
Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

「

夜
　
叉

　
ケ

　
池
」

諺・

考

窓
の

 

鴛
魯

出

。
居

匂
矣
器

　

　
　

　
　
、．

貯
ω

髯
σq
餌

時
軌、

、

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

、

馬　「

〆

小

林

輝

冶

Hokuriku 　University

［

　

鏡
花
の

大
正

期
の

戯
曲
活
動
が、

ハ

ウ

プ

ト
マ

ン

の

「

沈
鐘
」

翻
訳
を、

一

つ

の

契
機
と
し

た

こ

と

は

広

く
知
ら

れ
る

と

こ

ろ

で

あ
る
。

　
「

沈
鐘
」

の

翻
訳
が

発
表
さ

れ
た

の

は

明

治
四

十
年
五

月
か

ら
六
月
で

あ

り、

翌
四

十
「

年
九
月、

五

齣
完
訳

の

上、

改
め

て

春
陽
堂
か

ら
単
行
出
版
さ

れ
て

い

る。

し

か

も、

共
訳
と

は
い

え

あ

と

に

も

先
に

も
た
っ

た
一

度
の

翻
訳
を
試、

み、

そ

れ

も．

何
の

た

め

ら
い

も
な

く

「

面
白
い

、

是
非
や

つ

て

見
た

い
、

と

快
諾
し

」

ハ

登
張
竹
風
／

明
四

〇
・

七

「

沈

鐘
の

翻

訳
に

つ

い

て
」）
た

と

い

わ

れ

て

い

る
。

さ

ら
に

そ

の

翻
訳
が

、

長
谷
川
天

溪
に

よ
っ

て

問
題
に

さ

れ

た

時

に

も、

鏡
花
は

「

敢
て

原
作
の

神
髄
を
写
し

得
た

り、

と
は

言
は

ぬ
」

が
，

　
「

原

　

　
さ

ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お

こ

作
は

嘸
お
も
し

ろ

か

ら
う
。

読

ん

で

見
た
い
、

と

言
ふ

念

は

起
る

で

あ

ら
う、

　

　
　

　
た

し

か

と

だ

け

は

確
に

思
ふ
」

（

明
四

〇
・

七
「

あ

ひ

く
傘
」

）

と

な

か

な

か
の

自
信

の

程
を
窺
わ

せ

た
。

こ

れ
ら

は

「

沈
鐘
」

の

翻
訳
が、

鏡

花
に

と

つ

て

並

の

も

の

で

は
な

く、

心

に

深
く
「
つ

の

跡
を
残
し
た
に

違
い

な
い

こ

と

を
物
語
っ

て

い

る
。

　
や

が

て

大
正
二

年、

矢
継
ぎ
早
に

「

夜
叉
ケ

池
」

（

三

月
）

・

「

公
孫
樹
」

（

四

月
）

・

「

紅
玉
」

（

七
月
）

・
「

海
神
別
荘
」

（

十
二

月）
・

「

恋
女
房
」

（

十
二

月
）

と

発
表
を

続
け
る

わ

け
だ

が、

未
完
の

も
の

を

入
れ
て

も゚
明
治
期
に

発
表
さ

れ

た

戯
曲
の

数
の、

わ

ず
か

に

六
編
で

し
か

な

か
っ

た

こ

と

を
思
え

ば、

こ

れ

は

ま

さ

に

驚
異

的
で

あ
る
。

し

か

も、

そ

の

疾
風
怒
濤
と
も
い

う
べ

き

大
正

二

年

の
、

最
初
の

「

夜
叉
ケ

池
」

が、

沈
鐘
譚
だ
っ

た

と

あ
れ

ば、

改

め
て、

鏡
花、

に

お

け

る

「

沈

鐘
」

翻
訳
の

意
味
を

考
え

な
い

方
が、

お

か

し
い

と

い

う
も
の

で

あ

ろ

う
。

　
し
か

し、

こ

の

事
が

「

夜
叉
ケ
池
」

は

「

沈
鐘
」

の

翻
案
に

過

ぎ
な
い

と
か

、

そ

れ
に

近

い

解
釈
を
生
む

と

す
れ
ば、

こ

れ
は

も
う

大
変
な

誤
り
で

あ
る

。

　
大
体、

笠
原
伸
夫
氏
も
い

う
よ

う

に

「

森
に

棲
む
魔

界
の

女
と

地
上
の

人

闇

の

恋、

と
い

う

『

沈
鐘
』

の

主
題
」

に

し
て

か

ら
が、
「

『

白
鬼

女
物
語
』

以

来

の

鏡
花
文
学
の

原
イ

メ

ー

ジ

と

い

っ

て

よ

く、

そ

の

ヴ
ァ

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

は

か
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れ
の

作
品
の

な

か

に

た

え

ず
隠
顕
す
る
」

（

昭
五・一
・

五
『

泉
鏡
花
／
美
と
エ

ロ

ス

の

構
造
』

）

は

ず
の

も
の

で

あ
る

。

し

か

も

「

夜
叉
ケ

池
」

は、
「

沈
鐘
」

の

よ

う
に

魔
界
の

女
（

ラ

ウ

テ

ン

デ

ラ

イ

ン
）

と
地

上
の

人

間
（

ハ

イ
ン

リ
ヒ
）

と

の

恋
を

テ

ー

マ

に

し

た

と
い

う
よ

り
は、

む
し
ろ

純
愛
（

晃
・

百
合
）

と

代

議
士
穴
隈
鉱
蔵
に

最
も
よ

く
象
徴
さ

れ

る

ス

ノ

ッ

ビ

ズ

ム

と．
の

対
立
を

直
接
の ．

テ

ー

マ

に

し
九

も
の

で

あ
る。

し
た

が
っ

て

魔
界
の

女
白
雪
の

意
味
も、

最
後

に

大
洪
水
を
ひ

き
お

こ

し、

穴
隈
鉱
蔵
ら

の

悉
く
を
裁
い

て、

新
た

に

で

き
た

　
　
う
お

　
　

た

に

し

　

ど
じ

よ

う

淵
の

魚
や

田

螺
・

晒
に

し

て

し
ま

い、

加
え
て

晃
・

百
合
の

二

入
を
そ

の

淵
の

主
と

す
る

所
に、

よ

く
隠
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

息
う

。

つ

ま
り
大
審
判
者
と
し

て
の

存
在

で

あ
る。

あ
る

い

は

反
俗
思

想
の

す

ぐ
れ
た

支
持
者
と

い

っ

て

も
い

い
。

で

な

け
れ
ば

、

わ
ざ

わ
ざ

こ

の

戯
曲

の

時
を

「

現
代
」

と

指
示
し、

晃
の

親．
友
山
沢

学
円
の

み

を、

悲
劇
の
一

部
始
終
の

目
撃
者
と

し

て

生
き

て

帰
ら
す

意
味
も
な

い

よ

う

に

思
わ

れ

る
。

さ

ら

に

「

夜
叉

ケ

池
」

の

沈
鐘
譚
に

し
て

も、

そ

れ
は
ハ

ウ

プ

ト

マ

ン

か

ら

摂
取
し

た

も
の

で

は

な

く、

よ

く
調
べ

れ
ば
白
山

説
話
圏

に

広
く
存
在
す
る

口

碑
伝
説
か

ら
直
接
得
た

も
の

な

の

で

あ

る
。

そ

の

事
も
従
来
は

全
く
不
問
と
さ

れ、

私
に

は

ど

う
に

も

不
思

議
で

あ
る

。

　
し
た

が
っ

て

私
は

、

「

沈
鐘
」

翻
訳

に

よ

っ

て

ほ

ん

と

う
に

何
か

得
た

も
の

が

あ
る

と
す
れ

ば、

そ

れ

は

構
想
と
か

テ

ー
マ

に

で

は

な

く
、

何
よ

り

も
ま

ず

自
己
の

再
発
見
に

あ
っ

た

の

で

は

な
い

か
、

と
い

う

気
が

し

て

い

る
の

で

あ
る

。

だ

か

ら
こ

そ、

「

沈
鐘
」

翻
訳
を
契
機
に
、

そ

の

戯

曲
第
一

作
「

深
沙
大
王
」

（

明
三

七
・
一

〇
）

に

帰
り、

小
説
に

お

け

る

と
同
様、

作
劇
に

お

い

て

も
「

夜

叉
ケ
池
」

を
物
し、

こ

こ．
に

幻
想
の

系
譜
を
確
立
し
た

と

考
え
ら

れ

る

の

で

あ

る
。

し
か
も
そ

の

自
信
は、

「

沈
鐘
」

と
は

全
く

別

の

沈
鐘
譚
と

し

て

「

夜
叉

ケ

池
」

を

著
わ

し

た

こ

と

に

十
分
窺
え
、

鏡
花
劇
の

最
高
作
「

天

守
物
語
」

（

大

六
・

九
）

へ

の

道
も
、

こ

こ

に

お
の

ず
七

開

か

れ

た

の

だ

と
、

私
は

見

る

の

で

あ
る

。

　

以
下、

こ

の

問
題
を
よ

り
確
か

な

も
の

に

し

て

み

た

い

と
思
う

。

一
鹽

．゚」
〜

　
そ

こ

で

ま
ず
注
意
し
た

い

の

が、

斎
藤
野

の

人
の
、

「

沈
鐘
」

翻

訳
に

触
れ

て

発

言
し

て

い

る

こ

と
で

あ
る

。

　
　

近
い

中
に

鏡
花
は
竹
風
と

共
に

『

沈

め

る

鐘
』

を
翻
案
す
る

相，
で

あ

る、

　
あ
は

れ

幽
玄
界
の

冥
想
に

筆
も
想
も
熟
し

て

居
な

い

日

本
人
が、

ど

れ
程
ま「

　
で

に

ラ

ウ

テ

ン

デ

ラ

イ
ン

を
解
し

得
べ

ぎ
か、

蓋
し

見
物
で

あ
ら
つ。

（

中
略）

予
は

常
に

思

ふ、

西
洋
の

ロ

マ

ン

チ

ク

を

見
て

今
更
ら
騒
い

で

不
思
議
が
つ

て

輸
入

す
る

必
要
は

な

い
。

必
要
所
か

無
益
で

あ
る、

文
学
は
常
に

国
民
の

信
念
に

基
づ

か

な

け
れ
ば

な

ら
ぬ
、

こ

れ

だ
か

ら
在
来
の

日

本
の

信
仰
の

上

に

日

本
の

ロ

マ

ン

チ

ク

を

進

化
発
展
せ

し
め

な
け
れ

ば
な

ら

ぬ、

こ

れ

は

明

か

に

可
能
で

あ
る

。

こ

の

点
で

故
小
泉
八

雲
氏
は

明
か

に

成
功
し
た
、

但
し

当
今
之
を
能
く
す
る

B
本
の

文
学
者
で

は

恐
ら
く
は

鏡
花
の

外
に

な
か

ら
つ、

鏡
花
は

須
ら

く
冥
想
工

夫
し

て

或
は
西
洋
の

名
著
に

接
し

て
、

更
に．［

段
の

勉
強
を
要
す
る、

思
へ

ば
此
の

国
民
の

信
念
に

点
火
し

て

滅
び
ん

と

す
る

幽

玄
の

感
情
を
復
活
せ

し

め

て

新
た

な

る

ロ

マ

ン

チ

ク

の

幻
の

世
を

創
る

に

は、

　

鏡
花
の

前
途
は

ま

だ
中
々

に

遼
遠

で

あ

る
。

／
明
四

〇
・

九、

一

〇
「

泉
鏡

　

花
と
ロ

マ

ン

チ

ク
」

（

傍
線
筆
者）

　

し

か

も、

竹
風
か

ら
「

沈
鐘
」

翻
訳
の

話
が

あ
っ

た

の

が、

鏡
花
最
初
の

戯

曲
「

深
沙
大
王
」

を
新
派
合
同．
の

脚
本
と
し

て

書
き、

そ

れ
に

用
い

ら

れ

な

か

っ

た

頃
と、

全

く
時
を

同
じ

く
し
て

い

る
こ

と

で

あ
る。

そ

れ

は、

竹
風

が

先

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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考「夜 、叉　ケ　池」

の

「

沈
鐘
の

翻
訳
に
つ

い

て
」

の

中
で、

「

既

に

数
年
前
の

こ

と、

た

ま

た

ま

鏡

花
兄
に

こ

の

事
を

談
」

じ
と

述
べ

た
一

行

に

よ
っ

て

明
ら
か

で

あ

る
。

　

だ

と

す
れ
ば、

既
に

数
年
に

わ

た

る

「

沈

鐘
」

と

の

長
い

対
話
が

あ
っ

て、

そ

の

末
に

野
の

人
の

こ

と

ば
を

聞
い

て

い

る

の

で

あ

る
。

だ
か

ら

こ

の

頃、

自

分
の

作
劇
の

原
点
を

最
初
の

戯
曲
「

深
沙
大
王
」

の

上
に
、

改
め

て

見
出
し

て

い

た

の

で

は

な
い

か、

そ

う
思
っ

た

り
す
る

の

で

あ

る
。

と
い

う
の

も、
「

深
沙

大
王
」

・

「

夜
叉
ケ
池
」

共
に

、

野

の

人
の

い

う

「

日

本
の

ロ

マ

ン

チ

ク
」

に

根

ざ

し
て

い

る

と

い

う

点
か

ら
ば
か

り
で

は

な

く、

両

者
に
、

余
り
に

も
似
た

点

の

大
き
い

こ

と
で

あ
る
。

　
一

に、

い

ず

れ
も
白
山
に

続
く
福
井
南
越
の

深
い

山
峡
に、

そ
の

伝
説
場
所

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
こ

し

を

選
ん

で

い

る

こ

と
で

あ

る
。

い

か

に

も

僻
遠
の

感
の

あ
る

「

越
」

の
一

角
を

選

び
、

し

か

も
越

前
に

あ
っ

て

も
南
越
地

方
は

殊
に

山
懐
深
く

、

現

在
日

本
最

長
の

北
陸
ト

ン

ネ
ル

が

走
る

所
以
で

も
あ

る
。

因
み

に

鏡
花
に

お
い

て

こ

の

地

は、

越
中
越
後
よ

り
も
遥

か

に

親
し

く
故
郷
金

沢

と

東
京
を

除
い

て

は

恐
ら

く

最
も
懐
か

し
い

所
で

、

上
京
帰
京
の

際
に

は、

必
ず
そ

の

足
で

踏
み

し

め

歩
い

た

土
地
で

あ
る

。

こ

の

あ

た

り
を

描
い

た

も
の

だ

け
で

も、

「

白

鬼
女

物
語
」

（
明
二

七
・

七
八
頃
）

を
始
め

と

し

て

「

山
中
哲
学
」

（

明
三

〇
・

一
，

二
）

。

「

水
鶏
の

里
」

（

明
三

四
・

三
）

・
「

雪
霊

記

事
」

「

雪
霊
続
記
」

（

大
｛

○
・

四）
・

「

栃
の

実
」

（

大

＝
二

・

八
）

等

十
指
に

余
る

。

し
た

が
っ

て

詳
細
は

後
で

触
れ

る

が、

こ

の

辺
の

口

碑
伝
説
に

つ

い

て

も、

す
べ

か

ら
く
熟
知
し

て

い

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る
。

な
お

「

夜
叉
ケ

池
」

は
勿
論
実
在
の

池

で
、

幾
多
の

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

い

た

ど

り

　

　

　

い

た

ど

り

伝

説
を
か

か

え、

「

深
沙

大
王
」

の

舞
台
と
な

る

虎
杖
（

現
板
取
）

よ

り

も

さ
ら

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
み

く

に

　
　

だ

け

に

奥
に

あ
り、

「

夜
叉
ケ

池
」

に
、

す
ぐ
背
後
に

見
え
る

と
書
か

れ

た

三

国
ケ

嶽

（

三

国
ケ

岳
／
「
］

八

〇
メ

ー

ト
ル
）

も、

今
も
そ

の

名
の

通
り、
福
井
・

岐
阜
・

滋
賀
の

三

県

に

ま
た

が

る

国
境
の

山
で

あ

る
。

　

　
　
二

に、

大
洪

水
が

起
き

等
し

く
俗
衆
の

裁
か

れ

る

カ

タ

ス

ト
ロ

フ

ィ

ー

で

あ

　

　
る
。

　

　

も
っ

と

も
「

深
沙
大
王
」

で

は

県
会
議
員
倉
持
伝
助
ひ

と

り
の

見
た

幻
覚
体

　

験
、

い

わ

ば

透
明
な

洪
水
に

過

ぎ

ず、
「

夜
叉

ケ

池
」

で

は、

国
会
議
員
穴
隈
鉱

　

蔵
だ

け
で

は

な

く
そ

れ

に

組
す
る
一

村
こ

と
ご

と

く
を

呑
ん

で、

そ

こ

を
淵
に

　
　

し
て

し

ま

う
そ

う
い

う
恐
ろ

し

い

実
在
体
験
門

い

わ

ば
い

か

に

も
悲

し

く
不
透

　

明
な

洪
水
と
し

て

描
か

れ
る。

　

　

し
た

が
っ

て、

そ
の

裁
き
の

印
象
も、

後
者
の

強
烈
さ

は、

と

て

も

前
者
に

　

比
す
べ

く
も
な
い

。

し

か

も、

後
者
に

あ
っ

て

は

殊
更
に

時
は

「

現
代
」

と

定

　

め、

た

っ

た
一

人
を
残

し
て

す
べ

て

を

死
滅
さ
せ

る

と

い

う、

旧

約
「

ノ

ア

の

　

洪
水
」

を
ふ

と

思
い

起

こ

さ

せ

る

そ

の

構
想
に

は、

ス

ノ

ッ

ブ

的
現
代
へ

の

痛

　

烈
な

批
判
と、

同
時
に

美
し

き
未
来
へ

の

転
生
願
望

、

い

わ

ば
現
代
の

死

ど

再

　

生
（

醜
と

美
の

交
代）

と

い

う

も
の

を

深
く
謳
い

上
げ
て

い

る

よ

う

で

あ

る
。

ノ
　
　

そ

う
い

う
点
で

も、

質
的
に

は

「

深
沙
大
王
」

に

勝
る

こ

と
数
等
の

傑
作
で

は

　

な

い

か

と

思
わ

れ
る。

　

　

三

に
、

登
場
人
物
と

そ

こ

に

与
え

ら

れ

た

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

の
一

致
で

あ

る
。

・
　

こ

こ

で

も、

と
か

く
「

沈
鐘
」

と
の

比
較
に

お

い

て

譖

ら
れ、

岩
波
版
『

鏡

　

花
全
集
』

別
巻

（

昭
五
〜
・

三
）

解
題

に

お

い

て

も
以

下

の

よ

う

に

記

さ

れ

て

　
　
い

る
。

「

本
作
の

神
宮
と

村

会

議
員
と

小
学
教
師
が
押
し

か

け

て、
晃
と

百

合
を

　

ひ

き

は

な

そ

う

と

す
る

の

は

『

沈
鐘
』

で、

僧
侶
と

床
屋

と
学
校
長
と

が、

ラ

　
　

ウ

テ
ン

デ

ラ

イ
ン

の

も
と

か

ら
ハ

イ

ン

リ
ヒ

を

連
れ

も
ど

そ

う

と

す
る

構
想

と

　

類
似
し

て

い

る
。

」

　

　

し
か

し、

こ

こ

で

い

わ

ゆ

る

神
官
・

村
会
議
員
・

小
学
校
教
師
は、

こ

の

他

　

に

登
場
す
る

国
会
議
員
穴
隈

鉱
蔵
に

よ

っ

て

す
べ

て

象
徴
さ

れ

る

俗
衆
に

分
け

　

ら

れ
る

者
で

あ

る
。

だ

と

す

れ

ば、

そ

れ
と

全
く

同

じ

構
図

が、

「

深
沙
大

王
」
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に

お

け

る

県
会
議
員
倉
持
伝
助
と

そ

の

取
巻
き
の

う
ち
に
、

既
に

見

出
せ

る

で

は

な
い

か
。

　
勿
論、

そ

の

俗

衆
と
対
立
す
る

晃
・

百
合
の

二

人
は、
「
深
沙

大
王
」

に

お

　
　

　

　
　
　
　
し

ゆ

ん

け

る

松
三

郎
・

お
俊
で

あ
る

。

そ

も
そ

も
こ

こ

で

「

沈
鐘
」

を

出
し、

百
合
と

ラ

ウ

テ
ン

デ

ラ

イ

ン

と

を
並
べ

よ

う

と

す
る

こ

と
自
体
が

お

か

し

い

の

で

は

な

い

か
。

並
べ

る

の

な

ら
ば、

白

雪
姫
と

ラ

ウ

テ
ン

デ

ラ

イ
ン

を

持
つ

て

く

る

べ

き

で

あ

ろ

う
。

こ

れ
な

ら
ば、

共
に

妖
怪
で

あ
り、

共
に

激
し

い

恋

の

経
験

者
で

あ
る

。

し

か
し
な

が

ら
「

夜
叉

ケ

池」

は、
「

沈
鐘
」

の

よ

う
に

三

角
関
係

を
通

し、

美
し

い

け
れ
ど
も、

い

か

に

も
エ

ゴ

イ

ス

テ
ッ

ク

な

愛
と

い

っ

た

よ

う

な

問
題
に

は、

何
の

関
心
も
示
さ

な

い
。

大
体
漱

石
な

ら

い

ざ

知
ら

ず、

男

女
の

三

角
関
係
の

う

ち
に

人
鬪
の

深
淵
を
見
る

と
い

う、

そ

う

い

う
西

欧
的
テ

ー

マ

は、

鏡
花
に

は

無
縁
の

も
の

で

は

な

い

か
。

し
た

が
っ

て

「

沈
鐘
」

の

よ

う
に
、

夫
と

ラ

ウ

テ

ン

デ

ラ

イ
ン

と

の

間
に

挟
ま

れ、

果
て

は

自
殺
し

て

し
ま

う
マ

グ
ダ

の

よ

う
な

存
在
は

「

夜
叉

ケ

池
」

で

は

全
く
考

え

ら
れ

て

い

な

い
。

　
と

こ

ろ

で

夜
叉

ケ

池
の

白
雪
姫
・

万

年
姥
た

ち
に

つ

い

て

も、

す
ぐ

に

「

沈

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
や

し
ろ

鐘
」

を
連
想

し

や

す
い

が、

こ

れ

も
既

に

「

夜
叉
大
王
」

の

社
に

棲
む

紙
雛
・

翁
た

ち
と
し

て

登
場
し

て

い

る

の

で

あ

る
。

し

か

も
最
後
に

洪
水
を

引
き

起
こ

し、

伝
助
を

自
滅
さ

せ

る、

こ

の

妖
怪
た

ち

の

役
割
も、
「

沈
鐘
」

に

は
な

く、

「

深
沙
大
王
」

と
「

夜
叉
ケ

池
」

と
の

間

に
だ

け
見
ら
れ
る

も

の

で

あ

る
。

　
さ

ら

に、
「

夜
叉
ケ

池
」

の

山
沢
学
円
も、

見
物
学
問
を

や

っ

て

歩
く
旅
の

学

者
と

い

う
設
定
は、

い

か

に

も
柳
田

国

男
を
モ

デ

ル

に

し

た

き
ら
い

が

見
え

る

が、

晃
・

百
合
の

二

人
を

庇
っ

て、

最

後
ま

で

村
人
を
説
得
し
よ

う

と

す
る

役

割
か

ら
す

れ
ば、

や

は

り
「

深
沙
大
王
」

の

新
聞

記
者
小
山

田

透
の

バ

リ
エ

ー

シ

ョ

ン

と

し

て

考
え

ら
れ

る
べ

き

で

あ

ろ

う。
「

沈
鐘
」

に

は、

こ

う

し．
た

存
在

は

な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　

、，

四

　
、

四

に、

沈
鐘

の

話
以

外
は、

テ

ー

マ

・

構
想
共
そ
の

大
枠
は

全
く
等
し
い

。

　
　
「

沈
鐘
」

の

テ
ー

マ

は
ハ

イ

ン

リ
ヒ

と
ラ

ウ

テ
ン

デ

ラ

イ

ン

と

の

恋

に

あ
る

。

し

た

が
っ

て

妻
を

自
殺
に

追

い

や
っ

た
ハ

イ

ン

リ

ヒ

は、

ラ

ウ

テ

ン

デ

ラ

イ
ン

と

の

再
会
の

た

め

だ

け

で

は

な

く、

自
ら

を

裁
い

て

当
然、

最
後
に

は

死
な

な

く
て

は

な

ら

な

か
っ

た

は

ず
だ

。

そ

こ

に

は

キ

リ
ス

ト

教
的
倫
理

に

よ

る、

始

め
か

ら

誰
が

書
い

て

も
同

じ

よ

う
な
一

つ

の

構
想
と

い

う
も
の

が

あ
る

。

　

と

こ

ろ

が、

鏡
花
は

そ

う
い

う
パ

タ
ー

ン

か

ら
は

全
く
外
れ
た
、

思
い

も
寄

ら

な

い

構
想
を

翅
み

出
す。

そ

れ

が

最
後
の

洪
水
で

あ

る
。

し

か
も
同
時
に

そ

れ

は、

純
愛
と

ス

ノ

ッ

ビ

ズ

ム

と

い

う
対
立

テ

ー

マ

に、

今
一

つ

美
な

る

も

の

、

聖
な

る

も
の

の

願
望
と

い

う

テ

ー

マ

を
こ

れ
に

加
え

て

い

る

わ

け
で

あ
る

。

勿

論
テ

ー

マ

の

深
さ
・

構
想
の

規
模
に

お

い

て、

「

深
沙

大
王
」

は

と

て

も
「

夜

叉

ケ

池
」

の

比

で

は

な

い

が、

そ

の

テ

ー

マ

・

構
想
の

骨
格
そ

の

も
の

に
つ

い

て

は、

全
く

等
し
い

と

い

う
の

で

あ
る

。

　

以

上
に

よ
っ

て、

私
が、

「

沈
鐘
」

翻

訳
に

よ

っ

て

ほ

ん

と

う
に

得
た

も
の

が

あ

る

と

す
れ

ば、

そ

れ
は

何
よ

り
も
ま

ず
自
己

の

再

発

見
で

は

な
か
っ

た
か、

だ

か

ら
こ

そ

翻

訳
を

契
機
に、

自
分
の

最
初
の

戯
曲
「

深
沙
大
王
」

に

も
う
一

度
帰
っ

て

い

っ

た
の

だ

し、

そ

れ
を

見
事
に
ア

ウ
フ
ェ

ー
ベ

ン

し
て
「

夜
叉

ケ

池
」

を
つ

く
る
こ

と

も
で

き

た

の

だ、

し
た

が

っ

て

こ

こ

に

「

天

守、
物
語
」

へ

の

道

は

開

け、

作
劇
に

お
い

て

も
始
め

て

幻
想

の

系
譜
を
成
立

さ

せ

た

の

で

は

な
い

か、

そ

う
い

っ

た

こ

と

の

意
味
を、

い

さ

さ
か

は

明
ら

か

に

し

た

つ

も
り
で

あ

る。
　

し

た

が
っ

て、
「

夜
叉
ケ

池
」

は
「

沈
鐘
」

の

翻
案
で

あ
っ

た

り、

あ
る

い

は

そ

れ

に

近
い

も
の

な

ん

か

で

は

決
し

て

な

か
っ

た

わ

け
で

あ
る

。

そ

れ

ど
こ

ろ

か
、

い

か

に

鏡
花
の

個
性
が

顕
現
し

て

い

る

か
、

む

し

ろ
い

か

に

傑
作
で

あ

る

か、

そ

う

い

っ

た

こ

と

を

改
め

て

教
え
ら
れ

た

の

で

は

な

か
っ

た

か
。

だ

か

ら
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考「夜 叉 ケ 池」

私
は

こ

う

も
書
い

た

の

で

あ
る

。

「

そ

の

自
信
は
」

故
意
に

「

『

沈
鐘
』

と

は

全

く
別
の

沈

鐘
譚
と

し

て

『

夜
叉

ケ

池
』

を

著
わ

し
た

こ

と
に

十
分
窺
え
」

る

だ

ろ

う
。

「

夜
叉

ケ

池
」

が

鏡
花

に

お

い

て

い

か
に

心

に

残
る

も
の

で

あ
っ

た

か

は、

あ
の

「

天
守
物
語
」

で

何
気
な

く
か

わ

さ

れ
る

富
姫
と

待
女
た

ち
と
の

会

話
に

よ
っ

て

も
知
ら
れ

る

は

ず

で

あ
る

。

　
　
夫
入

　
夜
叉

ケ

池
ま
で

参
っ

た

よ
ゐ

　
　
　
　

　

　
　
え

ち

ぜ

ん

の

くに
お

お

　の
こ

ほ

り

　

　
じ
ん

せ

さ

　
　
薄
　
お
丶

、

越
前
国
大
野
郡、

人
跡
絶
え

ま
し

た

山
奥
の

。

　
　
萩
　
あ
の、

夜
叉
ケ

池

ま
で

。

　
　
桔
梗

　
お

遊

び

に
。

　
　
夫
人

　
ま

あ、

遊
び
と

言
へ

ば
遊
び
だ
け

れ
ど

も、

大
池

の

ぬ

し

の

お

雪
、

　
　
　
　

　

　
ち
つ

　
　
　
様
に、

此
二

と

…

…

　
頼
み

た

い

事
が

あ
っ

て
。

　
以

下、

フ

ォ

ー

ク

ロ

ア

の

問

題
に

か

か

わ

り
な

が

ら、

「

夜
叉

ケ

池
」

が

沈

鐘
譚
と

し

て

も
、

ハ

ヴ
プ

ト

マ

ン

の

直
接
の

影
響
は

全

く
な

く、

ま
さ

に

自
ら

の

「

書
く
べ

き
神
話
と
伝
説
」

も
っ

て

書
か
れ

て

い

た

こ

と
を、

改
め

て

明
ら「

か

に

し
て

み

た

炉
。

、

　
私
は、

「

夜
叉
ヶ

池
」

を

読

み、
い

つ

も
思
い

出
す
二

つ

の

文
章
が

あ

る
。

そ

れ
は、

鏡
花
の

「

紅
玉
」

を
観
た

山
宮
允
の
「

井
上
会
の

野
外
劇
を

観
て
」

（

大

二
・
｝

二
）

と
い

う

批
評
文
と、

そ

れ
を

読
ま
れ

た

村
松
孝
氏
の

『

泉
鏡
花
研

究
』

（

昭
四

九
吃

八
）

で

の
一

文
で

あ

る
。

・

　
●

「

紅
玉
」

は

鏡
花
氏
独
特
の

美
し
い

象
微
的
な

言
葉
に

は

充
ち
て

居
る

が

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　い

　
余
り

フ

ア

ン

タ

ス

テ

イ

ッ

ク

で、

か

か

る

作
品
に

確
固
た

る

根
ざ

し

を
与
へ

、−

　

る

た

め

に

無
け

れ

ば

な

ら

ぬ

真
実
性
の

不
足

を

感
じ

な

い

わ

け
に

は
行
か

な

　
か

つ

た
。

私
は

此
の

天

才
に

対
し

て

大
い

な
る

尊
敬
を
払
つ

て

居
る

丈
こ

の

　

点
を
残
念
に

思
ふ
。

勿
論、

氏
は
ロ

マ

ン

テ

イ
シ

ス

ト

で

あ
る

。

併
し

氏
を

　
し゚

て、

イ

エ

ー

ッ

の

如

く
書
く
べ

き

神
話
と

伝
説
を
持
た

し
め

た

な
ら

ば

と

　

考
へ

な

い

訳
に

は

行
か

な
い

。

　
●

こ

の

批
評
は、
「

紅
玉
」

の

欠

点
を

突
い

た

も
の

と

し
て

肯
綮
に

あ

た

る

　
も
の

で

あ

り、

鏡
花
に

し

て
、

日

本
の

風
土
に

適
し

た

題
材

1
わ
が
国
の

　
昔
か

ら
伝
え

ら

れ

て

い

る

口

碑
伝
説
を
駆
使
し

て、

】

篇
の

劇

を

構
成
し
え

　
た

と

き、

山
宮
允
の

希
望
は

叶
え

ら
れ

る

こ

と

と

な

る

わ
け

で、

そ

れ

は

大

　
正
六
年
の

「

天
守
物
語
」

の

出
現
を
待
た

ね

ば
な

ら

な

か
っ

た
。

（
中
略
）

山

　
宮
允
を

し

て、

鏡
花
に
「

書
く
べ

き

神
話
と
伝
説
を
持
た
し
め
た

な
ら

ば
…

…
」

　
と

い

わ

し
め

た、

そ
の

要
求
に

答
え

る

か

の

如
く、

そ

の

結
実
が

見
事
に

な

　
し

と
げ

ら
れ
た

の

は

「

天
守
物
語
」

（

大
正

六
・

九
『

新
小
説
』

）

で

あ

つ

た

　
と、

筆
者
は
信
ず
る

も
の

で

あ

る
。

　
と

こ

ろ

が、

山
宮
允
の

い

う
「

イ

エ

ー

ツ

の

如
く
書
く
べ

き
神
話
と

伝
説

を

持
」

っ

て

鏡
花
が

書
い

た

最
初
の

戯
曲
は、

実
は

「

夜
叉
ケ

池
」

で

あ
る

。

「

天

守
物
語
」

で

は

な
い
。

そ

う
い

え

ば
最
近、

渋
沢
龍
彦
氏
が
「

化
け
も
の

好
き

の

弁
」

で

次
の

よ
う

に

書
い

て

い

る

の

を
見
た

。

　
　
こ

の

『

夜
叉
ケ

池
』

に

も、

れ

が

国
の

江
戸
時
代
の

随
筆
の

な

か

に

発
見

　
さ

れ
る、

何
ら

か

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

が

影
を
落
し
て

い

そ

う
な

気
が

す
る

。

戯

　
曲
の

本
筋
と
は

関
係
が

な

い

が、

山
沢
学
円
が
茶
代
め

か

わ

り
に

百
合
に

語

．

っ

て

聞

か

せ

る、

縁
の

下
で

牡
丹
餅
が

化
け
た
と
い

う

越

前
の

妖
径
の

話
は
、

　
じ

つ

は

橘
南
谿
の

『

東
遊
記
』

に

出
て

く
る

話
な
の

で

あ
る

。

愛
す
べ

き
滑

　
稽
な

妖
径
の

話
を、

う
ま
く
利
用

し

た

も
の

だ

と
思
う

。

（

昭
五

三
・

九
「

新

劇
」

）

　
　
　
　

　

　

．
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
売

五
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こ

れ
は

『

東
遊
記
』

後
編
に

「

床
下
の

声
」

と

題
し

て

載
せ

ら

れ

て

い

る
。

し
か

し、

こ

う
し
た

細
部
に

お

い

て

の

み

で

な

く、

も
っ

と
一

編
の

核
の

部

分」

に

関

わ
っ

て

「

イ
エ

ー

ツ

の

如
く
書
く
べ

き
神
話
と
伝
説
」

が

用
い

ら
れ
て

い

る
の

で

あ
る

。

そ

れ

は、

先
に

も
ち
ょ

っ

と
触
れ

た

が、

ハ

ウ

プ
ト

マ

ン

か

ら

摂
取
し

た

か

に

思
わ

れ
て

い

る

「

夜
叉
ケ

池
」

の

沈
鐘
譚
そ

の

も
の

が、

実
は

白
山
説
話
圏
に

広
く
存
在
す
る

口

碑
伝
説
か
ら
直
接
得
た

も
の

だ

と
い

う
こ

と

で

あ
る
。

こ

の

こ

と

が

背
景
に

あ
れ

ば

こ

そ
、

敢
え
て

「

日

本
の

ロ

マ

ン

チ

ク
・

沈
鐘
譚
」

と
し

て

発
表
で

き
た

の

で

は

な

い

か

と、

私
に

は

思
わ

れ

る
。

そ

れ

ほ

ど

鏡
花
は、

日

本
の
、

と

く
に

北
国
め
フ

ォ

ー

ク
ロ

ア

に

は

通

じ

て

い

た

し、

だ
か

ら
、

こ

の

作
品
に

も
「

確
固
た

る

根
ざ
し
を
与
へ

る
」

こ

と

に

成
功
し

た

の

で

は
な

い

か

と
思

う
。

　

　
　
　
　

　

、
　
　
　

广
　
，

　

以
下

、

そ

の
一
つ

一

つ

を

明
ら
か

に

し

て

ゆ
き

な

が

ら、

合
わ

せ

て、

小
説

の

み

で

な

く
そ

の

戯
曲
に

お

じ

て

も、

い

か

に

北
国
の

フ

ォ

ー

ク
ロ

ア

が、

鏡

花
の

場
合
問
わ
れ

る

か

を

考
え

て

み
た

い
。

　
ま

ず
順
序
と
し

て
、

鏡
花

が

北
国
の

フ

ォ

ー

ク

ロ

ア

に

通
じ

る
に

至
っ

た

大

ま

か

な
と

こ

ろ

を
述
べ

て

お

こ

ラ
。

　
そ

れ

は
、

一

つ

に

は

口

碑
伝
説
の

幼
時
体
験
で

あ
る

。

自
筆
年

譜

に

よ

れ

ば

「

明
治
十
三

年
四

月、

町
よ

り
浅
野
川

を
隔
て

た

る、

東
馬
場、

養

成
小
学
校
に

学
。

こ

れ
よ

り
も

先、

母
に

草
双
紙
の

絵
解
を、

町

内
の

う
つ

く

し

き
娘
た

ち

に、・

口

碑、

伝
説
を
聞
く

こ

と
多
し

」

（

岩
波
版
『

鏡
花．
全
集
』

巻
一

所
収
／

傍

線
筆
者
）

と

あ
る

が、

こ

れ

は
、

そ
の

作
品

に

徴
し

て

も

成
程
と

肯
か

さ
れ
る

。

ち
ょ

っ

と

気
の

つ

く
も
の

を

挙
げ
て

も
次
の

よ

う

で

あ

る
。

　
 
「

黒
壁
」

（

明
二

七
・

一

〇、

→

二
）

　
 
「

妖
怪
年
代
記
」

（
明
二

八
・

三

ー
六
）

亠

／丶

　
　

 
「

照
葉
狂
言
」

（
明
二

九
・
一
）

　
　

 
「

五

本
松
」

（

明
三
一
・

＝
）

　
　

 
「

黒
百
合
」

（

明
三

二
・

六
−

七
）

　
　

  ．
「

高
野
聖
」

（

明
三

三
・

二
）

　
　

 
「

妖
僧
記
」

（

明
三

五
・
一
）

　
　

 
「

三

味
線
堀
」

（

明
四
三
・
一

〇
）

　
　

 
「

由
縁
の

女
」

（

大
八
・
「

ー
「

○
・

二
）

　
　

 
「

瓜
の

涙
」

（

大
九
・

一

〇
）

　
　

◎
「

ピ

ス

ト
ル

の

使
い

方
」

（

昭
二

・

九

−
三
・

二
）

　
　

 
「

飛
剣
幻
な
り

」

（

昭
三

。

八）

　
　

 
「

山
海
評
判
記
」

（

昭
四
ザ

七
ー

＝
）

！

　
　

 
「

木
の

子
説
法
」

（

昭
五
・

九）

　
　

 
「

雪
柳
」

（

昭
一

二

。

一

二
）

　
　

 
・

 
・
 
・

 
に

は

白
山
口

碑
が

取
り

こ

ま
れ

て

い

る
。

と
く
に

 
・

 
の

　

畜
生
谷
伝
説
に

関
し

て

は

当
然、

い

ず
れ
も
未
完
で

は

あ

る

が
「

飛

縁
魔

物
語
」

　

や

「

白
鬼
女
物
語
」

も

挙
げ

る

こ

と

が
で

き
る

。

な

お、

金
沢
で

白
山
口

碑
が

　

多
く
聞

け
る

最
大
理

由
は、

氏
家
栄
太
郎
も
「

武
家
は

勿
論
町

家
に

於
て

も

白

　

山
比
哮
神
社
を

崇
敬
し

て

毎
年
正、

五、

九
の

三

月
及

び

旅
立

ち
旅
帰
り
に

は

　

必
ず
参
詣
し
た
」

（

昭
七
・

五

『

昔
の

金
沢
』

）

と

述
べ

る

よ

う

に、

今
も
盛
ん

　

な

白
由
信
仰
の

せ

い

で

あ

る
。

　
　

 
に

は

ま
た
、

能
登

の

代
表
的
伝
説
の

一

つ

長
太
む

じ

な
の

話
が

重
要
な

展

　

開
の

役
を

果
た

し、

 
に

は、

鏡
花
の

「

く
さ

び

ら
」

（

大
一

二
・

六）

に

よ
っ

　

て、

既
に

知
ら

れ
る
『

三

州
奇
談
』

汽

堀
麦
水
／
江
戸
中
期
）

の

「

囲
爐
裏
の

茸
」

　
（

加
賀
山
中
）

と
い

う
話
が

隠
さ
れ
て

い

る
。

　
　

長
太

む
じ
な
に

つ

い

て

は、

能
登

の

節
談
説
教
が

、

毎
年
金

沢
へ

来
て

こ

れ
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考「夜 叉 ケ 池」

を

譜
っ

た

も
の

だ

と

い

わ
れ

て

い

る

か

ら、

鏡
花
も
そ

う

し

た

縁
で

聞
い

た

か

も
知
れ

な

い

が、
「

茸
」

の

話
は

極
め

て

特
殊
で

あ
り、

こ

れ

は

も
っ

と
後
に、

恐
ら

く
「

三

州
奇
談
』

を
読
ん

で

知
っ

た

も
の

で

あ
ろ
う

。

　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
ぎ

ん

　

他
は

す
べ

て、

金
沢
の

口

碑
伝
説
を
用
い

て

い

る

が、

 
に

お
け

る

「

お

銀

小
金
」

譚
、

 
の

「

芋
堀
藤
五

郎
」

譚
は

、

共
に

金
沢

で

は

今
も

、

最
も

知
ら

れ
る

伝
説
の

一

つ

で

あ
る

。

　
二

つ

に

は、

鏡
花
若
き

日

の

旅、

と

く
に

上

亰
帰
京
途

次
の、
「

春
日

野
」

山

行
・

「

栃
の

木
」

越
え

の

体
験、

福
井
南
越
の

道

行
が

あ
っ

た

と

思
わ

れ
る

。

そ

の

印
象
の

深
さ

は、
「

栃
の

実
」

（

大

＝
二

・

八
）

一

つ

に

よ
っ

て

も

十
分
に

窺

い

知
る

こ

と
が

で

き

る
。

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　

す
さ

ま

　

　

　

や
ま

つな
み

　

　
で

　
み

ず

　
　

其
の

年
は

八
月

中
旬、

近
江、

越
前
の

国
境
に

凄
じ

い

山
嘯
の

洪
水
が

あ

　
つ

て、

い

つ

も

敦
賀

i
其
処
か

ら

汽
車
が

通
じ

て

居

た

ー
へ

行
く
順
路

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

たい
ら

　

お
ほ

ひ

　
だ

　

や

ま

そ

ば

　

き

り

　

し

　

　

　

　

　

　

　

ノ

　
の
、

春
日

野
峠
を

越
え

て、

大
良、

大
日

枝、

山
岨
を
断
崕
の

海
に

沿

ふ

新

　
道

は、

崖
く
つ

れ

の

た

め

に
、

全
く

道
の

塞
つ

た

事
は、

も
う
金
沢
を

立
つ

　
時
か

ら
分
つ

て

居
た

。

　
　

前
夜、

福
井
に
一

泊

し

て、

そ

の

朝
六
つ

橋、

麻
生
津
を、

ま
だ

山
か
つ・

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

く

る
ま

　
ら

に

月
影
を

結
ぶ

頃、

霧
の

中
を

俥
で

過

ぎ
て

、

九
時
頃
武
生
に

着
い

た

の

　
で

あ
っ

た
。

i
誰
も
言
ふ

…

…

此

処
は

水
の

美
し

い、

女
の

き
れ
い

な
処

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
か

ど

　
で

あ
る

。

柳
屋
の

柳
の

陰

に、

門
走
る

谿
河
の

流
に

立
つ

姿
は、

ま
だ

朝
霧

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
セ

　
み

な

へ
し

　
　

　

　
　

く

ら

　
を
其
の

ま
丶

の

萩
に

も
女
郎
花
に

も
較
べ

ら
る
丶

。

が、

そ

れ

ど

こ

ろ

で

は

　
　

　
　
ゆ

く

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

の

し

ゆ

く

　

　

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

や

ま

み

ち

　
な

い
。

前
途
の

き
つ

か

は

し

さ

は、

俥
も

此

宿
で

留
ま
つ

て、

あ

と

の

山
路

　
は、

そ

の
、

い

つ

れ

に

向
つ

て

も、

も
は

や

通

じ

な

い

と

言
ふ

の

で

あ

る
。

　
　

茶
店
の

縁
に

腰

を
掛
け
て
、

渋
茶
を
飲
み

な

が

ら
評
議
を

し

た
。

…

…

春

　
　

　
　
　

　
ひ

と

す
ぢ

　
　
　
　
　

　
い

け

　
は

　
日

野
の

新
道
」

条
、

勿
論
不
可
い

。

湯
の

尾

峠
に

か
丶

る

山
越
え、

そ

れ

も

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
な
か

ん

ず
く

　
覚
束
な

い
。

た
ゾ

道
は

最
も
奥
で、

山
は

就
中
深
い

が、

栃
の

木．
峠
か

ら

中

　
の

河
内
は

越
せ

さ

う
で

あ
る
。

　
栃
の

木
峠
か

ら

中
の

河
内、

そ

し

て

木
之
本
へ

出
る

道

は、

い

わ

ゆ
る

北

国

街
道
で

あ

る
。

こ

う

し

て

琵

琶
湖

に

程
近
い

町

か

ら

上
京
し

た

こ

と

も
あ
っ

た

の

で

あ
ろ

う
。

　
こ

の

南
越
。

琵
琶
湖
口

碑
を

生
か

し
て

は
、

先
の

「

白
鬼
女
物
語
」

な

ど

も

そ

う

で

あ

る

が、

他
に

「

妖
剣
紀
聞
」

（

大
九
・

一
、

四
）

や

「

瓔
珞
品
」

（

明

三

八
・

六
）

を
挙
げ
る

こ

と
が

で

き

よ

う
。

　
「

瓔
珞
品
」

に

採
ら

れ

て
い

る

の

は、
「

雨
月
物
語
」

で

よ

く
知
ら

れ

た

琵
琶
湖
の

「

夢
応
の

鯉
魚
」

譚
で

あ
る

。

四

　
さ

て
、

改
め

て

「

夜
叉
ケ

池
」

に

は、

少
く
と
も
五

つ

の

龍
神
譚
が

用
い

ら

れ

て

い

る

こ

と

を

述
べ

て

み
た

い
。

い

ず
れ

も、

幼
時
「

町
内
の

う
つ

く
し
き

娘
た

ち
」

か
ら

聞
い

た

も
の

か
、

あ
る
い

は

若
き
日

の

旅
で

得
た

口

碑
伝
説
で

あ

る

と

思
わ
れ

る
。

ま

ず、

そ

の

話
を
北
国
街
道
に

沿
い

北
か

ら
表
題

化
し
て

並
べ

れ

ば
次
の

よ

う

で

あ
る

。

         

　

以
下、

．

し
た

い

白
山
「

千
蛇
ケ

池
」

伝
説
（

泰
澄

大
師
譚
）

金
沢
「

沈
鐘
」

伝
説
（

尾
張
町
薬
種
商
「

福
久

屋
」

創

業
譚）

今
庄
「

夜

叉
ケ

池
」

伝
説、
（

雨
乞
犠
牲
譚）

敦
賀
「

金

ケ

崎
」

伝
説
（

沈
鐘
譚
）

琵

琶
湖
「

三

井
の

晩
鐘
」

伝
説
（

龍
神
供
養
譚）

　
作
品

の

展

開
に

即
し、

そ

れ

ぞ

れ
の

伝
説
を
資
料
に

基
づ

い

て

説
明

O

七
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大
体
主
人
公
晃
が、

夜
叉
ケ
池
山
麓
に

住
み
つ

く
に

至
っ

た

の

は、

あ

る

伝

説
を

信
じ、

そ

こ

に

鐘
楼
守
と

し
て

留

ま

る

こ

と

に

な

っ

た

か

ら
で

あ

る
。

晃

の

言
に

よ

れ
ば、

こ

う
で

あ
る

。

　

　

こ

丶

に

伝

説
が

あ
る

。

昔、

人
と

水
と

戦
っ

て、

此
の

里
の

滅
び

よ

う

と

．
　・
　

　

　

D
棄つ
　

だ

い

と

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ー
ふ

じ

こ

龍 し

神 た

の 時ニ 　　　xE

ふ

に

は’
（2穂

人
の

溺

敬

越

の

大
邸

泰
澄

　

力
で、

龍
神
を

其
の

夜
叉

ケ

池
に

封
込

ん

だ。

地
の

沈
む

を

救
ふ

た

め

に、

自
由
を

奪
は

る
丶

は、

是
非
に

及
ば

ん
。

其
の

か

は

り
に

鐘
を

鑄
て

、

麓
に

掛
け
て、

昼
夜

に
三

度
づ
丶

撞
鳴
ら

し

て
、

我
を

驚
か

し、

其
の

約
束
を
思
出
さ

せ

よ
。

…

…

我
が

性
は
自
由
を
想
ふ

。

自
在
を
欲
す
る

。

気
ま
丶

を

望

む
。

と

も
す
れ

ば、

誓
を

忘
れ

て、

狭
き
池
の

水
を
し

て
北

陸
七
道

に

漲
ら
さ

う
と
す

る
。

我
が

自

由
の

た
め
に

は、

世
の

人
畜
の

生
命
な

ど、

も
の

の

数
と

も
す
る

も
の

で

な
い

。

　

　
　

　
　
た

が

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ラ

　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
ヨ

が
、

約
束
は

違
へ

ぬ、

誓
は
破
ら

ん

ト
但
し
其
の

約
束、

誓
を

忘
れ
さ
せ

ま

　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
た
ち

　

　

　

　

　

たい
　

う

　

　
だ
い

ら

い

　

お

ほ

か

ぜ

い
。

（

中
略
）

だ
か

ら
一

度
で

も
忘
れ

る

と、

立

処
に、

大
雨、

大
雷、
大
風
と

　

と

も
に

、

夜
叉
ケ

池
か

ら
津
波
が

起
つ

て、

村
も
里
も
水
の

底
に

葬
つ

て、

龍

　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
ま
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　

　
　
　
　　ユ

　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
ぼ
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　
カ

　

神
は

想
ふ

ま
丶

に

天
地

を
馳
す
る

と

…

…

恁

う、

此
の

土

地
で

言
伝
へ

る
。

　
：

…・
其
の

た

め

に、

明
六
つ
、

暮
六
つ
、

丑

満
つ

鐘
を

撞
く。

（

傍
線
筆
者
）

　

 
に

使
わ

れ
て

い

る

の

は、

白
山
「

千
蛇
ケ

池
」

の

伝
説

で、

夜
叉
ケ

池
に

は、

泰
澄
大
師
譚
も、

龍
神
が

封
じ
込

あ

ら
れ

た

と
い

う
話
も、

共
に

存
在
し

な

い
。

そ

れ

は、
「

剣
ケ
峰
千
蛇
ケ

池
の

若

旦

那
に

あ
こ

が
れ
」

「

恋
し
、

恋

し

　

　
そ

れ

と、

其
ば

か

り

思

詰
め

て
」

い

る

夜
叉
ケ

池
の

白
雪
が、

人

間
が

約
束
を

破
り

自
由
を
得
た

日

に

は
、

何
は

お

い

て

も

白
山
へ

飛
ん

で

行
け

る

よ

う

に

す

る

た

め

で

あ
ろ

う。

　

今、

玉
井
敬
泉
の

『

白
山
の

伝
説
』

（

昭

六
。

七
）

に

よ

れ
ば、

「

千
蛇
ケ

池

（

白
山
麓
所
聞
）

」

と

題
し
て、

次
の

よ

う

に

書
か

れ

て

い

る
。

　

　
泰
澄
開
山
の

時、

山
中
毒
蛇
多
く、

歓
喜
渇
仰
し

て

諸

方
よ

り
登

山
す
る

八

　
　

者
の
、

害
せ

ら
る
丶

を

慮
り、

是
を

除
か

ん

と、

千
筋
の

蛇
を

捕
へ

、

此
池

　
　
に

封
じ

込
め

、

万
年
雪
を
以

て

蓋
を

な

し、

若
し

万
年
雪
の

消
え

る

事
あ

れ

　
　
ば

、

く
つ

れ

落
ち
て

雪
の

代
り

に、

蓋
を
す
る

や

う
に

御
宝
庫
の

大
巌
石
を、

　
　

其
上
に

置
い

た
と

い

ふ
。

　
　

も
っ

と

も
こ

の

伝
説
に

は
若
干
の

異
説
も
あ

り
、

鏑
木
勢
岐
『

我
が

郷
土
の

　

童
話
伝
説
』

（

昭
四
・

三
）

に

よ

れ

ば、

千
匹

の

蛇
を

封
じ

込

め

た

あ
と、

麦
の

　

種
を
ま

き、

芽
が
出
る

ま

で

は

池

か

ら

出
て

は

な

ら

な

い

と
い

い、

そ

の

あ
と

　

雪
を
積
ら
せ

た

と
な
っ

て

い

る
。

し

か

し

こ

の

池
の

あ
る

雪
溪
は
一

年
中
消
え

　
な

い

こ

と

で
今
も
有
名
だ

か
ら、

い

ず
れ

に

し

ろ

千
匹
の

蛇
は

出
る

こ

と

が

で

　

き
な

い

わ

け

で

あ
る

。

　
　

 
に
つ

い

て

思
い

出
さ

れ
る
の

は、
「

三

井
の

晩
鐘
」

伝
説
で

あ
る

。

こ．
の

話

〆
　
は、

最

近

梅
原
猛
『

湖
の

伝
説
／

画
家
・

三

橋
節
子
の

愛
と
死
』

（
昭
五

二
・
】
）

　
に

よ

っ

て

も
紹
介
さ

れ
て

い

る

が、

今、

高
木
敏
雄
『

日

本
伝
説

集
』

（
大
二
・

　
八
）

に

よ

っ

て、

そ

の

後
半
を
引

用
す
る

。

前
半
は
、

「

鶴
の

恩
返

し
」

と
同

　
じ

よ

う

に、

た

ま
た

ま
浜
辺

で

蛇
を

助
け

て

や
っ

た

若
者
の

所
へ

、

あ
る

日

綺

　
麗

な

女
が

や
っ

て

く

る
。

い

つ

か

身
ご

も
っ

た

女
は、

決
し
で

産

屋
を
覗
く
な

　

と
い

っ

て

小
屋
へ

入
る

が、

男
は

約
束
を

破
り
覗
い

て

し
ま
う

。

す
る

と

そ

こ

　
に

は

大
蛇
が

し
っ

か

り

赤
児
を

巻
い

て

い

た

と

い

う
の

で

あ

る
。

　
　
　

大
蛇

は

忽
ち
姿
を
か

く
す

。

残
し
て

あ

る

書
置
を
開
け
て

見

る

と、

自
分

　
　

は

浜
辺

で

救
は
れ

た

蛇
で、

御
恩

返
し

に

来
た

の

で

あ

る

が、

姿
を
見
ら
れ

　
　
　

　
　
イ

モ
　

セ

　
　

た

上
は

妹
背
の

縁
は

此

ま

で

ゴ

あ

る
。

し

か
し、

此
児

は

両
人

の

闇
に

出
来

　
　
た

の

だ

か

ら、

手
に

握
ら

せ

て

あ

る
玉
で

育
て

＼

下
さ

れ。

此

玉

さ
へ

持
た

　
　
せ

て

置
け
ば、

泣
く
や

う

な

事
は

な

い
。

若
し

泣
い

た

ら、

浜

辺
へ

来
て

、

パ

ン

パ

ン

と、

三

度
手
を

打
っ

て

下
さ

れ
。

そ

し

た

ら、

何
時
で

も
屹
度
出

て

来
る、

と

云
ふ

意
味
を

書
い

て

あ
る。

そ

し

て、

不

思

議
に

も、

赤
児
は
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考「夜 叉 ケ 池」

一

つ

の

玉
を
手
に

持
つ

て

ゐ

る
。

　
男
は
書
置
に

あ
る

通
り
に、

児
を
育
て
丶

ゐ

る

と、

え

て、

大
事
の

玉

を
取
上
げ
ら

れ

る。

児
が

泣
い

て、

そ

の

事
が

殿
様
に

聞

ど

う
す
る

こ

と

も
成

ら

ぬ
。

そ

こ

で、

男
は

書
置
の

こ

と
を

思
出
し
て、

浜
辺
へ

出
て、

手
を
た

た

く

と、

忽
ち

大

蛇
が

現
れ
る

。

元
の

女
の

姿
を

見
せ

て

く

れ、
と
頼
む
と、

今
度
は

綺
麗
な

女
に

な

る
。

玉
を
取
ら

れ
た

話
を
す
る

と
、

あ
の

玉

は

私
の

眼
の

玉

で、

今
一

つ

残
つ

て

ゐ

る

け
れ

ど、

そ

れ

を
取
ら

れ

る

と、

自
分
は

盲
目
に

成
る

。

し

か
し、

小
供
の

為
め

と
思
へ

ば、

盲
目
に

成
つ

て

も
厭
ひ

は

せ

ぬ
。

玉
は

惜
ま
ず
上
げ
ま

す

か

ら、

其
代
り
に

三

井
寺
に

釣
鐘
を
上
げ

て

下
さ

れ
。

其
鐘

の

音
を
聞

い

て、

昼
と

夜
を

聞
き
わ

け
ま

せ

う、

と

云
つ

　
て
、

女
が

今
一

つ

の

玉
を
呉
れ

る。

　
　
男
は

釣

鐘
を
三

井
寺
に

寄
進
し
た

。

そ

の

鐘

は

今
で

も
三

井
寺
に

吊
し
て

　
あ

る

そ

う

だ
。

（

傍
線
筆
者
）

　
『

近

江

む

か

し
話
』

（

昭
四

三
・

九
／
滋
賀
県
老
人

ク

ラ

ブ
連

合
会
編）

の

末

尾
で

は、

口 夜叉 ケ池東方岩壁／右後方 に三 国ケ嶽を 望む ：

妻
が

「

両
方
目

玉

が

な

い

と
方
角
も
わ

か

り

ま

せ

ん

か
ら、

毎
晩
子

供
を

囗 夜叉 ケ 池全景／後方 に 三 国 ケ嶽 の 稜線を見 る ：

口 夜叉 ケ 池最 深 部／ 湖 面 に 映 え る 波紋 と樹 影 ：
九
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抱
い

て、

三

井
寺
の

釣
鐘
を
つ

い

て

く
だ

さ

い
。

そ

の

音
で

あ

な

た

が

た

の

無
事
を

確
め
て

安、
心
し

ま

す
か

ら
」

と

申
し

ま

し

た
6

　
　
そ

れ

か

ら
毎
晩
三

井
寺
で

は

晩
鐘
を

つ

く
よ

う
に

な
っ

た

と
い

う
こ

と

で

　
す

。

（

傍
線
筆
者
）

．
い

ず
れ

に

し
て

も
三

井
寺
の

鐘
は、

盲
に

な
っ

た

龍

神
に

「

昼

と

夜
」

を

教

え

る

た

め

に

晩
鐘
を
つ

く
と

い

う
こ

と
で

あ
る

。

し

か

し、
「

三

度
」

と
い

う
の

は

口

碑
伝
説
で

は

む
し

ろ

自
然
な
パ

タ
〜

ン

で

あ
る

。

あ

る

い

は

「

三

井
寺
」

の

コ一
こ

に

も
掛
け

た

か

ら
で

あ
ろ

う
か

。

「

夜
叉

ケ

池
」

で

は、

龍

神
の

た
め

に

三

度
鐘

を
つ

く
形
を
取
つ

て
い

る
。

　
と

こ

ろ

で

 
に

つ

い

て

は、

と
く
に

伝
説
と

し
て

拾
え

る

も
の

は

存
在
し

な

い

が、

こ

れ
は
全
国
各
地

に

あ
る、

た

と

え

ば
鉄
類
を
池
に

投
ず
れ

ば、

た

ち

ま
ち
風
雨

に

な
る

と
い

う

連

想
か
ら
用
い

た

も
の

で

あ
ろ

う
。

だ

が

ら
こ

の

あ

と

で、

妖
怪
鯉
七
が

こ

ん

な

こ

と
を
い

っ

て

い

る

わ

け
で

あ
る

。

　
　
　

　

　
　
ひ
で

り

　
　
此
の

頃
の

干
で、

や

れ

雨
が

欲
し
い
、

そ

れ

水
を

く
れ

ろ、

と

百
姓
ど

も

　
　
　
ひ

い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

う

　

る

　

さ

　

　

　

　

　

　

　

　

た

か

　

　

　

　

う

　
が、

姫
様
の

お

住
居、

夜
叉
ケ

池
の

ほ

と
り
へ

五

月
蝿
き

ほ

ど
に

集
つ

て

来

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
か

な

　
ひ

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　

ま

じ

訟

い

　

　

　

　

　

．
　

　

　

　

　

　

か

な

く

ぎ．

　
　
　

　

　
　
　
　

　
よ

　
せ

る。

そ

れ
は

ま

だ

可
い

。

が、

何
の

禁
厭
か

知

れ
ぬ

ま
で、

鉄

釘、

鉄
火
．

　
ば
ち

　

　
さ

び

邯

た
な

　

　

　

わ

れ

な

べ

十

　

箸、

錆
刀
や、

破
鍋
の

尻
ま

で

持
込

む

わ。
（

傍
線
筆
者）

　

現
に

手

許
の

郷
土
誌
「

南
越
民
俗
」

（
昭

＝
二

・

三
）

に

よ

る

と、

夜
叉
ケ

池

に

触
れ
て

こ

ん

な

記
事
が

出
で

い

る
。

　

　

夜
叉

ケ

池
の

大
蛇
は

刀
物
を
嫌
ふ

た

め

今
で

も
小
刀
類
の

刃

物
を

持
つ

て

　

登

山
す
る

と
そ

の

人
は

非
常
な
暴
風
雨
に

遭
ひ

進
退

谷
ま
る

と

い

ふ

こ

と
で

ー

す
。

」

勿
論、

こ

の

炉

い

伝
え

を

も、

直
接
南
越
路
を
歩
き

な

が

ら
鏡
花
は

聞
い

た

か

も
知
れ
な
い

。

　、

晃
が、

忘
れ
ず
鐘
を
撞
く

た

め

に
．

千
蛇

ケ

池
へ

会
い

に

行
け
な

い

白
雪
は、

ま

な

じ

り

　

眦

あ

げ
鐘
楼
を
見
る
。

つ

い

に

心
乱
れ
た

伯
雪
は、

石
段
に

駈

上
り

、

柱
に

縋

　
っ

て
、

何
と

し
て

も
鐘
を
突
き

落
と
さ
ん

と

し

て

叫
ぶ

。

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　

ご
　
ば

ち

　

　
　
諸
神
諸
仏
は

知
ら
ぬ

事、・

天
の

御
罰
を
蒙
つ

て

も、

白
雪
の、
身
よ
、

朝
日

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
こ

な

　

　
影
に、

情
の

水
に

溶
く
る

は

嬉
し

い
。

五

体
は

粉
に

砕
け
よ

う

と、

八

裂
に

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　

か

す
か

　

　
さ

れ

よ

う
と、

恋
し

い

人
を
血
に

染
め

て、

燃
え

あ
こ

が

る
丶

魂
は、

幽
な

　

　
蛍
の

光
と

成
つ

て

も、

剣
ケ

峰
へ

飛
ば
い

で

置
か

う
か

。

　

　
こ．
の

何
と

も
激
し
く
怒
り
に

燃
え

鐘
を

淵
に

沈
め

よ

う
と
す
る
話
は、

私
に

　

す
ぐ
一

つ

の

話
を

思
い

出
さ

せ

る
。

そ

れ

は、

鏡
花
の

下
新
町
か

ら

歩
い

て

二
、

　

三

百
メ

ー

杢
ル

と

は

な

い
、

尾
張
町
の

薬
種
商
「

福
久
屋
」

（

現
「

石
黒
薬
局
」

）

〆

創
業
に

か

か

る

「

沈
鐘
」

伝
説
で

あ
る

。

　

　
　
　
　

　

　
　
丶

　

　
少
し
長
い

が、

「

夜
叉

ケ

池
」

資
料
と
し

て

極
め

て

貴
重
で

あ
り、

三

浦
孝
次

　

氏
の

『

加
賀
藩
の

秘
薬
』

（

昭
四

二
・
一

〇
）

か
ら、

そ

の

全
文
を

引
く
こ

と

　
に

す
る

。

元
禄
八
年
の

頃、

七
尾
妙
観
院
（

私
注
／
弘
法
大
師
に

よ
っ

て

行
化
さ
れ
た

と

い

う

名
刹
で

と

く
に

こ

こ

の

観
音
は
知
ら
れ

て

い

る。
）

の

k

鐘
楼
に

は
、

ど

う
い

う
わ
け
か

釣
鐘
が

下
が
っ

て

い

な

か
っ

た
。

　
そ

の

年
景
寿
（

騾

駐
臨
蔽

觝
蹴
醒
繍
酷
瞞
捫
曝
鋳

ガ
訌

勦
臥

認

潮
噸

縮
如

螺
叙
駄
撤
獣
磁

靴
鯤

緲

磁
緲
鑠
鍾
舗
勲
謄
塘
級

凸
←

齔
晧
弼
栃
燃

飢

慨

物
蹼
髭
孀
勧

殊
翹
識

勒
鮮
舷
暁
嵌

切
塒
福
窃
腑
羅

勵
あ

）

は
一

夜
夢
を

み

た
。

自
ら

が

妙
観
院
観
音
堂
に

詣
で

よ

う
と、

石
段
を
登
っ

て

行

く
と、

黒
洞
々

の

暗
黒
の

御
堂
か

ら
、

　一

道
の

光
が

差

し
で

て、

そ

の

中
に

観
音
が

お

姿
を

現
わ

し

た

と

み
て

い

る

う
ち、

観
音
は

静
々

と

進
み、

鐘
の

な

い

楼
堂
の

中
央
に

至
っ

た
。

と
思
う
や

そ

の

時
突
如
と
し
て

大
地
も
揺
が

ん

ば

か

り

の

大
音
声
が

起
り

、

「

オ

！

ン
、

オ

ー
ン

」

と
喚
め

き

始
め
た

。

こ

れ
に

答
え

る

か

の

よ

う
に

天
空
の

彼
方
よ

り
、

　一

条

の

光
が
赫
々

と
照

り
出

、
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し
た

。

そ

れ

ま

で

さ

だ
か

に

は

み

え

な

か
っ

た

観
音
の

姿
が

目
も
あ

ざ

や

か

に

み

ら
れ

て、

彼
は

夢
か
ら
醒
め

た
。

　
彼
は
こ

の

夢
は

何
か

わ
け

の

あ
る
観
音
の

お

告
げ
で

は

あ
る

ま
い

か

と
思

い

め

ぐ
ら
し、

す
ぐ
我
家
を
出
発
し
た
。

妙
観
院
に

着
い

て

夢
の

次
第
を
住

職
は

ま
た
憂
色
深
く
物
語
る

の

だ
っ

た
。

「

壷
目

こ

の

観
音
へ

百
日

の

願
を

か

け

た、

女
人
が
あ
っ

た
。

し

か

し
こ

の

女
人
の

願
い

は

き
き

と

ど

け
ら

れ
ず、

悲
恋
の

働
哭、

破
約
の

怨
恨
を
残
し

て

寺
の

門
前
の

底
な

し
の

淵
へ

身
を

投
げ
入
れ
た

。

い

つ

の

日
の

こ

と
か

女

人
は
［

念
凝
っ

て

大
蛇

と

な

り、

岩
の

河
窟
に

住
む

よ

う
に

な
っ

た
。

こ

の

女
人
は

終
に

邪
竜
と
な
っ

た
。

し

か

し
て

聖
な

る

鐘

の

鳴
り

響
く
日

毎
女
人

は

三

熱
の

苦
し
み

を
受
け
る

の

だ
っ

た
。

遂

に

こ

の

た

め

鐘
を
な

き
も
の

に

せ

ん

と
、

あ

る

夜
鐘
を
深
淵
の

中
へ

引
き
ず
り
込
ん

で

し

ま
っ

た
。

」

　

こ

ん

な

わ

け
で

崖
下
の

洞
窟
の

中
に
］

つ

の

鐘
が

沈
ん

で
い

る

の

だ
っ

た。

　

景

寿
思

う

に

は

観
音
は

楼
に

鐘
の

な

い

の

を
悲
し

み、

彼
の

夢
枕
に

立
っ

た

と

考

え

た
。

　

　畳
　
　

●
　
　　●
　
　
　●

「

そ

の

釣
鐘

を
何
と

か

し

て

引
き
上

げ
元

の

如
く

致
し
て

は

如
何
」

と

い

十
一
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え
ば、

「

そ

の

釣
鐘

を

引
き
上
げ
る

と

崇
り
が

あ
る

と

い

う
こ

と

だ

が、

し

か
し

貴
下
が

霊

夢
を
み

た

か

ら
に

は

観
音
様
の

お

告
げ
で

あ
る

に

相
違
な

い

か

ら、

引
き
上

げ
て

み

よ

う

で

は

な

い

か
」

と

住

職
が
賛
同
し、

日

を

定
め

て

信
者
や

村
人

を
集
め

て

景

寿
が

先
達
と
な

り、

絶
え
ず
「

南
無
観
世
音
菩

薩
」

と

称
名
し
つ

つ

掛
声
も

ろ

と

も
漸
く
引
き
上

げ
た

。

　

さ

て

数
日

後
鐘
撞
式
を

行
な

っ

た
。

の（

願
主
の

景
寿
が

最
初
の
一

つ

き
を

撞
く
と、

鐘

の

音
は

怪
も
げ

な
鳴
き

声

と
変
り

物
凄
く、
「

海
へ

行
こ

う、

海
へ

行
こ

う
」

と
鳴
り
響
い

た
。

村
人
た

ち
は

異
常
な

恐

怖
に

お

そ

わ

れ

た
。

や

が

て

鐘

が

鳴
り
や

ま
ん

と
し
た
一

瞬、

一

天
に

わ

か

に

か

き

曇
り、

大

雷
雨
は

幾
条
か

の

怪
光
を
と

も
な
っ

て

起
り、

落
雷
は

轟
然
と

物
凄
く、

そ

の

た

め

に

観
音
山
も
裂
け
る

か

に

鳴
動
し
た
。

あ
あ

こ

の

時
忽
然
と

し
て

丈
余
の

恐
蛇
が
現
わ
れ、

鐘
の

竜
頭
に

巻
き
っ

く
と

み

る

や、

ま

た

も
鐘
を
釘
手
よ

り
も
ぎ
取
り

、

蛇
は

鐘

と

共
に

も
ん

ど

り
打
っ

て、

崖
下
の

元
の

深
淵
に

唸

り
を
立
て

て

転
落
し

て

行
っ

た
。

不
思

議
や

大
雷
雨
は

鐘
の

沈
む

と

共
に

晴
れ

上
が

り、

七
尾
湾
は

波
も
静
か

な

な

ぎ
と

な
っ

た

の

で

あ

る
。

　

村
人
た

ち
は

こ

の

光
景
に

恐

れ

お

の

の

い

た
。

そ

こ

で

彼
は

再
び

こ

の

鐘

を
引
き
上
げ
る

こ

と

を
断
念

し

て、

新
た

に

竜
頭
の

竜
を

や

め

て、

虎
を
配

し
、

虎
の

守
り
と
し

て

竹
を

添
え、

世
に

ま

た

と

な

い

珍

し

い

竹
虎
の

梵
鐘

を

新
造

し
て

献
納
し

た
。

　

爾
来
さ

し
も

の

危
怪
な

妙
観
院
の

鐘
も
無
事
な

る

を
得
て

今
日

に

至
っ

て

い

る
。

元
禄
八

年
以

来
約
二

百
五

十
年
名
鐘
は

無

明
長
夜
の

眠
り

を
醒
ま
し、

常
に

悟
り
の

何
も
の

で

あ
る

か

を

物
語
つ

て

き
た
の

で

あ
る

。

（

傍
線
筆
者
）

ω
の

悲
恋
の

慟
哭
・

破
約
の

怨
恨
か

ら

身
を

投
げ

死
ん

だ

女
が
、

寺
鐘
を
聞

十
二

く

ご

と

に

三

熱
の

苦
し

み

受
け、

つ

い

に

鐘

を
深
淵
に

引
き
つ

り

込
ん

で

し

ま

う

と

い

う
話
は、

鐘
を
聞

く
ご

と

に
、

会

え

な

い

恋
の

無
意
味
さ

を

知
り、

い

か

な

る

「

天
の

御
罰
を
蒙
」

ろ

う
と
も
あ
の

鐘

を
落
と

し

て

し

ま
い

た

い、

そ

う

激
し
く
身
悶
え
る

白
雪
に、

何
と
も
非
常
に

よ

く

似
て

い

る
。

も
っ

と

も、

妙
観
院
の

淵
の

女
は

い

か

に

も
暗
く、

夜
叉

ケ

池
の

白
雪
は、

さ

す
が

に

女
の

荒
神
ら
し

ぐ
遥

か

に

自
由
で

明
る

く
し

か
も
美
し
い
、

こ

の

方
が

い

か

に

も
鏡

花
ら

し
い

こ

と

は
勿
論
で

あ

る
。

　

と

こ

ろ
で

 
の
、

鐘
が

落
ち

る

時
の

凄
ま

じ

い

鳴

動、

忽
然

と

し
て

鐘
上
に

恐

蛇

現

わ
れ
鐘
と
共
に

転
が
っ

て、

や

が
て

鐘

も
沈

み、

空

は
元

の

よ

う
に

晴

れ

る、

こ

の

二

転
し

三

転
す
る

緊
追
の

シ

ー

ン

が、

ま

た

見
事
な

程
「

夜
叉
ケ

池
」

の

最
後
と

重
な

り
合
っ

て

い

る
。

そ

れ

と

も
偶
然
の
暗
合
に

過
ぎ

な

い

の

・
か

。

　

晃
（

鐘
を
上
げ、
．

は
た
、

と

切
る
。

瞠
と
撞
木
落
つ

。

）

　
　

　

　
　
　
　

　
す
さ

ま
じ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

や

ま

な

り

　
　

　

途
端
に

も
の

凄
き
響
き
あ

り。

−
地
震
だ。

i
山
鳴
だ

。

1
夜

　
　

　

叉
ケ

池
の

上
を
見
い

。

夜
叉
ケ

池
の

上
を
見
い

。

夜
叉

ケ

池
の

上

を
見

　
　

　

い
。

真
暗
な

雲
が

出
た、

レ
と
叫
び
呼
は

る

程
こ

そ

あ

れ、

閃
電
来

　
　

　

　
　
ま
た

し
　
　

ま

　
　
　

　
や

　
　

　

り
、

瞬
く
間
も
歇
ま
ず

。

　
　

　

　
　
　
（

中

　
略
）

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
う
ち

　
　

　

白
雪

。

【

際
激

し

き
ひ

か

り
も
の

の

中
に、
一

た

び、

小
屋
の

屋
根
に

　
　

　

た
ち

あ
ら

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

な

び
か
り

　
　

　

立
顕

れ
、

忽

ち

真
暗
に

消
ゆ

。

再
び
凄
じ
き

電

に、

鐘

楼

に

来
り、

す

　
　

　

っ

く
と
立

ち、
、

鉄
杖
を

丁

と

振
つ

て、

下
よ

り

空
さ

ま

に、

鐘
に

手
を

　
　

　

掛
く

。

鐘
ゆ

ら

ゆ

ら

と

成
つ

て

傾
く

。

　
　

　
．

　

（

中

　
略）
　
．

　
　

　

既
に

し
て

巨
鐘
水
に

あ

り
。

　
　

　

　
　
　
（

中

　
略）
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く

わ
う

く

わ

う

　

　
　
時

に

月
の

光
煌
々

た

り
。

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

い

ち

い

ふ

　

　
　
学
円、

高
く
［

人
鐘
楼
に

佇
み

、

水
に

臨
ん

で、

一

揖
し、

合
掌
す

。

　

　
　
　
　

　

　
あ

き

ら
か

　

　
　
月
い

よ

い

よ

明
な

り
。

　
「

夜
叉

ケ

池
」

の

悲
劇
的
ラ．
ス

ト

は、

百

合
が

叔
父
の

神
官
宅
膳
た

ち
に

「

雨

乞
の

犠
牲
」

を
無
理

強
い

さ
れ

る

こ

と

に

始
ま

る

わ
け

だ
が、

所
謂
「

夜
叉

ケ

池
」

伝
説

と

し

て

知
ら

れ
る

も
の

は
福
井
・

岐
阜
・

滋

賀
の

三

県
に

存
在
し、

い

ず
れ
も

雨
乞
い

の

話
で

あ
る

。

今、

福
井
に

伝
わ
る
一

つ

を、

杉
原
丈
夫
編

『

越
前
若
狭

の

伝
説
』

（

昭
四

五
・

二
）

に

よ

っ

て

紹
介
す
る

。

ほ

ぼ

全
文
で

あ

る。　

　
む
か

し

池
の

上
に

小
西
弥
平
と
い

う
豪
家
が

あ
っ

た
。

あ

る

大
干
ば
つ

が

　

あ

り
、

雨
ご

い

を
し

た

が
効
験
が
な

か
っ

た
。

弥
平
は

苦
慮
の

あ

ま

り、
「

何

人
た

る

か

を
問
わ

ず、

雨
を

降
ら
し

て

諸
民
の

難
儀
を

救
う

者
に

は、

わ

が

娘
を
与
え

る
。

」

と

い

う
高
札
を

立
て

た
。

す

る

と

夜
叉
（
や

し
や
）

丸
と
称

す
る

武
士

が
弥
平
の

宅
を

訪
れ、

「

高

札
の

通

り
相
違
な

い

な

ら

ば、

わ
た

し
が

雨
を

降
ら
す

。

」

と
申
し

出
た
。

弥

平
は

相
違
な

い

こ

と

を
誓
約
し

た
q

夜
叉
丸

が
去

っ

て

し
ば

ら
く
す
る

と

黒
雲
が

立

ち
起
り、

雨
が

降
り
出
し

て、

田

畑
は

よ

み

が

え
っ

た
。

夜
叉
丸
は

約
束
の

ご

と

く

娘
を

も
ら

い

に

来
．

た

の

で
、

弥
平
の

第
三

女
が

み

ず
か
ら

進

ん

で
、

身
を

犠
牲
に

す
る

こ

と
を

申
し

出、

夜
叉

丸
と
と

も
に

わ
が

家
の

裏
の

池
に

は

い

っ

て
、

蛇
に

な
っ

た
。

こ

の

夜
叉

丸
と
い

う
の

は、

夜
叉
ケ

池

に

住
む

大
蛇
の

化

身
で

あ
っ

た

の

で

あ
る

。

　
ふ

た

り

は

南
へ

進

み、

湯

尾

峠
を
こ

え、

山
ま

た

山
を

分
け
て、

夜
叉
ケ

池
へ

行
っ

た
。

し

か

し
夜
叉

ケ

池
に

は

夜
叉
丸
の

本
妻
で

あ

る

大
蛇
（

美
濃

安
八

郡
の

領
主
安
八

大
輔
安
次
の

娘
）

が

い

た
。

従
っ

て

弥
平
の

娘
と
こ

の

本
妻
の

間

に

争
い

が

生
じ

た
。

　

　
弥
平
の

娘
は

策
略
を

考
え、

南
柚
（

そ

ま
）

山
の

関

が

鼻
に

て

北
陸
街
道

　

に

蛇

（

じ

や
）

体
と

な
っ

て

横
た、
わ
っ

た
。・

こ

の

こ

と

が

人

々

に

伝
わ
り、

　

だ

れ

も
通

行
す
る

者
が

な

く
な
っ

た
。

そ

の

と

き
加

賀
藩
の

武
士
が

主
命
で

　

上

方
へ

急
い

で、

こ

の

街
道
へ

来
た

。

見
れ

ば

大
蛇

が

横
た

わ
つ

て
い

る

が
、

　

急
ぎ

の

使
い

で

あ
る
の

で、．

大
蛇
を

ま
た

い

で

駆
け
て

い

っ

た
。

　

　
大
蛇
は
た

ち
ま
ち
美
し

い

女
に

な

り、

使
者
を
留
め

て、

「

あ
な

た

の

勇

　

気
を
見
こ

ん

で

頼
み
た

い

こ

と

が

あ
る

。

主
命
は

必
ず

期
日

ま

で

に

届
け
る

　

か

ら、

池
ま

で

来
て

ほ

し

い
。

池
の

ほ

と
り
で

二

匹
の

ち
ょ

う
が

争
っ

て

い
’

　

る

か

ら、

腹

の

赤
い

方
の

ち
ょ

う
を
射
と
め

て

も
ら
い

た

い
。

」

と

願
っ

た
。

　

　
武
士
は

断
わ
り
き
れ

ず、

鯖
波
の

的
場
伝
右
衛
門
か

ら
弓
矢
を

借
り、

広

．

野
の

龍
崎
的
場
の

家
で

十
数
日

弓
術
を
練
磨
し

て

か

ら、

夜
叉
ケ

池
に

て

赤

　

い

腹
の

ち
ょ

う
を
射
と

め

た
。

こ

の

と
き
用
い

た

弓
は

今
も
的
場
家
に

秘
蔵

　

し

て

い

る
。

　

　
そ

れ
か

ら
は

山
を

上

下
す
る

た

び

に
、

娘
は

的
場
家
で

休
む
こ

と

に

な
っ

　

た
。

寝
る

と
き
は
一

室
に

閉
じ
こ

も
り、

寝
姿
は

見
て

く

れ

る

な

と
い
っ

た
。

　

し

か

し

こ

わ
い

も
の

見
た

さ

に、

女
中
が

そ
っ

と

か

い

ま

見
る

と、

蛇
体
に

　

な
っ

て

寝
て

い

た
。

そ

れ
以
後
は

娘
は
来
な

く
な
っ

た
。

（

傍
線
筆
者
）

　
こ

の

前
半
の

イ

メ

ー

ジ

に
、

草
双

紙
的
趣
向
を

加
え

た

も
の

が、

宅
膳
の

語

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
ひ

で

り

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
は

だ

な
の

で

あ

ろ

う。
「

絶
対

絶

命
の

干
の

時
に

は、

村
第
一

の

美
女
を
取
つ

て

裸

か

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

い

ま

し

体
に

剥

き
…

…

（

中
略）

黒

牛
の

背
に、

鞍
置
か

ず、

荒
縄
に

縛
め

る
。

　
（

中

　

　
　
　
い　の
ち

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

さ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は

だ

か

み

略）

が、

生
命
は

取
ら
ぬ

。

然
る

か

は

り
、

背
に

裸
身
の

美
女
を

乗
せ

た

ま
丶

　

　
　
　
　

　

　
　
ほ

ふ

　
　
　
　

　

　

つ
の
　

　

　

　

か

うべ

池
の

ほ

と
り

で

牛
を
屠
つ

て、

角
あ
る

頭
と
尾
を

添
へ

て
、

こ

れ

を

供
へ

る
。

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

ひ

や

ざ

け

　

　
　
　
　
　
　
　

く

ら

…
−

肉
は

取
つ

て、

村
一

同
冷
酒

を

飲
ん

で

啖
へ

ば、

一

天
忽
ち

墨

を
流
し
て、

　

　
　
　
コ
ふ

り

そそ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　よ
み

がへ

三

日

の

雨
が

降
潅
ぐ。

田

も

畠
も
蘇
生
る

と

あ

る

わ
い

。

」

十
三
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孑｝、
、

小 林 輝 冶

　

引
づ

立
て

よ

う

と
す
る

宅

膳
た

ち、

止
め

る
非
力
の

晃。
、

間
に

挟
ま

り

百
合

は

自
殺
す
る

。

あ
た

か

も
丑

満
。

恐
ろ

し
い

氾
濫
が

起
こ

り、

学
円
一

人
を

残

し

て

悉
く
水
に

呑
ま
れ

る
。

妖
怪
巻
族
た

ち
の

ど
っ

と
笑
う

中
で、

白
雪

は

晴

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

す

ま

　
ひ

れ

ば
れ

と

叫
ぶ
。

「

此

の

新
し

い

鐘
ケ

淵
は、

御
夫
婦
の

住
居
に

せ

う
。

皆
お

　

　

わ
た

し

い

で
。

私
は

剣
ケ

峰
へ

行
く

よ
。

」

そ

の

声

の

遠
く
な

る

と

共
に
、

忽
ち
ま

た

あ

た

り
は

暗
く
な

る
。

そ

こ

で

の
、

最
後
の

晃
・

百
合
を
書
い

て、

鏡
花
は
こ

・

う
結
ん

だ。
「

既
に

し

て

巨
鐘
水
に

あ
り

。

晃、

お

百
合
と

二

人、

晃
は

龍
頭

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
も

す
そ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　　
そ

に

頬
杖
つ

き、

お

百
合
は

下
に、

水
に

裳
を

ひ

い

て
、

う

し

ろ
に

反
ら

し

て

手

　
つ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

じつ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
につ
ニ

リ

　

　　
ぬ

を
支
き、

打
仰
い

で、

熟
と

顔
を
見
合
せ

莞
爾
と
笑
む

。

」

　

こ

の

「

鐘
ケ

淵
」

伝
説
は、

勿
論
全
国
的
な

も
の

だ
が、

鏡
花
の

旅
で

い

え

ば、

敦
賀
周
辺
に

そ

う
し
た

も
の

を

い

く
つ

か

見
る

こ

と

が

で

き
る。

今
敦
賀

「

金
ケ

崎
」

に

伝
わ

る

も
の

を、

先
に

挙
げ
た
『

越
前
若
狭
の

伝
説
』

に

よ
っ

て

引
い

て

み

よ

う
。

　

　

金
が

崎
に

築
（

つ

き
）

島
と

い

う

石
の

島
が

あ
る

。

こ

こ

に

鐘
が

沈

ん

で

　

い

る

と

い

う
。

し

か
し

鐘
は

見
え

な

い
。

こ

の

築
島
の

ま

わ
り

に

は、

今
も

　

も
（

藻
）

が

少
し

も
な

い
。

不
思
議
な

こ

と

だ
と

い

っ

て

い

る
。

　

（
寺
社

　

什
物
語
）

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
一

　

　

漁
夫
は
常
に

そ

の

鐘
を

見
て

お

り、

か
つ

て

引
き
上
げ
よ

う

と
し
た

こ

と

　

も
あ
っ

た

が、

恐

ろ

し
い

こ

と

が

あ
っ

て

や

め

た
。

常
に

竜
の

ご

と

き

も
の

　

が

い

て、

こ

れ
を
守
っ

て

い

る

　
　
　
　
　
　
　
　

　
（

笈
埃
随
筆
）

　

　

敦
賀
の

ほ

と

り
に

鐘

が
崎
と

い

う

所
が

あ

り、

海
底
に

鐘
が

あ
る

。

鐘

は

　

竜
神
の

愛
す
る

も
の

で

あ
る

か

ら、

鐘
を

積
む
船
は

必
ず

く
つ

が
え

る

と

い

　

い、

海
上
を

か

よ

う

船
は
鐘
を

積
む
こ

と
を

忌
む

。

　

　
　

（
西
遊
記
）

　

勿
論、

こ

の

話
は

、

橘
南
谿
の

好
き

な

鏡
花
だ
っ

た

か

ら、

敦
賀
で

聞

か

な

く
て

も、

「

西
遊
記
」

で

続
ん

で
い

た

だ

ろ
う。

百
井
塘
雨
の

「

笈
埃
随
筆
」

に

十
四

つ

い

て

は

わ

か

ら
な
い

。

い

ず
れ

に

し
ろ、

水
に

沈

ん

で

龍
頭
に

頬
杖
を
つ

き

鐘

を

守
る

二

人
の

姿

に

は、

こ

の

コ

金
ケ

崎
」

の

伝
説
が
ど

う
し

て

も
蔽
い

か

ぶ

さ
っ

て

く
る

。

　

以

上、

荒
々

と

で

は

あ

る

が、

最

後
の

沈
鐘
に

至

る

ま
で、

そ
の

隈
々

に

北

国
の

ロ

碑
伝
説
が

生
き
て

い

る

こ

と

を

確
め

て

き

た
。

そ

の

仮
構
の

跡
は、

ま

さ

に

日

本
の

ロ

マ

ネ
ス

ク

で

あ

る

こ

と

を
物
語
っ

て

い

る
。

そ

の

ど

こ

に

も
ハ

ウ

プ

ト

マ

ン

の

匂
い

は

な

か
っ

た
。

「

夜
叉
ケ

池
」

は、

「

イ
エ

！

ツ

の

如
く
書

く
べ

き
神
話
と
伝
説
を
」

を
も
っ

て

書
か

れ
た

最
初
の

戯
曲
だ
っ

た

の

で

あ
る

。

し

か

も
実
に

巧
み

で

自
在
な

そ

の

伝
説
の

駆
使
は、

や

は

り

「

夜
叉
ケ

池
」

を

第
」

級
の

類
に

入
れ
て

評
価
す
べ

き

こ

と
を

教
え

て

い

る
。

・

　

改
め

て、

鏡
花
に

お

け

る

北

国
の

フ

ォ

ー

ク
ロ

ア

の

意

味
の

深
さ

に

驚
く
と

共
に、

広
く、

「

夜
叉

ケ

池
」

の

再
評
価
を
促

し

た

い
。

（

付
　
記）

　

本
稿
は「

昭
和
五

十
三

年
八

月、

「

解
釈

学
会

全
国
大
会
」

で

発
表
し

　

た

も
の

に

拠
る

。

ま

た

掲
載
の

写
真
は、

今
庄
町
坂
野
進
氏
の

御
厚
意

　

に

よ

り

頂
い

た

も

の

で

あ
る

。

そ
の

事
も
述
べ
、

深
く
感
謝
し
た

い
。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


