

空
文
に

等
し

か
っ

た

こ

と

が
わ

か

る
。

「

越
中
国
戸

出
の

事
な
り
し

穢
多
の

湯
屋
へ

来
り
て

浴
せ
む
と
云

し

に

湯
屋
主
云
敢
て

入
湯
な

ら
ぬ

と

に

は

あ
ら

ず
如
何
せ

ん

そ
ち
も
し

入
時
は

明
日

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
と

せ

い

か

た

よ

り
客
は

来
る

ま

じ
す
れ

ば
我
活
計
を

失
ふ

依
て

そ
ち
等
我
を

養
ひ

呉
ば

夫
に

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　

く

ち
ア

ぎ

て

我
の

生
活
出
来
る

な

り
何
も
商
業
の

道
な

れ

ば
誰
の

入
る

も
同

じ

事
我
等
を

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　

だ
ん

な

さ
へ

養
ひ

呉
る
・

に

於
て

は

以
来
は
我
檀
那
と

な

す
べ

し

と

云
穢
多
色
を

な
し

て

云
左
様
六
ヶ

敷
事
は

聞
て

由
な

し
と
て

去
し

由
」

。

四

　

部
落
解
放
令
が

出
る

ま

で
、

浅
野

川

の

川
向
こ

う
に

あ
っ

た
の

は、

三

つ

の

被
差
別
部
落
で

あ
る

。

　
　
　

　

　
　
　
　
　
お

ん

ぼ

う

　
　
A
地
区
…

…

浅
野
隠
坊
町

　
　
B
地
区
…

…

浅
野
非
人
町

　
　
　

　

　
　
　
　

　

あ

ざ

め

い

　
　
C
地
区
…

…
梅
沢
（
字
名）

　
A
か

ら
C
に

移
動
す
る

に

従
っ

て
、

そ

の

差
別
の

度
合
い

は

ひ

ど
く
な
っ

て

い

っ

た
。

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　

と

う

な

い

　
A
に

住
ん

で

い

た

の

が、

い

わ

ゆ

る

「

藤
内
」

で

あ
る
。

中
で

死
者
を
扱
う

者
は

「

隠
坊
」

と

呼
ば

れ、

そ
こ

か
ら

隠
坊
町
の

名
が

生

ま

れ
て

い

る
。

藤
内

の

仕
事
は

さ
ま

ざ
ま

で
、

春
先
の

め

で

た

い

門
付
芸
「

福
之

神
」

「

春
駒
」

「

万

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　

せ

き

そ

ろ

歳
ほ

こ
、

あ
る

い

は

冬
の

「

節
季
候
」

な

ど

も
彼
ら
に

よ
っ

て

行
わ

れ
た

も
の

で

あ
る

。

解
放
令
の

あ
と

は
、

そ

の

名
も
浅
野
新
町
と
な

り
、

現
在
は

K
町
に

統
合
さ

れ
て

い

る
。

K
町
は

金

沢
駅
に

も
近
く、

住
民
も

す
べ

て

変
わ

っ

て
、

今
や
市
の
一

等
地
と

な

り、

か

つ

て

の

被
差
別
の

「

影
」

は

全
く
そ
の

姿
を
消

し

て

い

る
。

　
B
の

居
住
者
は

非
人

、

い

わ

ゆ

る

「

乞
食
」

と

呼
ば

れ

た
人
た

ち
で、

こ

の

地

区
も
解
放
令
の

の

ち
は

浅
野
新
町

、

現
在
は

K
町
に

統
合
さ
れ

て

い

る
。

　
C
の

居
住
者
が

俗
に

「

穢
多
」

、

あ
る

い

は

「

皮
多
（
革
多
・

皮
太
・

川
太）
」

と

呼
ば

れ

て

い

た
人
た
ち

で
、

牛
馬
の

皮
は

ぎ
を
専
業
 

と
し

て

い

た
。

こ

こ

は

浅
野
両
町
の

街
尾
に

当
り、

町
名
は

な

く、

そ
こ

の

字
名
か

ら

梅
沢
と

い

わ
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れ
て

い

た

の

で

あ
る

。

解
放
令
の

の

ち
は
、

こ

こ

も
独
立
し

て

梅
沢
町
の

名

が
与
え
ら

れ、

今
は

や

は

り
K
町

の
一

部
と

し

て

統
合
さ

れ

て

い

る
。

　
な
お

被
差
別
民
と

し

て
、

さ

ら

に

金

沢
で

口

に

さ

れ

る

「

も
の

よ

し（
丿

「

か
っ

た

い〔
謬

「

ま
い

ま
い（
15

］

は
い

ず
れ

も
A
地
区
に

属
す
る

人

た

ち
で

あ

っ

た
。

　
ま

た

県
外
の

入
に

よ

く
誤
解
さ

れ
る

こ

と
ば
に

非
人
の

称
が
あ
る

。

金
沢

で

は

乞
食
と

い

う
時

、

そ
れ

は

普
通
浅
野
非
人

町
に

住
む
職
業
的
乞
食
を
指

し
て

い

っ

た

も
の

で

あ
る

。

生

活
か
ら
落
ち
こ

ぼ

れ、

窮
民

と

し

て
、

今
の

金
沢
城
趾
の

南
、

笠
舞
町
に

あ
っ

た

「

非
人

小
屋
」

（
加
賀
藩
の

救
貧
施
設）

に

収
容
さ

れ

た
人
々

を

指
し

て

は

乞
食
と

は

い

わ

ず、

そ

れ

は

あ
く
ま
で

窮

民
で

あ
っ

て

被
差
別
民
と

し

て

は

扱
わ

れ
な
か
っ

た

の

で

あ
る

正
。

鏡
花
の

小

説
「

妖
剣
紀
聞
」

（
大
9
・

↓

に

出
て

く

る

人

物
非
人
清
光
は
、

後
者
の

例

で

あ
る

。

　
そ
れ

に

し

て

も
、

明
治
・

大
正

の

子
ど

も
た
ち
が、

応
化
橋
の

向
こ

う
に

は

お

化
け
が

い

る

と

し
て

信
じ

て

き
た

も
の
、

そ
れ
が

い

っ

た

い

何
で

あ
っ

た

か
、

以

上
で

十
分
に

了
解
で

き
た
は

ず
で

あ
る

。

五

　
鏡
花
が、

文
中
に

明
ら
か

に

「

穢
多
」

の

語
を

用
い

書
か

れ

た

小
説
に

は
、

次
の

四

作
が
あ
る

。

　
　
 
龍
潭
譚
（
明
29
・

11）

　
　
 
山
僧
（
明
31
・

4）

　
　

 
由
縁
の

女
（
大
8
・

1
〜

10
・

2）

　
　

 
妖

剣
紀
聞
（
大
9
・

↓

　

こ

の

順
を

追
い
、

被
差
別
部
落
に

対
す
る

鏡
花
の

意
識
構
造
を

考
え
て

み

る

こ

と
に

し

た
い

。

　

プ
レ

「

高
野

聖
」

の
一

つ

と
見
做
さ
れ

る

初
期
作
「

龍
潭
譚
」

、

主
人
公
の

少
年
千
里
が

穢
多
の

子
ど

も

ら

と
遊
ん

で

い

る

と
、

思

わ

ぬ

魔
性
の

美
女
と

会
う
こ

と
に

な
る

。

こ

こ

で

は
、

い

わ

ば

穢
多
の

子
ど
も
た
ち

の

登

場
は
、

こ

の

ひ

と

り
の

美
女
と

少
年
を

引
き
合
わ

せ

る

た

め

の

単
な
る

き
っ

か

け
と

な
っ

て

い

る

に

過
ぎ
な

い
。

そ
う
い

う
意

味
で

は

蒲
生

欣
一

郎
の

い

う
「

被

差
別

階
級
を

部
分
的
に

、

あ
る

い

は

プ

ロ

ッ

ト

展
開
の

た

め
の

素
材
と

し

て

取
り
上

げ
て
い

る

に

過

ぎ
な

い〔
17

］

の

言
は
当
た
っ

て

い

よ

う
。

　

し

か

し

「

龍
潭
譚
」

に

お

け

る

”
穢
多“

の

表
現
は
、

実
は

『

鏡
花
全
集』

に

お

い

て

は

「

か

た

ゐ
」

に

な
っ

て

い

る
。

「

『

お
遊
び

な
、

一

所
に

お

遊

び

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
こ

い

へ

な
。

』

と

せ

ま
り
て

勧
め

ぬ
。

小

家
あ
ち
こ

ち
、

こ

の

あ
た

り
に

住
む
は
、

か

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

こ

た

ゐ

と

い

ふ

も
の

な

り
と

そ
。

風

俗
少
し

く
異
な

れ

り。

児
ど

も
が

親
達
の

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
ほ

だ

し

家
富
み

た

る

も
好
き

衣
着
た

る

は

あ
ら

ず、

大
抵
跣
足

な

り
。

三

味
線
弾
き

て

折
々

わ

が

門

に

来
る

も
の
、

溝
川

に

鰌
を
捕
ふ

る

も
の

、

付
木、

草
履
な

　
ひ

さ

ど

鬻
ぎ
に

来
る

も
の

だ

ち
は
、

皆
こ

の

児
ど
も
が

母
な

り
、

父

な

り、

祖
母

な

ど
な

り
。

さ
る

も
の

と

は

と
も
に

遊

ぶ

な、

と
わ

が
友
は

常
に

戒
め
つ

」

。

こ

れ
は

ど

う
い

う
こ

と

な

の

か
。

慶
応
の

草
稿、
「

文
芸
倶
楽
部
」

（
明
29
・

11）

の

初
出

、

そ
の

後
「

龍
潭
譚
」

を

収
め

た

短
篇
集
『

銀
鈴
集
』

（
明
44
・

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　

ゑ

　
た

3）
『

由
縁
文
庫
』

（
大
5
・

10
）

ま

で

は

す
べ

て

「

穢
多
」

と

記
さ

れ

て

い

る
。

と

こ

ろ

が

春
陽

堂
版
の

『

鏡
花
全

集
』

巻
二

（
大
15
・

11）

に

な

る

と

初
め

て

「

か

た

ゐ
」

と
直
さ

れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

こ

れ
は

、

元
々

”
穢
多
“

は

牛
馬
の

皮
は

ぎ
を
専
業
と
し

た

者
で

あ
っ

た

こ

と

を

改
め

て

考
え

直
し

て

書
き
直
し

た

か

と

い

う
気
も

す
る

が
、

そ

れ
な
ら

ば
、

三

味
線
の

門
付
け
を

し

た
り

、

ど

じ
ょ

う
や

付
木
を

売
り
に

来
た

と
い

う
と

こ

ろ

か

ら
み

る

と
、
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本
来
は

”
藤
内
“

と

い

う
べ

き
で

あ
る

。

た

だ
浅
野

川

の

川

向
こ

う
に

あ
っ

た

卯
辰
山
の

麓
に

は
、

解
放

令
の

あ
と
、

こ

こ

に

い

つ

か

大
勢
の

乞
食
た
ち
が

　

　
　

た

む

ろ

住
み

つ

き
屯
し

て

い

た
こ

と

は
、

当
時
周
知
の

事
実
で

あ
っ

た〔
18〕
。

そ

こ

に

は
、

元
は

藤
内
だ
っ

た

と
い

う
者
も
混
じ

っ

て

い

た

か

も
し

れ

な
い

。

し

た

が
っ

て

こ

こ

は
、

山
麓
の

神
社
で

遊
ぶ

身
な
り
の

悪
い

は

だ
し

の

子
ど
も
た

ち
を
「

こ

の

あ
た

り
に

住
む
」

「

か

た
ゐ
」

の

子
と
書
き
変
え
た

の

か

も
知
れ

な
い

と

す
る

の

が
、

最
も
無
難
な
説
で

あ
ろ

う
。

　

い

ず
れ
に

し

ろ
、

穢
多
へ

の

関
心

が
あ
れ

ば
こ

そ、

常
々

遊
ぶ

な

と
い

わ

れ

て

い

た
、

彼
ら

の

子
と

遊
ぶ

よ

う
に

筆
を

進
め

た

の

で

あ
り、

先
の

引
用

に

見
ら
れ
る

差

別
的

表
現
も、

す
べ

て

は
、

世

間

で

は

こ

う
見
て

い

る

と

い

う
俗
の

視
点
に

立
っ

て

な
さ

れ

た
も
の
、

し

た
が
っ

て

こ

こ

か

ら
、

鏡
花
の

穢
多
に

対
す
る

差
別
の

意
識

を

見
る

と

い

う
の

は

間
違
い

か

と

思
わ

れ
る

。

亠

ノ 、

　

「

山
僧
」

に

な
る

と

蒲
生

欣
一

郎
が

い

う
よ

う
な

、

単
に

プ

ロ

ッ

ト

展
開

の

た

め

に

穢
多
を
出
し
た

と
い

う
指
摘
は

全
く
当
た

ら
な
い

。

こ

れ

は

「

由

縁
の

女
」

「

妖
剣
紀
聞
」

に

お
い

て

も

同
様
で

あ
る

。

　
主

人

公

の

少

年
は

絵
を
習
っ

て

い

る
。

今
ま

で

う
ま
く
描
け
て

い

た

は

ず

の

絵
が

「

黒
い

牛
」

の

絵
に

な
っ

て

ど

う
し
て

も
う
ま
く
描
け
な
い
。

し

た

が
っ

て

何
度
書
い

て

も
及
第
点
が

も
ら

え
ず
悩
み

苦
し

む

こ

と

に

な
る

。

「

今

は

た
“

あ
せ

り
に

あ

せ

り
て

、

新
し

き
紙
の

み

描
棄
つ

る

を
、

母
上

差
覗
き

　
　

　

　
　
　
　
　
あ

し

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
か

し

こ

給
ひ

つ

つ
、

こ
・

に

脚
一

ツ

書
き
た

る

あ
り

、

彼
処
に

ま

た

尾

の

み

見
ゆ

る

　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　つ
の

を

棄
て

た
り

。

『
い

』

の

字
の

形
し
た
る

は

牛
の

角
文
字
か
、

一

筆
汚
く
染
め

な

し

て
、

う
つ

く
し

き
白
紙
を
塗
り
た
る

は

其
皮
の

片
な

る
べ

し
。

忌

は

し

　

こ

　
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
さ

ま

き
牛
頭
の

み

も
、

同

じ

状
に、

四

五

十
書
損
ね
て

束
ね
し

な
」

「

此
の

美
し

き

窓
の

下
は

、

牛
を
屠
る

小

屋
な
ら

ず
、

誰
ぞ、

我
が

可

愛
き
も
の

に
、

汚
は

し

　
う

し

こ

ろ

し

　

わ

ざ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

み

き

屠
牛
児
の

業
を

ば

さ
す
る
」

。

か

く
て

少
年
も
一

時
は
「

画
は

ハ

ヤ

こ

れ
に

て

習
ふ

ま
じ

。

屠
牛
児
の

業
を

誰
か

せ

む
」

。

し

か

し

こ

の

差
別
描
写
は

、

世

間
一

般
の

母
が

穢
多
を

ど

う
見
て

い

た

か

を
描
い

た

も
の

で
、

そ

の

教
育
下

に

あ
っ

た

少
年
が

同
様
な
描
か

れ

方
を

さ

れ

て

い

る

の

は

当
然
で

あ
る

。

つ

ま

り、
「

山
僧
」

に

隠
さ

れ

た

テ

ー

マ

か

ら、

そ

の

構
成
上

や

む
な
く
な
さ
れ

た

必
然
的
な

差
別
表
現
で

あ
っ

て
、

鏡
花
の

う
ち
に

穢
多
へ

の

差
別
意
識
が

と

く
に

あ
っ

た

と

い

う
わ

け
で

は

な
い

。

事
は

む

し

ろ

逆
で

あ
ろ

う
。

そ

れ

は

偶
然
に

知
り
合
っ

た

山
僧
と
の

こ

と

を

語
る

後
半
の

部
分
に

お

い

て
、

鏡

花
の

人
道

的
人
間
観

、

人
間
が

人

聞
を

差

別
す
る

こ

と
へ

の

激
し

い

怒

り
が

十

二

分
に

表
現
さ

れ
、

し

か

も
少
な
く

と
も
心
情
的
に

は

穢
多
へ

の

共
感
・

共
生
の

念
の

深
か
っ

た

こ

と

を
余
す
な

く
描
き
き
っ

て

い

る

よ

う
に

思

わ

れ

る

か

ら

で

あ
る
。

　

そ
の
一

は

「

牛
で

も
馬
で

も
何
で

も
な

、

皆
人
間
な
み

に

あ
し

ら
っ

て

や

れ
」

と

い

う
山
僧
の

こ

と
ば
の

内
に

あ
る

。

元
々

、

人

も
牛
馬
も
生

き
も
の

と

し

て

は

同

じ

も
の

で

は

な

い

か

と

い

う
、

汎
神
論
的
発
想
が、

こ

の

裏
に

は

見
え
る

。

こ

こ

か

ら
賤
視
の

思
想
は

出
て

こ

な

い
。

　

二
つ

に

は
、

山
僧
に

勧
め
ら
れ

る

ま

ま
廓
に

行
き
そ

こ

で

見
た

女
将
の

姿
、

そ
れ

こ

そ
は

穢
多
に

よ
っ

て

皮
を
は

が
れ
る

べ

き
「

さ
な
が

ら

の

牛
」

だ
っ

た

と
す

る

描
写
で

あ
る

。

つ

ま

り
は

、

女
た

ち
を
喰
い

も
の

に

し

て

生
き
て

い

る

女
将
、

こ

ん

な
や
つ

こ

そ
は

穢
多
と

呼
ば
れ

て

い

る

人

々

に

も
劣
る

、

人
問
以

下
で

は

な
い

か

と

痛
罵

、

し

た

が
っ

て

穢
多
を

さ

げ

す
み

賤
視
す
る

資
格
な

ど
、

人
間
の

ど

こ

に

あ

る

の

か

と

言
い

切
っ

て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

「

吠
ゆ

る

が

如
く

、

唸
る

声
し

て
、

む

く
と

起
上

り
し

女
房
両
手
を

立

て
、

膝
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を

つ

き
て

、

白
く
ふ

と
り
た
る

身
の

波
立
ち
つ

つ
、

黒
き
蒲
団
の

上

に

ぞ

這
う

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　

す

た

り
け
る

。

／
厠
を

や

求
め

け
む

、

病
め

る

も
の

の

や

が
て

這
ひ

ざ
ま

に

摺
り

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
へ

や

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

は

だ

か

み

い

で

て
、

ほ

の

か

に

小

山
の

如
く
室
の

内
に

満
ち
て
、

う
つ

だ

か

き
裸
身
の

顔

　

　
と

を
、

外
の

方
に

突
出
せ

し
が
、

足
を

引
き

ず
り
て

廊
下
に

出

で

つ

。

の

し

く
と
響
く
音
し
て

、

や

が

て

見
え
ず
な

り
ぬ
」

「

わ

が

両
手

、

僧
の

袖
に

取

縋
れ

ば
、

カ

ラ

カ

ラ

と

打

笑
ひ
、

珠
数
を
ば

ら

り
と

揉
み

果
て

た

り
。

『
は

…
、

お
も
し

ろ

い
、

さ

な
が

ら
の

牛
よ

』

」

。

こ

れ
に

よ

っ

て

少
年
は

「

あ
り
の

ま

ま
の

白
き
牛
一

ツ
」

を
描
く
こ

と

が
で

き
、

こ

れ

を
い

か
に

し

て

明
日

は

師
匠
に

見
せ

ん

か

と
ほ

く
そ
え
む
の

で

あ
る

。

こ

こ

に

は
、

女
教
師
に

向
か
っ

て
、

先
生
よ

り
も
自
然
の

花
の

方
が

き

れ
い

だ

と

い

っ

て

し

ま

う
「

化

鳥（
19

ぱ

（
明
30
・

4）

の

主

人

公

と

同
じ

少
年
の

顔
が
あ
る

。

楠
正

成
の

掛
軸

な

ど
描
い

て

売
ら
せ

な
が

ら、

ま

じ

め

く
さ
っ

た
顔
を

し

て

教
師
面
を
す
る

、

そ
う
い

う
廓
の

女
将
と

全
く
同
質
の

俗
物
の

師
匠
に

対
し

て

の

反
抗
が

描
か

れ

て

も
い

る

の

で

あ
る

。

七

　
　

け

が

　

　

　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

こ

　
こ

　

　
　
　
　

ま

ゐ

　
「

『

汚
れ

る

で

…

…

汚
れ

う
が、

若
旦
那、

此
家
の

茶
を

飲
つ

て

も
可

い

か

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
こ

と

ま

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

な

な
。

』

／
意
味
は

朧
気
に
、

言
は

判
然
と、

然
う
聞
え
た

。

／

礼
吉
は

色

を
作

　
　

　
　
　
ほ

　ぐ
　

　
　
　
　
　

　
へ
き

た

し

た
。

彼
は

略
々

露
野

の

経
歴

つ

た

其
の

身
の

上
を

知
つ

て

居
た

の

で

あ

る
。

／
『

大
好
き
で

す
よ

…
…

汚
れ

た

の

は
、

』

」

と

答
え

、

ぐ
つ

と
お

茶
を

あ

お

る

の

は
、

「

由
縁
の

女
」

の

主
人
公
麻
川

礼
吉
で

あ
る

。

　
純
粋
に

穢
多
を
書
い

た

と

い

う
点
で

は、

「

龍
潭
譚
」

は
、

の

ち

に

「

か
た

ゐ
」

と
し

て

い

る

こ

と

か

ら

も
外
し

て

考
え
た

方
が
い

い

だ

ろ

う
。

し

か
し

「

山
僧
」

に

な
る

と
、

は

じ

め

て

穢
多
へ

の

深
い

関
心
が

示
さ

れ
、

女
を

喰
い

も
の

に

す
る

女
郎
屋
の

女
将
や、

楠
正
成
の

絵
な
ど

を
自
慢
気
に

描
い

て

売
る

俗
物
ど

も

に
、

人
を
非
難
す
る

の

資
格
あ
り
や

と
、

人
間

を
裁
き
差
別
す
る

こ

と
へ

の

愚
か

さ
を

鋭
く
問
い

か

け
て
い

る
。

そ

れ

が

「

由
縁
の

女
」

に

な
る

と、

さ

ら

に

具
体
化
さ

れ

て
い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る

の

で

あ

る
。

　
故
郷
・

金

沢
に

残
し

た

両
親
の

遺
骨
を
改
葬
す
る

た

め
に

帰
っ

て

来
た
礼
吉

は
、

ふ

と

し

た

こ

と

か

ら
、

今
は

穢
多
の

頭
前
塚
権
九
郎
に

嫁
し

た
恩
あ
る

娘

露
野
の

乳
母
を
た

ず
ね
る

こ

と

に

な

る
。

そ
し

て
、

そ
こ

で

出
さ

れ

た

お

茶
を

一

気
に

飲
ん

だ

こ

と

か

ら
、
・
礼
吉
は

権
九
郎
の

味
方
・

知
己
と
し

て

認
め

ら

れ

る
。

し

た

が
っ

て、

向
山
の

墓
所
に

遺
骨
を

取
り
に

赴
い

た

時、

邪
魔
に

入
っ

た

士

族
で

あ

る

こ

と

を
鼻
に

か

け
る

大
郷
子
一

味
は
、

小
気
味
い

い

ほ

ど
に

権

九
郎
一

党
に

よ
っ

て

や
っ

つ

け
ら

れ

る
。

鏡
花
が

士
族
に

対
し

て

ふ

だ

ん

か

ら

ど

う
い

う
気
持
ち
を

い

だ
い

て

い

た

か

は
、

た

と

え
ば

「

自
然
と

民
謡
に

／
郷

土
精
華
（

加
賀）
」

（
大
4
・

10）

を
一

読
す
れ

ば

分
か

る

は

ず
で

あ
る

。

「

郷

里

の

悪
口

を
い

ふ

や

う
だ
が
、

加
賀
の

人
間
は

傲
慢
で

、

自
惚
れ
が
強
く
て
、

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
や

入

を
人
と

も
思
は

な
い
、

頑
固
で

分
ら

ず
漢
で

、

殊
に

士
族
な
ぞ
と

来
て

は
、

そ

の

悪

癖
が

判
然
と

発
揮
さ
れ

て
、

吾
々

町
人
共
は

ま

る

で

人
間
と
も

思
は

な

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　

い

け

す

か

い

と
云
つ

た

や

う
な

傲
慢
不
遜
な

態
度
の

不
可

好
な
い

特
性
は
、

同
郷
人
た

る

私
で

さ

え

嫌
で

嫌
で

仕
方
が
な
い
」

。

　
そ

の

士
族
た

ち

が

い

や

と

い

う
程
や
っ

つ

け
ら

れ
る

。

差
別
す
る

者
へ

の
］

種
の

天

誅、

天
罰
で

あ
る

。

こ

の

点
に

つ

い

て

は
、

村
松
定
孝
の

い

う
と

お

り

で

あ
る

。

い

や

わ

た

し
な
ど

は
、

も
っ

と

特
記
強
調
し

て

も

い

い

の

で

は

な

い

か
と
さ

え

考
え
る

。

「

特
筆
す
べ

き
で

あ
る

の

は
、

本
作
に

現
わ

れ

た

鏡
花
の

士
族
階
級
へ

の

嫌
悪
と
未
解
放
部
落
に

対
す
る

強
烈
な
精
神
的
支
援
で

あ
る
」

「

大
郷
子
一

族
（
士
族〉

を

部
落
の

頭
目
の

権
九

郎
の

率
い

る

集
団
が
膺
懲
す

る

と
い

う
設

定
は
、

鏡
花
の

差
別
と
偏
見
に

対
す
る

呪
詛
と

被
差
別
階
級
へ

の
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温
眼
の

示
さ

れ

て

い

る

も
の

と

し

て、

文
化
史
的
見
地
か

ら
も
注
目
す
べ

き
美

挙
と

い

え
る

で

あ
ろ

う〔
20

ば

。

な
お
、

冒

頭
に

か

か
げ
た

権
九

郎
の

「

此
の

国

ほ

ど
、

人
間
の

差
別
を
付
け
」

る

「

国
は
他
に

や

あ
ね

え
」

と

い

う
語
に

関
し

て

も、

鏡
花
自
身

、

先
の

「

自
然
と
民
謡
に
」

に

お
い

て

こ

う
明
ら

か

に

し

て

い

る
。

「

加
賀
人
程
私
の

癪
に

さ

は

る

者
は
な

い

の

で

あ
る
」

「

百
万
石

だ
ぞ
と

云
つ

た

偉
ら
が

り
が
、

今
日

で

も
其
の

性
格
の

奥
に

閃
め

い

て

ゐ

る

の

が、

何

よ

り
も
面
白
く
な
い

と

思

ふ
」

。

い

わ

ゆ

る

加
賀
人
の

つ

ま

ら
な

い

昔
へ

の

こ

だ

わ
り
で

あ
る

百
万
石
意
識
が
、

今
も
っ

て

差
別

の

構
造
を
増
殖
し
つ

づ

け

て

い

る

と

い

う
の

で

あ
る

。

八

　

「

由
縁
の

女
」

「

妖
剣
紀
聞

」

は

共
に

大
正

中
期
の

作
品
で

あ
る

。

当
然、

大
正
デ

モ

ク

ラ

シ

ー

と

い

う
時
代
的
背
景

、

そ

の

影
響
も
考
え
ら

れ
な
い

で

は

な

い

が
、

金

沢
に

近
い

魚
津
（
富
山
県）

か
ら

日

本
中
に

広
が
っ

た

「

米
騒
動
」

（
大
7）
、

さ

ら

に

そ
れ

を
一

つ

の

導
火
線
と

し

て
、

各
地
に

「

全
国
水
平
社
」

設
立
（
大
11

）

へ

向
け
て

の

激
し
い

部
落
解
放
運
動
が

始
ま
っ

た
、

こ

ん

な
こ

と

も
ひ

ょ

っ

と

し
て、

鏡
花
の

新
し

い

部
落
文
学
執
筆
の

動
機
の
一

つ

に

な
っ

て

い

る

の

か

も
し

れ
な
い

。

　
「

妖
剣
紀
聞
」

に
つ

い

て
、

最
初
の

批
評
を
く
だ
し
た

の

は

木
村
毅
で

あ
る（
21｝
。

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
の　　　　

彼
は

ま

ず
「

『
妖
剣
紀
聞
』

は

数
多
い

鏡
花
氏
の

作
中
で

も、

私
の

最
も
好
き

な
も
の

・

一

つ

で

あ
る
」

と

述
べ
、

こ

れ

は

「

本
朝
無
双
の

名
工

な

る

非
人
清

光〔
22り

の

出
世
譚
で

あ
る
」

と

こ

と
わ

る
。

次
い

で
、

若
か

り
し
頃
の

清
光、

つ

ま
り
高
松
清
三

郎
と

鳥
追
の

女
お

町

と

の

悲
恋
の

顛
末
に

つ

い

て

語
り、

こ

う

　
　
　

　

　
　
　
　コ　　
　　

述
べ

る
。

「

美
化
も
鏡
花
氏
位
に

な
る

と
、

余
り
に

現
実
ば

な

れ
が
し

過
ぎ
て

ゐ

て
」

「

ま
こ

と

に

特
殊
部
落
美
化
の

文
学
中
の

絶
品
と
称
せ

ざ
る

を

得
な
い
」

。

女
は

い

や

し

い

汚
れ
た
血
を
短
剣
で

胸
を

突
き
滝
壼
の

水
で

洗
い

清
め
よ

う
と

す
る

。

そ
こ

で

「

主
人

公
は

穢
多
の

娘
の

血
を
の

み
、

彼
女
と

夫
婦
を
契
つ

て

鍛
工

の

秘
義
を
神
会
し

た
。

1
と

言
へ

ば

穢
多
賤
視
は

お
ろ

か
、

却
つ

て

礼

讃
で

あ
る

と

の

観
測
も
成
立
し

な

い

事
は

な

い
」

。

　
と
こ

ろ

が

こ

の

あ
と

の

彼
の

評
言
た

る

や
、

全
く
当
を
得
て
い

な

い

の

で

あ

る
。

「

だ

が、

そ

れ

な
ら
作
者
は

ヒ
ロ

イ

ン

を
何
故
に

殺
し

た
か

。

ヒ

ロ

イ

ン

の

死

に

依
つ

て

読
者
の

同
情
を
求
め

た

か
。

何
故
に

彼
女
を

殺
さ

ず
に
、

作
の

効
果
を

挙
げ
る

事
を

計
ら
な
か

つ

た

の

か
」

。

当
時
は

お

ろ

か
、

戦
後
で

も
あ

の

女
の

家
は

穢
多
だ

と

い

う
こ

と

で、

ど

れ

だ

け
多
く
の

女
性
が
、

そ
の

犠
牲

と

な
っ

て

結
婚
で

き

ず
自
殺
し
た
か

。

清
三

郎
が

夫
婦
の

契
り
を

誓
っ

た

時
は
、

よ

も
や

清
三

郎
が
そ
ん

な

こ

と
を
口

に

す
る

と

は

露
思

わ

ず
、

女
は
ま

さ

に

自

殺
を
と
げ
よ
う
と

す

る

瞬
間
で

あ
っ

た
。

し

か

し
そ
れ

が

現
実
で

あ
り

、

ま

し

て

当
時
と

し

て
、

こ

れ

以
外
の

結
末
を
つ

け

る

と
し
た

ら
、

そ
れ

こ

そ

お
か

し

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
で

か

け

い

は

ず
だ

。

さ

ら

に、

鏡
花
は

女
の

い

ま

わ
の

際
の

「

せ

め

て

お

妾
に

」

と

い

う
こ

と

ば

に
、

き
つ

ば

り
答
え
て

い

る

で

は

な
い

か
。

「

い

・

や、

夫
婦
だ

、

妻
だ
、

女
房
だ
」

。

こ

の

こ

と

ば
を
聞
い

て
、

読
者
の

胸
に

熱
い

同
情、

深
い

感
動
の

念
が
こ

み

あ
げ
て

こ

な
か
っ

た
か

と、

逆
に

わ
た

し

は

問

い

正

し

た

い

く

ら

い

だ
。

と
こ

ろ

が

あ
ろ

う
こ

と

か、

評
者
は

さ

ら
に

か

か

る

憶
測
を

平
然

と

掲
げ
て

い

る

の

で

あ
る

。

「

恐

ら
く
は
此
の

名
人
が

穢
多
の

娘

如
き
を

配

と

し

て

長
く
ゐ

た

の

で

は
、

そ
の

主
人
公
の

価
値
が
減
殺
さ

れ

る

と

言
ふ

感
じ

が
、

暗
々

裡
に

作
者
に

あ
つ

た

の

だ

ら
う

。

つ

ま
り
あ
の

や

う
な
境
遇
の

女
を

妻
と

し

て

永
く
生

活
さ
す

事
は

、

作
者
の

趣
味
に

合
は

な
か

つ

た

か

ら

で

あ
ら

う
。

と

す
れ
ば
、

作
者
の

脳
裡
に

は

か
な

り
深
く
部
落
民
賤
視
の

観
念
が
食
ひ

ご

ん

で

ゐ

る

こ

と

に

な

る
」

。

そ
れ

な
ら

な
ぜ
、

女
が

汚
れ
た

血

で

す
よ

と
い

う
、
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そ
の

血
の

塊
を
一

滴
余
さ

ず
飲
み
こ

ん

だ
の

か

藝
。

こ

れ

を
愛
の

証
以
外
の

何

だ

と
い

う
の

か
。

鍛
刀
の

秘
を

神
会
し

た

と

い

う
が
、

そ
れ

は

目
的
と

し

て

で

は

な
く、

結
果
と
し

て

得
た

も
の

に

過

ぎ
な

い
。

そ
れ

に

見
よ

。

刀

工

と
し

て

名
人
の

ほ

ま
れ

を
受
け

た

あ
と

も
貧
に

甘
ん

じ
、

独
身
を

通
し

つ、、
つ

け
た

。

万

歳
と
は

い

っ

て

も、

た
か

が

門
付
芸
と
蔑
視
さ
れ

て

い

た

越
前
万
歳
の

太
夫
・

才
蔵
の

二

人
に

、

白
鞘
の

名
剣
を
気
軽
に

与
え
て

し
ま
う

。

ま

た

お
礼
に

と

舞

わ

れ
る

万
歳
を

、

清
光
の

う
し

ろ

で
、

も
う
一

人
い

っ

し
ょ

に

見
て

い

た

「

美

し

い

鳥
追
」

の

姿
を

何
と

見
る

か
。

こ

れ

な

ど

も、

あ
れ

か

ら

五

十
二

年、

今

は

六
十
九

に

な
っ

た

清
光
の

心
に、

依
然
と

し
て

わ

が

妻
、

女
房
と
し

て

お

町

が

共
に

生

き
て

い

る

こ

と

を
明
ら
か

に

説
き
明
か

し

た

も
の

で

あ
ろ

う
。

さ

ら

に

い

え
ば
、

女
か
ら

杜
若
を
も
ら
っ

た
の

が
縁
で

結
ば

れ

た

二

人
で

あ
っ

た

が、

そ

の

杜
若
が
、

冒
頭
で

ま

ず
示
さ
れ

、

最
後
に

も
う
一

度
出
さ

れ

て

終
わ
っ

て

い

る

の

は

何
ゆ

え
か

、

と

い

う
こ

と

も

考
え
て

み

る

必
要
が

あ
る

。

杜
若
は
、

こ

こ

で

は

お

町

の

シ

ン

ボ

ル
、

穢
多
の

比
喩
と

し
て

使
わ
れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

だ
と

す
れ

ば

「

妖
剣
紀
聞
」

の

書
き
出
し

の
一

行
を
も
う
】

度
改
め

て

考
え
て

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
き
らい

も
ら
い

た

い

の

で

あ
る

。

「

花
は
、

何
ん

だ
と

言
つ

て
、

花
に

嫌
な
花
と
言
ふ

の

は

あ
り
ま
せ

ん

が、

私
は

幼
い

時
か

ら、

杜
若
の

花
が

大
好
き
で

す
」

。

　
「

妖
剣
紀
聞
」

が
差
別

文
学
で

は
な
い

と

い

う
こ

と

に
つ

い

て
、

も
う
少
し

考
え
を

進
め

て

み

た

い
。

　
ま
ず
一

つ

は
、

「

当
代
第
一

の

刀
鍛
冶
」

と

う
た

わ

れ

な
が

ら
、

な

ぜ

「

み

つ

か

ら

非
人

と
銘
打
つ

た
」

か

に

対
し

て

で

あ
る

。

そ
れ

は
一

つ

に

は
、

お
町

の

死
に

際
し

て

誓
っ

た
、

俺
の

「

妻
だ
、

女
房
だ

」

と

い

う
こ

と

ば

に

答
え
る

た
め

の

も
の

で

あ
り、

二

に

は
、

終
生

、

犯
し

た

罪
に

対
す
る

贖
罪
の

意
識
を

忘
れ

な

い

た
め

の

も
の

で

あ
っ

た

か

ら

だ

と
、

私
は

推
測
す
る

。

　
続
け
て
、

「

非
人
」

の

あ
と

に
、

な
ぜ

「

清
光
」

の

二

字
を

も
っ

て

き
た

か

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
せ

い
ざ

　

よ

み

　

　

　

　

　

　

な

の

り

と

い

う
こ

と

に

つ

い

て

で

あ
る

。

鏡
花
は

「

清
三

の

訓
を
其
の

ま
・

名
告
に
」

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
せ

い

ざ

　

　

　

き

よ

み

つ

と

記
し
て
い

る
。

な

る

ほ

ど

「

清
三
」

は

「

清
三

」

と

確
か

に

読
め

る
。

し
か

し
こ

こ

に

は
、

も
っ

と

深
い

意
味
が

隠
さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

て

な

ら
な
い

の

で

あ
る

。

　
こ

こ

で、

鏡
花
が

大
胆
に
フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

化
し

て

い

る

「

非
人
清
光
」

に

つ

い

て、

そ
の

実
像
を

分
か

る

範
囲
内
で

簡
単
に

説
明
し

て

お

こ

う
蓼
。

非
人
清

光
に

つ

い

て

調
べ

る

場
合、
『

稿
本
金
沢
市
史
・

工

芸
編』
（
大
14
・

6）
で

は
、

そ
の

後
修
正

さ
れ

た

部
分
が

多
く

、

現
在
は
、

主
と

し

て

『

加
州
新
刀
大
鑑
壅

』

（

昭

48
・

1）

に

依
る

の

が

普
通
で

あ
る

。

清
光
の

名
は
十
三

代
続
き〔
25v
、

古

藤
島
壅

の

流

れ

を

汲
み

、

そ

の

間
多
く
の

名
刀
が

残
さ

れ

て

い

る
。

い

ず
れ

も

今
の

金

沢
の

町
に

住

み
、

俗
に

「

非
人

清
光
」

と

世
に

い

わ

れ

て

い

る

刀
工

は
、

六
代
目
か

ら
八

代
目

ま

で

の

三

入
を
指
し

て
い

る
。

た
だ

し

非
人

小
屋

裁
許
の

上

申
書
に

よ

れ

ば

「

刀
鍛

冶
清
光
長
兵
衛
飢
渇
に

及
び
願
に

付
先
年、

非
人

小

屋
入
に

相
成、

小
屋
内
に

て

長
兵
衛
父

子
三

人
細
工

仕
」

云
々

と
あ
り、

六

代

目
の

入
所
が
延
宝
末
年
（
一

六

八

〇）

頃、

八

代
目
は

、

の

ち
に

こ

の

金
沢
笠

舞
に

あ
っ

た

非
人
小

屋
を
出
て

刀
工

の

暮
ら

し

を
続
け
て

い

る
。

し
か

し
非
人

清
光
の

剣
と

し

て

賞
讃
さ

れ

る

多
く
は

延
宝
頃
の

も

の

と

見
ら

れ

る

と
こ

ろ

か

ら
、

い

わ

ゆ

る

「

非
人
清
光
」

は

六
代
目
清
光
で

あ
ろ

う
と
さ

れ
て

い

る

の

で

あ
る
。

因
み

に

現
在、

非
人
小
屋
が
あ
っ

た

と

さ

れ

る

笠
舞
の

地
に

「

非
人

清

光
碑
」

（
昭
42
・

3）

が
建
立

さ

れ
、

以

下
の

碑
文
が
記
さ
れ

て

い

る
。

「

こ

の

地
は

も

と

笠
舞
村
と
い

い
、

寛
文
十
年
藩
主
前
田

綱
紀
が
こ

こ

に

小
屋

を
建
て

て

領
内
の

困
窮
者
数
千
人

を

養
っ

た
。

こ

れ

を

御
小
屋
ま
た
は

非
人
小
屋
と

呼

ん

だ
。

刀
鍛
冶
長
兵
衛
藤
原
清
光
は

名
利
の

道
に

疎
く
窮
乏
の

末
、

延
宝
年
間

に

こ

こ

に

移
っ

た
。

／
彼
は

清
光
の

六
代
目
で

歴
代
の

中
で

も
名
工

で

あ
り

、

藩
主

は

そ
の

技
倆
を
惜
し

み

度
々

鍛
刀
を

命
ぜ

ら
れ

た

が
、

彼
も
ま

た

貧
中
礼
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節
を
忘
れ

ず、

貞
亨
四

年
に

没
す
る

ま
で

造
刀
に

専
念
し

た
。

／
七
代
長
右
衛

門
も
こ

の

地
で

鍛
刀
し
享
保
八

年
に

没
し

、

八

代
長

兵
衛
は

金
沢
城
下

に

移
り

業
を
継
ぎ
子
孫
は

明
治
に

及
ん

だ
。

／
こ

こ

に

笠
舞
町
第
四

土
地

区
画
整
理
の

完
成
を

記
念
し

碑
を
建
て

て
、

こ

の

地
の

歴
史
と

清
光
の

名
を

永
世
に

伝
え

る
」

。

　

さ
て

話
を

戻
し

て
、

な
ぜ

実
像
と
は

全
く
異
な

る

人
物
に

非
人

清
光
な

る

名

を
与
え
た

の

か
。

鏡
花
は

「

清
三

藝
の

訓
」

か

ら

と

い

っ

て

い

る

が、

私
は
、

清
光
と

し
た
の

は

鏡
花
の

父
の

俗
名
清
次、

か

ざ
り
職
人

、

金
工

と
し

て

の

政

光、

こ

の

両
名
の

上

下
の

文
字
を

合
体
化
し

た

も
の
、

つ

ま
り
清
光
と

同

じ

く

名
人
と

呼
ば
れ

な
が

ら
、

殆
ど

報
わ

れ

る

こ

と

な

く
死

ん

で

い

っ

た
父
親
の

イ

メ

ー

ジ

を

清
光
の

上

に

重
ね
て

い

る

と

見
た

い

の

で

あ
る

。

非
人
と
い

う
名
も

、

明
治
・

大
正
の

頃
の

問
屋
や

頭
領
の

下

に

あ
っ

て

働
い

た

職
人
た

ち
は

、

半
ば

乞
食
も
同
然
で

あ
っ

た
と

い

う
こ

と

を

念
頭
に

お

け
ば
、

非
人

な
る

二

文
字
に

も、

窮
乏
の

う
ち
に

死
ん

で
い

っ

た

鏡
花
の

父

の

面
影
が

隠
さ
れ

て
い

る

と
見

て
、

さ

し

て

暴
論
と
は

思
え
な

い
。

「

さ
・

蟹
」

（
明
30
・

5
）

の

冒
頭
「

彫
刻

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　

か

れ

師
広
常
歿
し
て

の

ち
、

三

月
春
寒
き
頃、

渠
が

生
前
に

使
ひ

し
一

切
の

道
具
売

物
に

な

り
て

人
手
に

渡
り
た

り
」

の
一

文
を
読
む
に
つ

け
て

も、

残
っ

た

の

は

借
金
ば
か

り
だ
っ

た
と

い

う
こ

と

が

わ

か

る
。

で

な

か
っ

た

ら、

そ
の

年
（
明

27）
、

ど

う
し

て
、

鏡
花
が

家
族
を
残
し

た

ま
ま
、

百
間
堀
で

自
殺
を

計
ら

ね

ば

な
ら

な
か
っ

た

の

か
、

そ
の

理
由
も

釈
然
と

し
な
い

こ

と

に

な

る
。

か

ざ
り

職
人

、

今
で

こ

そ
恰
好
よ

く
加
賀
象
眼
な

ど

と

い

う
華
や

か

な

こ

と

ば

に

包
ま

れ

て

芸
術
家
扱
い

さ
れ

、

そ
の

作
っ

た

も
の

も
高
価、
一

般
に

は

な

か

な

か

手

の

と

ど
か
な

い

も
の

に

な
っ

て

い

る
。

し

か

し
か

つ

て

は

そ

ん

な

も

の

で

は

な

い
。

た

と

え
ば

鏡
花
の

父
と

同
業
で

や

は

り
多
く
の

名
品
を
作
っ

た

北
島
清
次

郎
（

昭
41
・

62
歳
没）

か

ら

の

聞
き

取
り
を

田

中
喜
男
が

紹
介
し

て

い

る

が
、

そ

れ

は

悲
惨
の

ひ

と

言
に

尽
き
よ

う
。

ま
さ

に

そ

れ

は
、

乞
食
・

非
入

の

姿
さ

な

が
ら

で

は

な

い

か

と
い

っ

て

も
い

い
。

「

戦
前

、

職
人
が
問
屋
へ

製
品
を
持

っ

て

い

く
場
合、

裏
口

か
ら

案
内
を

乞
い

ま
し

た
。

正
面
玄
関
か

ら

入

る

の

は

一

部
の

特
別

な
職
人
で
一

般
の

職
人
た
ち
は

裏
口

か

ら

出

入
り
し

た
も
の

で

す
。

わ

た
し

は

簪
と

か

煙
管
と

か

い

う
小
さ
な

品
も
ん

を

扱
っ

て

い

ま
し
た
の

で

余
り
問
屋
に

は

用
が

あ
り
ま
せ

ん

で

し
た

が
、

仲
間
の

者
の

話
を

聞
く
と
大

変
だ
っ

た

よ

う
で

す
。

裏
口

か

ら

案
内
を

乞
い

店
の

問
か

オ
エ

の

土

間
に

膝
付

　
　
　
あ

る

き
し

て

主
じ

を
待
つ

。

主

じ

が

出
て

く
る

と

は
い

つ

く
ば

っ

た

姿
で

品
も
ん

を

主
じ

に

捧
げ
る

。

こ

こ

で

値
段
が
一

方
的
に

値
引
き
さ
れ、

い

や

お

う
な

し

に

承
知
さ

せ
ら

れ

ま

す
。

す
る

と
主

じ

は

『

落
と

い

て

行
け
』

と
い

う
。

そ
こ

で

品
も
ん

を

置
い

て

最
大
級
の

お

礼
を

い

っ

て

退

出
し

た

も
ん

で

す
」

（
昭

47
・

4
『

金
沢

の

伝
統
文
化
』）

。

こ

れ

で

は
、

乞
食
・

非
人
さ
な

が
ら

と
い

っ

た

が、

こ

れ
を
穢
多
と

い

う
二

字
に

置
き
か
え
て

も

な
ん

ら
お

か

し

く
な

い

よ

う
に

思

わ

れ
る

。

こ

こ

あ
る

よ

う
な
事
実
を、

鏡
花
は

上

京
す
る

ま

で

折
り
に

触
れ

父

の

か
た
わ

ら
に

あ
っ

て

見
て

い

た
の

で

あ
る

。

だ
か

ら
つ

い

つ

い

父
の

手
紙
に

も
、

大
店
の

並
ぶ

尾
張
町
に

対
し
て

「

尾
張
町
の

俗
物
ど

も
」

（
明
26
・

7
・

26
〔

推
定〕
）

が

と
、

語
気
荒
く

書
い

て

し
ま
っ

た
の

で

あ
ろ

う
。

鏡
花
の

、

被
差
別

部
落
に

対
す
る

深
い

関
心
・

同
情
の

念
も、

ま
ず
は

こ

の

辺
の

事
情
か

ら

生

ま
れ

た

も
の

と
、

推
測
し

た

い
。

　
加
賀
象
眼
の

頭
領
と

い

え
ば

、

も
ち
ろ

ん

代
々

に

わ

た
っ

て

水
野
源
六

で

あ

っ

た
。

そ
し

て

鏡
花
の

父
は

、

そ
の

下

職
で

あ
る

。

当
時
の

水
野
源
六

親
子
を

モ

デ

ル

に

し

た

「

ピ

ス

ト

ル

の

使
ひ

方
」

（
昭
2
・

9
−

3
・

2）

で
、

鏡
花

が

父
に

対
す
る

水
野

家
の

態
度
を

、

い

か

に

恨
ん

で

い

た
か

が
よ

く
わ

か

る
。

こ

こ

で

は
、

細
工

の

命
と
い

わ

れ

る

目
を
入
れ

た

に

も
か
か
わ
ら

ず
、

自
分
の

銘
を

入

れ
よ

う
と

し

た

近
常
は

、

頭
領
の

息
子
に

何
を

す
る

か

と

罵
倒
さ

れ
、
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ど

ろ

ば
う

あ
ま
つ

さ
え

「

悪
く
す
れ
ば

仕
事
を
盗
む

、

盗
賊
も
同
然
だ

ぞ
」

「

し
か

し

詫

び

る

と

あ
れ
ば

仔
細
な

い
。

一

杯
た

ら

さ
う

」

と

い

わ

れ
る

。

　
”

一

杯
た
ら

さ

う
“

で

あ
る
。

「

た

ら

す
」

と

は
、

加
賀
で

、

目
下

の

者
に

向
か
っ

て

物
を
や

る
、

ほ

れ

取
ら

せ

る

ぞ

と

い

う
意
味
の

方
言
で

あ
る

。

口

惜
し

さ
に、

雪
の

中

を

山
中
に

あ
る

女
房
の

墓
ま
で

た

ど

り
つ

き、

そ

の

前
で

泣
い

た
。

そ

れ
が

元

で

病
を

得
て

近
常
は

死
ぬ

。

い

わ

ば
そ

れ
へ

の

復
讐
譚
と

し
て

「

ピ

ス

ト
ル

の

使
ひ

方
」

は

書
か

れ
た

も
の

で

あ
る

璽
。

　

穢
多
（
皮
多〉

だ

け
で

は

な
い

。

藤
内
・

非
人、

あ
る

い

は

芸
妓
・

流
れ

芸

人
に
い

た

る

ま

で

の

社
会
の

底
辺

に

苦
し
む
人
々

に

対
す
る
、

鏡
花
の

関
心
・

同
情
の

深
さ
は
、

く

り
か

え
す
が、

ま
ず
は

父
を
通
し

て

知
っ

た

職
人

社
会
の

差
別
構
造
の

中
か

ら
生

ま
れ

た
も
の

な

の

で

あ
る

。

　
し
た
が
っ

て
、

岩
波
の

編
集
子
が

何
ゆ
え、

鏡
花
の

「

記
述

も
ま
た
抜
き
が

た
い

偏
見
の

存
在
を

前
提
に

成
立
っ

て

い

る
」

と

す
る

の

か
、

わ

た

し

に

は

ど

う
に

も

納
得
が

ゆ
か
な
い

。

部
落
問
題
に

対
し

て
、

そ
こ

に

は

お

の

ず
と

限
界

が

あ
る

と
い

う
の

な
ら

分
か

る
。

し

か

し

「

抜
き
が

た

い

偏
見
」

が
と
な
る

と

話
は

別
で

あ
る

。

こ

れ

は

平
野
栄
久
が

「

妖
剣
紀
聞
」

の

大
略
を

述
べ

「

こ

の

稚
拙
な
紹
介
か

ら

で

も、

差
別
的
な
作
品
で

あ
り

」

岩
波
の

「

編
集
委
員
会
が

採
録
を
た

め

ら
っ

た

の

が

了
解
で

き
よ

う
。

こ

の

ほ

か

部
落
の

筧
に

か
か

る

飾

り
の

よ
う
な
水
車
を、

将
軍
の

お

成
り
さ

え
あ
る

本
格
的
な

水
車
と

比
較
し
て

『

其
の

時
代
の

人
情
で

は
、

狐
狸
が

な
ま

じ

人
間
の

真
似
を
す
る

や

う
で

、

…

…
』

と
か

、

全
編
差
別
意
識
が

み

な

ぎ
っ

て

い

る

と
い

え
よ

う
。

こ

れ
が

全
国

水
平
社
創
立

の

わ

ず
か

二

年
ほ

ど

前
の

作
品
な

の

で

あ
る

。

こ

の

差
別

性
を
看

過
す
る
こ

と
は

で

き
な

い

霾
」

な
ど
を

読
ん

で

い

て

も
、

な

ぜ

こ

こ

ま
で

い

わ

ね
ば
な
ら
な
い

の

か

と

の

思
い

が

強
い

。

水
車
の

件
に

し

ろ
、

そ

れ

に

つ

い

て

は

「

其
の

時
代
の

人
情
で

は
」

と
、

鏡
花
の

視
点
で

は

な
く

、

こ

こ

は

世
間
一

般、

第
三

者
の

視
点
で

は

と、

は
っ

き
り
断
っ

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ
る
。

差
別

的
表
現
が
あ

る

か

ら

と

い

っ

て
、

そ
こ

だ

け
を
見
て
、

即
そ
れ
が

差
別
文
学
だ

と

い

う
こ

と

に

は

な

ら

な

い

だ

ろ

う
。

九

　

鏡
花
が
ど
う
し

て

被
差
別
階
層
の

人
々

に
、

広
く
心

を

開
い

て

い

た

か、

そ

の

第
一

は

父
と

の

生

活
を

通
し

て

知
っ

た

職
人
社
会
の

差
別
構
造
の

裡
に

あ
る

と
、

先
に

も
い

っ

た

が、

他
に

も
そ

の

理

由
の

い

く
つ

か

を

挙
げ
て、

｝

応
こ

の

稿
を

終
え
る

こ

と

に

し

た

い
。

　
一

つ

は
、

毎
日

の

小
学
校
の

行
き
帰
り
に

見
聞
せ

ざ
る

を

得
な

か
っ

た

も
の

が
、

父

に

見
た

も
の

を

さ

ら

に

広
く
拡

大
さ

せ

た

と

考
え
ら

れ

よ

う
。

鏡
花
が

子
ど
も
の

頃、

家
を
出
て

久
保
市
乙
剣
宮
の

裏
の

坂
を

降
り
る

と
、

そ

こ

は

「

流
れ
」

の

名
で

知
ら

れ
て

い

た

廓
街
で

あ
る

。

そ

こ

を
通

り
抜
け
浅
野
川

の

ふ

ち
へ

出
る

と
、

当
時
は
一

文
橋
（
現
「

中
の

橋
」

）

と

呼
ば

れ
、

そ
こ

に

は

貧
し
い

「

橋
番
」

の

小

屋
が

あ
っ

た

（
小
説
「

化
鳥
」

参
照）

。

そ

こ

を

渡
り

「

川
向
こ

う
」

の

学
校
へ

通
学
し

て

い

た

の

で

あ
る

。

さ

ら
に

こ

の

周
辺

に

は
、

旧
市
内
に

入
れ

な
い

郡
部
の

農
家
の

次
三

男
坊
た

ち
の

多
く
が

日

や
と
い

な

ど

を

求
め

て

小
屋

に

も
等
し
い

居
を

構
え
て

い

た

り、

旅
芸
人

た

ち
が
泊
る

金
沢

　

　
　
　
　

　
は

た

ご

で

も
最
も
安
い

旅
籠
が

何
軒
も
あ
っ

た

り
し

て

い

た

の

で

あ
る

。

そ
こ

で

感
受

性
豊
か

な
一

人

の

少
年
鏡
花
が
日
々

考
え
た
と

思
わ

れ

る

こ

と

を

想
像
し

て

ほ

し

い
の

で

あ
る

。

だ
か

ら、

こ

れ

か

ら
川
下
へ

行
く
ほ

ど

人

々

の

差
別

意
識
は

さ

ら
に

強
く
な
っ

て

ゆ

く
わ

け
だ

が
、

そ
れ

に

対
し

て

鏡
花
が

そ

れ
に

同
調
し

た

な
ど

と

は
、

と

て

も

考
え
ら
れ

な
い

。

事
実
は
、

む
し

ろ

そ

の

逆
だ
っ

た
と

考
え
ら
れ

る
べ

き
で

あ
ろ

う
。
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今
一

つ
、

鏡
花
の

生
ま
れ

育
っ

た
下
新
町

（
現
「

尾
張
町
二

丁
目

」

）

だ
け

で

な

く、

そ
の

表
通
り
尾
張
町
一

帯
が、

ど
う
い

う
歴

史
の

上

に

成
立

し

た

町

で

あ
っ

た

か
と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

こ

の

辺

り
一

帯
は
、

一

向
一

揆
の

頃、

鏡

花
が

よ

く
遊
ん

だ
久
保
市
乙

剣
宮
の

す
べ

て

は

境
内
で

あ
っ

た
。

そ
し

て

こ

の

地
の

拠
点
尾
山
御
坊
が

陥
落
し

た

時
、

織
田
勢
に

よ
っ

て
、

住
民
は

も
ち

ろ

ん、

こ

の

社
叢
の
冖

木

＝
早

に

い

た
る

ま

で

が

焼
き
尽
く

さ

れ

た

と

い

わ

れ

て

い

る

所
な

の

で

あ
る

。

あ
と

に

残
っ

た
焼
け
く
ち
た

枯
木
の

林
立

か
ら

、

｝

時
こ

の

辺
は

枯
木
村
と
呼
ば

れ、

そ
の

外
れ

に

あ
っ

た
橋
に

も、

今
に

残
る

「

枯
木
橋

〔
31

こ

の

名
が

つ

け
ら
れ
た

の

だ

と

い

わ

れ

て

い

る
。

つ

ま

り
鏡
花
の

生

地
付

近
｝

帯
は

、

尾
山
御
坊
の
一

向
門
徒
衆
最
期
の

地、

そ
の

怨
霊
が

、

地
霊
と
な

っ

て

恐
ら
く
は

地
下

深
く
眠
る

因
縁
の

土
地
だ
っ

た

の

で

あ
る

。

　

し
か

も
一

向
一

揆
時
代、

御
坊
近
く
の

尾
山
町
に

皮
職
人

た

ち

（

の

ち

の

穢

多
と

呼
ば

れ

た

人
々
）

は
集
め

ら

れ

て

い

た

が、

加
賀
藩
初
代
利
家
は
、

こ

れ

を
先
の

枯
木
橋
辺
に

移
住
さ

せ

て

い

る

と
い

う
事
実
が

あ
る

。

『

金
沢
古
蹟
志
』

巻
廿
九
に

も
「

加
府
事
蹟
実
録
に

云
ふ

。

昔
国
初
の

頃
は

、

松
原

町
の

辺

町
端

に

て
、

穢
多
共
居
住
せ

し

を、

枯
木
橋
の

辺
へ

追
出

」
嬰、

爰
に

居
住
せ

し

む
」

と

あ
る

。

こ

れ

が

二

代
藩
主
利
長
に

よ
っ

て

川
向
こ

う
に

移
さ

れ
、

さ

ら

に

三

代
藩
主
利
常
の

時
に

さ
ら

に

離
れ

た
川
下

に

追
い

や

ら

れ
る

。

そ

れ

の

み

か
、

被
差
別
部
落
民
「

穢
多
（
皮
多
と

と

し

て

の

汚
名
を
着
せ

ら

れ
、

明
治
に

ま

で

い

た
っ

た

と
い

う
わ

け
で

あ
る

。

　

さ

ら

に

も
う
一

つ
、

こ

こ

に

は

穢
多
に

つ

な

が
る

白
山
信
仰
も
関

係
し

て
い

る

こ

と

で

あ
る

。

柳
田

国
男
も
「

白
山
権
現
モ

古
ク
ハ

此
類
ノ

特
殊
部
落
ヲ

養

ヒ

シ

カ

ト

思
シ

ク
、

其
配
札
二

仮
托
ス

ル

者
諸

国
ヲ

巡
行
シ

、

白
山
相
人

ト
称

ス

ル

賤
民
各
地
二

居
住
ス（
33〕

」

（
「

所
謂
特
殊
部
落
ノ

種
類
」）

と

語
っ

て

い

る

が、

久
保
市
乙

剣
宮
の

神
仏
混
淆
の

頃
の

古
い

記
録
に

依
れ

ば
、

白
山
信
仰
と

の

関
係
が
き
わ

め

て

濃
厚
で

あ
っ

た
こ

と

が

歴
然
と

し

て

く
る

の

で

あ
る

。

そ

こ

で

は
、

祭
神（

34）

は

「

寺
記
に

、

『

白
山
第
四

之
御
子
乙

剣
大
明
神
本
地
不
動

明
王
』

と

あ
り

、

式
内
等
旧
社
記
に

は
、

『

窪
市
乙

剣
神
社

。

金
沢
窪
市
鎮
座

。

称一

乞
剣
大
明
神一

。

白
山
比

哮
神
御
子

。

旧

社
也
」

と

記
さ

れ
て

い

る
。

こ

こ

で

窪
市
と

あ
る

の

は、

元
々

、

廓
「

流
れ
」

の

あ
っ

た

辺

り
が
金
沢
で

最
も
低

い

土
地
で

あ
っ

た
と

い

う
の

が

理
由
だ
が

、

恐
ら

く
は

そ
の

川
を

前
に

し
て

、

一

向
一

揆
の

頃
は

多
く
の

賤
民
視
さ
れ

た

人

々

が
屯
し

て

い

た

の

で

は

な
い

か

と

想
像
す
る

。

そ
し

て
一

揆
が
敗
れ
去
っ

た
あ
と
、

穢
多
と
呼
ば

れ
生

き
残
っ

た

者
も
少
な
か

ら

ず
居
た

の

で

は

な
い

か

と
想
像
す
る

。

つ

ま
り
鏡
花
の

生

地

は
、

一

向
一

揆
・

穢
多
・

白
山
信
仰

、

そ
の

ト

ラ

イ

ア

ン

グ

ル

の

た

だ
な
か

に

位
置
し
て

い

た
と

い

っ

て

も
い

い

の

で

あ
る

。

こ

こ

に

見
ら
れ

る

単
な
る

偶
然

と

は

思
わ

れ
な
い

因
縁
の

深
さ

、

そ
し
て

鏡
花
自
身
も
こ

れ

ら

の

い

く
ば
く
か

に

つ

い

て
は

、

ど

れ
ほ

ど

か
は

分
か

ら

な
い

が

知
っ

て

い

た

と

私
は

考
え
る

。

し

た

が
っ

て

こ

の

点
も、

鏡
花
の

被
差
別
部
落
に

つ

い

て

考
え
る

場
合、

配

慮

す
べ

き

重
要
な

問
題
の
一

つ

と
し

た

い
。

　

最
後
に
、

ミ

ス

・

ポ

ー

ト
ル

か
ら

得
た

キ

リ

ス

ト

教
の

影
響
に

関
し

て

も
、

全
く

無
視
す
る

、

と

い

う
わ

け
に

は

い

か
な
い

よ

う
に

思
わ

れ
る

。

し
た
が
つ

て

彼
女
を

モ

デ

ル

に

し
た
「

名
媛
記
」

（
明
33
・

↓

の
、

次
の
冖

節
な
ぞ

も、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
かへ
る

さ

私
に

は

気
に

な

る

の

で

あ
る

。

「

嘗
て

学
校
の

帰
途
に

他
の

小
児
と
喧
嘩
を

し

　
　
あ

ひ

て

て、

対
手
を
痛
め

つ

け
て

追
遣
つ

た

は

可
い

が
、

自
分
も
砂
ま
ぶ

れ
に

な
つ

て

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

う
し

ろ

擦
切
つ

た

二

の

腕
を

甜
め

て

居
る

背
後
に
、

お

な

じ

帰
途
な

る

り
・

か

が
立

つ

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
な
　
ぜ

て、

あ
れ

ほ

ど
言
つ

て

置
く
に
、

何
故
喧

嘩
を

す
る

、

汝
等
の

敵
を

愛
せ

よ
、

貴
方
は

忘
れ
ま
し

た
、

と

い

つ

て、

涙
ぐ

ん

だ
こ

と
を
知
つ

て

居
る

」

。
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12冶輝林小

注

〔
1）

以

下、

鏡
花
の

引
用
の

す
べ

て

は、

岩
波
・
戦

後
版
『
鏡
花
全

集』

に

よ

る。

．
〔
2）

「

が
っ

ぱ

ア
」

は

シ

ラ

ク
モ

頭
の

こ

と
。

「

に

ん

ぱ
ア」

は
、

く
さ
い

。

「
ち
く

り
ん

ち
ゅ

　
　
　
う」

は

デ
コ

ボ

コ

に

な
っ

て

い

る

状

態。

最

後
の

部
分
は
、

ヌ

ル

ヌ

ル

に

な
っ

て

気
持

　
　
　
ち
の

悪
い

様
を

「

が
っ

ち
ゃ

が

ち
ゃ

」

と
い

っ

た

も
の

で

あ
る
。

（
3）
「

異
界
の

方
へ

／
鏡
花
の

水

脈』
〔
平
成

六

年
二

月
／

有

精

堂）

所
収
「

泉
鏡
花
・
差

別

　
　
　
と

禁
忌
の

空

問
」 。

（
4）
『

法
政

大

学
大
学

院

紀
要』

第

32
号
（
平

成
六

年
三

月

／

法
政

大

学
大
学
院）

所
収。

｛
5）

平

成
七

年

九

月、

明

石

書
店
刊。

（
6）

昭

和
六

十
三

年
五

月、

国
書
刊
行

会
刊。

（
7）

「

島
原
の

乱」
（
［
六

三

七

〜

三

八）

以

後、

戦
い

ら

し
い

も

の

が
一

切

な
く
な

り、

皮

　
　
　
革
の

必

要

性
が

藩
と

し

て

も

少

な

く

な
っ

た。

そ
れ

に

加
え

て、
「

牛
馬
の

皮
を

は

ぐ
」

　
　
　
　
　
　
え

　
　
　
こ

と

を

穢
と

す
る

仏
教
思

想

と

が

重

な
っ

て、

か
つ

て

は

厚
遇
し

た

皮
革
職
人
た

ち

を

　
　
　
穢
多
に

お

と

し
め

た

の

で

あ
る。

（
8）11109

（
12V

（
13＞

（
14）

（
5！）

（
16）

柳
田

国
男
の

「

所
謂
特
殊
部
落
ノ

種

類
」

（
大

2
・
5）

に

次
の
一

文
が

あ
る

。

「

明
治

ノ

世
ト

ナ

リ

テ

公
二

革
太

或
ハ

穢

多
ナ
ル

文
字
ノ

使

用
ヲ

廃
セ

ラ
ル
・
ヤ

彼
徒
ハ

歓
呼

セ

リ。

而
モ

久
シ

カ

ラ

ズ

シ

テ

其

代

用
タ

ル

新

平

民

ト
云

フ

語
ハ

小

児
ナ
ド

ガ

人

ヲ

悪

罵
ス

ル

ト

キ

ノ

用
語
ト

ナ

レ

リ。

近

頃

内

務

省
ハ

又
コ

レ

ヲ

避

ケ

テ

特
殊
部
落
ノ

文

字

ヲ

用

ヰ

始
メ

タ

ル

ニ

、

程

無

ク

此

語
モ

亦
甚
シ

ク

彼

等
ノ

忌
嫌
フ

モ

ノ

ト
ナ

リ、

終
ニ

ハ

細

民

部
落
ト

書
キ

下
二

括
弧
シ

テ

小
サ

ク

特
殊

ナ

ド
・
書
ク
ニ

至
レ

リ
。

要
ス

ル

ニ

彼

等
ガ

部
落
ヲ

特
殊
ナ

リ

ト
ス

ル
［

般
ノ

思

想

存
ス

ル

限
ハ

、

百
ノ

用
語
ヲ

代
フ

ル

モ

無
益
ニ

シ

テ、

事
実
二

於
テ

ハ

今

日
ト

雖
彼
等
ガ

部
落
ハ

特

殊
ナ

リ
」 。

「

明

治
四

年
未

十
二

月
第一

号
附

録
」

に

よ
る

。

現

在
は、

富

山
県
高
岡

市
に

属

す
る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
お　ん
　ぼ

た

だ

し、

こ

こ

で

い

う
万

歳
は

「

隠

坊

万

歳
」

と

呼
ば

れ、
一
名

御
殿
万
歳
の

異

名
を

も
っ

た、

い

わ

ゆ

る

「
加
賀
万

歳
」

（
こ

れ

は

門
付
を

行
な
わ

な

か
っ

た）

と

は

完
全
に

区
別

さ
れ

て

い

た。

北

陸

線
の

浅
野

川

に

か

か

る

鉄

橋
と

応
化
橋
間

の

右
岸
に、

戦
後
も，
し
ば

ら

く
は、

こ

こ

に

牛
馬
の

屠

殺
場
が

あ
っ

た
。

武
士
・
町
人

の

家

に

祝
い

ご

と
の

あ
る

時、
「

も
の

よ

し、

も

の

よ

し
」

と
家
人
を

呼
び

祝
儀
を

も
ら

っ

た
と

こ

ろ

か

ら
の

呼
び

名
で

あ
る
。

「

か
っ

た

い
」

は

ハ

ン

セ

ン

氏
病、

癩

病
の

こ

と

で

あ
る

。

「
も
の

よ

し
」

が、

か
っ

た

い

で

死
ん

だ

者
を

埋

葬
し

た
と

こ

ろ

か

ら、

そ
の

別

称
と

も
な
っ

た
。

「

ま
い

ま
い
」

は

「

舞
々
」

で

あ
る

。

幸
若
舞
を

舞
っ

た

と
こ

ろ

か

ら
つ

い

た

名
で

あ

る。以
上

の

四

章
を

書

く

に

当
っ

て

は、

古
地

図

（
非
公
開
の

も

の）

の

ほ

か、

次
の

三

書

を

参

考
に

し

た
こ

と

を

記
し
て

お
き

た
い

。

（
17）

（
18）

（
19＞

（
20）

A22

＞ 21）
（
23）

（
24）

 
「

改

定
増
補
・
加
能

郷
土

辞

彙
』

百
置
謙
編
／

昭

31
・
8

北

国
新
聞
社）

 
『

金

沢
古
蹟
志』

上
・
中
・
下
｛
森
田

平
次
・

校

訂

日

置

謙

／

明
25

校
訂
昭

9）

　

の

復
刻
本
（
昭

51
・
12
　
歴

史
図
書

社）

 
「

図
説
・

石
川

県
の

歴

史
』

（
高
沢

裕
一

編

／

昭

63
・
12

河
出
書
房
新
社）

所
収

　
「

被
差
別

部

落
の

明

治
維

新
」

『

も

う
ひ

と

り
の

泉

鏡
花』
（
昭
40
・
鷺

　
東
美
産
業

企

画〉

所
収

 
「

”
部
落“

を
テ

ー

マ

の

作

品
で

も

矛

盾」
。

田

中
芳
三

『
一

杯
の

水

／

神
に

よ

る

長
尾
巻
夫
妻
物
語
』

（
昭
39
・

4

一

麦
社）

参

照
。

「

化
鳥」

で

も、

主

人
公

の

少
年
に

世
の

中

の

嘘
を

教

え
、

人
の

さ

げ
す
む

猿

ま
わ

し
の

老
人

に

深
い

同

情
を

示

し
え

た

の

は、
「

山
僧
」

に

お
い

て

も

多
分

そ

う
だ

が、

少
年
の

母

親
の

過

去
に

あ
る
こ

と

は
、

「

化
鳥
」

の

本
文

に

お
い

て

既
に

明
ら

か
で

あ
る

。

「

人

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
め
　　ビ

に

踏
ま

れ

た

り、

蹴

ら

れ

た

り」
「

朝
か

ら

晩
ま

で

泣
き

通
し

で
」

「
咽

喉

が

か

れ

て、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
な
でぎみ

血

を
吐
い

て」
「

人

に

高
見
で

見
物
さ
れ

て、

お
も

し

ろ

が
ら

れ

て、

笑
は

れ

て、

慰
に

さ
れ

て、

嬉
し

が

ら

れ

て」
。

こ

う
書
か

れ

て

い

る

職

業
が

何
で

あ
っ

た

か、

そ

れ

が

「

化
鳥
」

と

い

う
題
に

隠
さ

れ
て

い

る

と
い

う
こ

と

は
ほ

ぼ

ま

ち

が
い

な
い
。

そ
の

根
拠

の
一
つ

と

し
て
、

「

化
鳥」

に
つ

い

て

の

確
か

な

注
解
を
付
し

た

宮
竹
外
骨
の

「

売
春
婦

異
名
集』
（
大
10
・
10
　
成
光
館
出
版）

に

依
る
こ

と

に

し

た
い
。

「

安
永
の

頃、

加
賀

に

て

私
娼
の

異

名
な

り
し

と

云
ふ
、

其

後

廃

れ

し

か

今
は

知

る

人

も

無

し

と

聞
け

り、

『

化
鳥』

は

『

怪
鳥
』

に

て

夜
鷹
と

云
ふ

に

同
じ

義
な

ら
ん

か

／
『

日

本
売
笑
史』

に

私

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
む
　　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

らた
か

ら
ナ

娼
の

異

名
と

し

て

『
加

賀
の

北

鳥』

と

あ

り

又

「
風

俗

画

報』

に

も

同

じ

く

「
北

烏』

と

記
せ

り、

此

『

北
烏
』

は

「
化
鳥』

の

誤
な

り、
『
里
の

小
手
巻
評
』

に

『
加
賀
に

化

鳥』

と

あ
る

を

『
嬉

遊

笑
覧
』

が

抜
記
せ

る

に、

字
形

相

似
た

り
し
よ

り
同
書
の

活

字

本
は

之
を

『
北

烏』

と

誤
植
せ
る

に

基

く
な
る

べ

し」
。

『

泉
鏡

花

事
典
』

（
昭

57
・

3
　
有
精
堂）

所
収
「

鏡

花
小
説
・

戯
曲
解
題
」

の

内、

”
由

縁
の

女“。

も
っ

と

も
こ

う
い

う
評
言

に

対
し
て、

い

さ

さ

か

権
九
郎
た

ち

を

美

化

し、

善
玉

に

し

す

ぎ
て

い

な
い

か

と

い

う
三

田

英

彬

（『
泉
鏡
花
の

文
学
』

昭

31
・

9

桜
楓

社）

な

ど

に

見
る

批
判
の

あ

る
こ

と

は

確
か

で

あ
る

。

し
か

し、

そ

れ

な

ら

な
ぜ

そ

こ

ま
で

穢
多
を

美
化
し、

善
玉

扱
い

に

さ
せ

た

も

の

は

鏡
花
の

何
だ
っ

た

の

だ

ろ

う

か

と、

わ

た

し
は

む

し
ろ

そ
こ

に

こ

だ

わ
っ

て

み

た
い

。

以

下
の

引

用、
「

新
潮
」

（
大

14
・

9）
所

収

「

明

治

文
壇
雑
学
問
答
（
四
と。

こ

の

名
は
の

ち
の

俗

称
で、

本
名
は

高
松
清
三

郎
。

も

ち
ろ

ん

お

町
と

出
会
っ

た

時
も、

ま
だ

う
ら

若
い

十

七
の

美
少

年
高
松

清
三

郎
で

あ
る

。

こ

れ

は

「
峰
茶
屋
心
中
」

（
大
6
・
4）

に

お
い

て、

松
山
樫
吉
が

お

房
を
助
け
ず
に

逃

げ

た

罪

を
つ

ぐ
な

う
た

め

に、

今
は

か
っ

た

い

の

非
人

乞
食
た

ち
と

共
に

暮
ら

す

お

房

　

　

　

　
くび
　

し
つ
か

　

　

　

　

　

　

す
く

る

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
か
ぎな

の

「
其
の

頸
を

緊
乎
と

抱
い

て、

末
黒

の

中

に
ど

ろ

く
と

黄
を

帯
び

た
、

粒
の

累
る

お　
で
　
ろ

　

　

　

　
コろこ
　
　
　

ナ

可

恐
し

い

鱗
を

吮
つ

た
」

と

全
く
同
じ

と
い

っ

て

い

い

表
現
の

仕
方
で

あ
る

。

最
近

「
妖

剣
紀
聞
」

を
テ

ー

マ

と

し
た

二

論
稿
で

「
非

人

清
光」

に

つ

い

て

の

紹

介
が
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間
違
っ

て

い

る

た

め、

改

め

て

こ

こ

に

簡
単
な

紹

介
を
試
み

た

次

第
で

あ
る
。

現

在
金

沢
で

も

「

非
入

清
光」

の

も

の

と

さ
れ

る

刀

剣
は

数

刀
が

確
認
さ

れ
て

お

り、

わ

た

し

自
身
も

そ

の
一
ふ

り
に

つ

い

て

は

清

光
の

銘
と

共
に

確

認
し
て

い

る
。

「
日

本
美
術

刀

剣
保
存
協
会
石
川

県
支

部」

発

行。

十
三

代
目

清
光
は、

俗
名
藤

井

儔

太

郎、

昭
和
二

年
七

十
七

歳
没
と

な
っ

て

い

る
。

因

み

に

初

代
清
光
の

死
は、

宝

徳
三

年
（
一
四

五

こ

と

さ

れ

て
い

る

か
ら、

清

光
系
の

刀

鍛

冶
は

お

よ

そ

五

百
年
近
い

歴

史
を

も
っ

て

い

た

こ

と

に

な

る．

な
お、

清
光
の

菩

提
寺
は、

金

沢

市
中

央
通

町
に

あ
る

真
宗
大
谷
派
の

「

浄

照

寺」

で

あ
る。

初
代
藤

島

友
重

は、

越

前
藤
島
（
現

在
福
井
市
に

属

す
る）

に
正

応

元

年

二

二

九

こ

生

ま
れ、

加
州
金

沢
｛
当

時
は

石

川

郡

泉
村

と
い

わ

れ

て

い

た

土

地）

に

移

住
し

た

の

が

正

和
（
＝
二

一
二

ー

＝
二

一

四∀

の

頃
と

さ
れ

、

の

ち

七

代
目

ま
で

つ

づ

く
。

い

ず

れ

も

藤
島
友
重、

ま
た

は

藤

原

友
重
を

名
乗

る
。

こ

の

流

れ

を

汲
ん

で

い

る

の

が

清

光

で

あ
る
。

し
た

が
っ

て、

新
し
い

清
光
の

系
統
に

対
し

て、

友
重
の

系
統
を

い

う
時、

「

古

藤

島
」

と
い

う
わ

け
で

あ
る。

「
清

三」

つ

ま

り
「

清
三

郎
」

の

ネ
ー

ミ

ン

グ

は、

十
二

代
目
清
光
の

俗
名
が

清

次
郎、

し
か

も
こ

の

清
次
郎

は

藩
末
に

お

け

る

鍛
刀
の

名
人

と

さ

れ、

そ

の

死
も

明

治

九

年

〔
五

十
六

歳）

没
で、

明

治

六

年
に

生

ま
れ

た

鏡
花
と

し
て

は、

父

親
の

職

業
を

考
え
る

と、

多
分

に

こ

の

入

物
を

知
っ

て

い

た

可

能
性
が

あ
る。

し
た

が
っ

て

こ

こ

か

ら
の

命

名
で

あ
っ

た

か

も

知
れ

な
い

。

金

沢
学

 
『
ホ

ワ

ッ

ト

イ
ズ
・

金

沢
／
職
入
・

作
家
・

商

人
の

ル

ー

ツ

を

探
る』
（
平

4
・
2
　
前

田

印

刷

出

版
部）

所
収、

拙
稿
「

加
賀
象
眼

の

職
入
た

ち

／

鏡
花
の

諸

作

を
一
つ

の

視
点

と

し
て」

参
照

。

『
文

学
の

中
の

被
差
別
部
落
像

−
戦
前
編
』

（
昭

55
・

3
　
明
石

書
店）

所
収
「

大
衆

文

芸
の

位

相
よ

り

み
た

差
別
−
幕
末
か

ら

破
戒
ま
で

ー」

「
二

之

巻
」

（
明

29
・
6）

の
一

節
に

「

橋
の

袂
に

屯
し
た

る
一

群
の

少
年
は、

十

六
七

　
　

　

　
　
ゆ
　　つ
　

な
　　ド
　

つ
　　
　つ

を

頭
と

し
て

六

歳
七

歳
八

歳
ば

か

り
な
る

ま
で、

棒
を

取

り、

礫
を

握

り、

或
は

砂

利

を

掴
み

な
ど

し

て
」

と

あ

り、

女
宣
教

師
ミ

ス
・
ポ

ー

ト
ル

の

影

響
で、

真
愛
学
校

（
男
子
の

ミ
ッ

シ

日

ン

ス

ク

ー

ル）

に

通
う
よ

う
に

な
っ

た

鏡

花
少
年
を
待
ち
か

ま

え

虐

待

し
た
。

こ

の

橋
と

あ
る

の

が、

種
々

の

伝
説
を

持

ち
、

一

向
一
揆
の

時
代

か

ら

今
に

残
る

と

さ

れ

る

枯
木
橋
で

あ
る

。

こ

こ

に

限

ら

ず
、

『
金
沢

古
蹟
志
』

に

つ

い

て

い

え
ば、

き
わ

め

て

多
く
の

差

別
的

表

現

が

随

所

に

見
ら

れ

る。

解
放

令
が

出
て

二

十
年
を

経
て

も、

な

お
こ

れ

が、

金

沢
に

お

け
る

学
識
者
と

呼
ば

れ
る

人
々

の

実
態
で

あ
っ

た
の

だ
。

こ

れ
に

つ

い

て
は、

塩

見

鮮
一

郎
の
一

連
の

『
浅

草
弾
左
衛
門』
（
批
評
社〉

に

詳
し
い
。

ま
た、

内
海
邦

彦
の

『

入

門

白
山
信
仰
／

白
山

比
哮
の

謎
に

迫
る
』

（
平
4
・
5
　
批
評

社）

に

お
い

て

も

触
れ

ら
れ

て

い

る
。

「

金

沢

古
蹟
志』

参
照

。

『
石

川

県
神
社
誌
』

（
昭

51
・
10
　
石

川

県
神
社
庁）

に
よ

れ
ば、

現

在
は

「

素

戔
鳴
命」

を
祭
神
と

し
て

い

る
。

・
な

お、

こ

の

稿
を

書

く
に

当

り、

慶
応

義
塾

図

書

館
蔵

泉

鏡
花
自
筆
原

稿
の

中
よ

り、

部
落

文

学
に

関
わ

る

諸
稿

を
多
く

閲

覧
さ
せ

て

い

た

だ

き、

そ
の

こ

と

を
こ

こ

に

記
し
て

謝
意

と

し
た

い。
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