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「
乙
姫
さ
ん
が
浦
島
に
会
い
に
き
た
」

増

山

雄

三

私

が

日

課

に

し

て

い

る

、

昼

の

散

歩

道

の

旧

新

名

道

路

の

脇

道

か

ら

少

し

入

っ

た

と

こ

ろ

に

、

小

さ

な

「

龍

宮

城

」

と

「

乙

姫

神

社

」

が

あ

る

が

、

須

磨

の

海

岸

か

ら

か

な

り

離

れ

た

内

陸

に

、

ど

う

し

て

そ

ん

な

も

の

が

あ

る

の

か

、

不

思

議

に

思

っ

て

い

た

。

そ

こ

で

、

こ

の

地

の

風

土

記

を

調

べ

て

み

る

と

、

そ

れ

は

、

鎌

倉

時

代

以

降

、

寺

院

参

詣

旅

行

が

流

行

し

、

沢

山

の

参

詣

者

を

集

め

る

た

め

に

、

幕

府

が

各

地

に

様

々

な

名

所

を

創

作

し

、

江

戸

時

代

に

な

り

、

明

石

藩

主

だ

っ

た

松

平

忠

国

が

こ

れ

に

目

を

つ

け

、

「

下

畑

乙

姫

神

社

」

を

創

り

沢

山

の

参

詣

者

を

集

め

て

、

近

く

に

は

「

鯛

釣

神

社

」

ま

で

創

っ

た

。

い

ま

は

、

高

速

道

路

の

橋

脚

の

下

に

隠

れ

て

し

ま

っ

て

い

る

が

、

「

浦

島

太

郎

」

が

、

そ

の

上

で

玉

手

箱

を

開

き

白

い

煙

が

出

た

と

い

う

、

ご

神

体

の

岩

や

祠

等

を

見

る

と

、

成

程

、

う

ま

く

創

作

し

た

も

の

だ
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と

感

心

さ

せ

ら

れ

る

。

実

際

、

私

が

こ

こ

を

訪

れ

た

時

に

は

、

ま

さ

に

、

海

底

の

竜

宮

城

へ

や

っ

て

き

た

よ

う

な

錯

覚

を

し

た

程

だ

か

ら

、

当

時

、

参

詣

す

る

人

達

は

、

龍

宮

城

と

乙

姫

神

社

を

拝

み

、

臨

場

体

験

で

き

れ

ば

そ

れ

で

よ

か

っ

た

の

で

、

海

沿

い

で

無

い

こ

ん

な

と

こ

ろ

に

、

乙

姫

神

社

が

あ

っ

て

も

良

い

理

由

が

分

っ

た

。

そ

れ

で

、

助

け

た

亀

に

連

れ

ら

れ

、

龍

宮

城

に

向

か

っ

た

と

い

う

「

浦

島

太

郎

」

の

伝

説

は

、

木

曽

川

の

「

寝

覚

め

の

床

」

に

も

あ

る

が

、

一

体

ど

こ

が

発

祥

の

ル

ー

ツ

な

の

か

調

べ

る

と

、

そ

れ

は

、

全

国

各

地

に

分

布

し

、

遺

跡

と

称

す

る

も

の

も

あ

る

。

例

え

ば

、

丹

後

城

崎

北

の

海

岸

に

あ

る

「

網

野

神

社

」

は

、

ま

わ

り

は

砂

丘

に

囲

ま

れ

、

「

浦

島

大

明

神

」

を

祭

神

に

し

、

付

近

に

は

浦

島

太

郎

が

住

ん

で

い

た

と

い

う

家

の

跡

や

、

そ

の

墓

と

言

わ

れ

る

、

石

棺

の

露

出

し

た

古

墳

ま

で

あ

り

、

い

か

に

も

そ

れ

ら

し

い

道

具

立

て

が

、

あ

ち

こ

ち

に

揃

っ

て

い

る

。

か

た

や

、

日

本

書

紀

の

雄

略

天

皇

期

に

は

、

実

在

し

た

人

物

の

「

浦

嶋

子

」

と

し

て

登

場

す

る

が

、

丹
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後

半

島

の

先

端

に

あ

る

、

京

都

府

伊

根

町

は

、

そ

の

物

語

を

伝

え

る

地

で

、

そ

こ

の

「

伊

根

の

舟

屋

」

か

ら

、

車

で

三

十

分

ほ

ど

い

く

と

本

庄

浜

へ

出

る

が

、

そ

こ

は

、

ブ

ロ

ッ

ク

に

白

い

波

が

砕

け

、

そ

の

先

に

は

嶋

子

が

舟

を

繋

い

だ

と

い

う

岩

が

見

え

、

鈍

色

の

日

本

海

の

合

間

に

、

ひ

ょ

っ

と

し

た

ら

竜

宮

城

が

な

い

か

と

目

を

凝

ら

し

た

が

、

垂

れ

こ

め

た

雲

に

遮

ら

れ

、

う

ま

く

イ

メ

ー

ジ

で

き

な

い

。

そ

れ

で

、

浜

に

注

ぐ

筒

川

に

沿

い

約

二

㌔

ほ

ど

遡

っ

て

い

く

と

、

そ

こ

に

、

嶋

子

を

祭

神

と

す

る

「

浦

嶋

神

社

」

が

あ

り

、

そ

こ

に

は

、

一

二

九

四

年

の

書

写

と

さ

れ

る

「

続

浦

嶋

子

伝

記

」

や

、

物

語

を

描

い

た

絵

巻

の

「

浦

嶋

明

神

縁

起

」

が

あ

り

、

そ

れ

ら

は

い

ず

れ

も

、

十

四

世

紀

後

半

に

は

国

重

要

文

化

財

に

な

っ

て

い

て

、

そ

れ

に

あ

わ

せ

、

室

町

時

代

に

作

ら

れ

た

「

玉

手

箱

」

も

所

蔵

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

神

社

の

資

料

室

に

あ

る

、

床

の

間

に

か

か

っ

て

い

る

掛

幅

形

式

の

、

こ

れ

も

室

町

時

代

に

画

か

れ

た

絵

巻

を

前

に

、

宮

司

で

あ

る

宮

嶋

淑

久

さ

ん

が

、

次

の

よ

う

に

語

り

始

め

た

。
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「

神

社

が

あ

る

あ

た

り

の

、

山

の

ふ

も

と

か

ら

小

舟

で

釣

り

に

出

た

『

浦

嶋

子

』
。

釣

り

上

げ

た

五

色

の

大

亀

が

乙

女

（

亀

姫

、

ま

た

は

神

女

）

に

姿

を

変

え

、

二

人

は

常

世

の

国

へ

い

く

。

そ

し

え

夫

婦

と

な

っ

て

暮

ら

す

が

、

三

年

た

っ

て

嶋

子

は

故

郷

を

思

い

出

す

。

神

女

か

ら

玉

手

箱

が

手

渡

さ

れ

「

開

け

て

は

な

ら

な

い

」

と

送

り

だ

さ

れ

た

嶋

子

は

、

筒

川

で

出

合

っ

た

老

女

に

、

「

嶋

子

と

い

う

人

は

、

三

百

年

前

に

海

の

彼

方

行

っ

て

し

ま

っ

た

ま

ま

、

帰

っ

て

こ

な

か

っ

た

」

と

聞

か

さ

れ

る

。

そ

れ

で

、

嶋

子

が

神

女

へ

の

思

い

を

募

ら

せ

、

開

け

て

は

な

ら

な

い

玉

手

箱

を

開

け

る

と

、

紫

の

煙

が

た

な

び

き

、

そ

れ

を

追

う

う

ち

に

、

嶋

子

は

白

髪

の

老

人

に

な

っ

て

し

ま

い

、

そ

し

て

す

ぐ

亡

く

な

っ

た

」

と

話

す

が

、

こ

の

話

の

内

容

は

、

何

と

も

現

実

離

れ

し

た

、

ロ

マ

ン

の

あ

る

面

白

い

話

で

は

な

か

ろ

う

か

。

実

は

、

こ

の

話

は

人

神

交

婚

説

話

の

一

つ

で

、

仙

境

に

長

期

間

逗

留

し

て

、

歓

楽

生

活

を

続

け

る

と

い

う

、

中

国

の

「

桃

源

郷

説

話

」

を

ル

ー

ツ

に

し

、

助

け

た

亀

は

「

亀

比

売

（

か

め

ひ

め

）
」

で

、

そ

の

女
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と

交

婚

す

る

と

い

う

の

も

、

山

奥

の

仙

境

を

、

海

の

竜

宮

城

と

言

い

換

え

た

だ

け

だ

と

い

う

。

ま

た

、

三

年

の

滞

在

が

三

百

年

だ

っ

た

と

い

う

の

は

、

儚

い

人

生

を

寓

意

し

て

い

る

と

い

う

よ

り

も

、

浦

島

が

そ

の

意

思

に

反

し

て

竜

宮

城

に

抑

留

さ

れ

て

い

た

の

だ

と

、

民

話

研

究

者

は

説

明

す

る

が

、

最

後

は

、

紫

の

煙

で

老

い

果

て

る

悲

劇

に

な

っ

て

い

る

の

も

、

あ

る

い

は

そ

れ

を

暗

示

し

て

い

る

の

だ

ろ

う

。

似

て

非

な

る

も

の

か

も

知

れ

な

い

が

、

こ

ん

な

話

を

聞

く

と

、

今

な

お

解

決

し

な

い

、

北

朝

鮮

の

拉

致

問

題

を

思

う

が

、

願

う

事

な

ら

、

双

方

の

協

議

に

よ

る

玉

手

箱

か

ら

出

る

の

は

、

紫

の

煙

で

な

く

、

「

家

族

と

の

再

開

」

と

い

う

、

ハ

ッ

ピ

ィ

エ

ン

ド

で

あ

っ

て

欲

し

い

も

の

だ

。

ち

な

み

に

、

日

本

書

紀

に

よ

る

と

、

嶋

子

が

蓬

莱

山

へ

旅

立

っ

た

の

は

四

七

三

年

で

、

ま

た

、

十

二

世

紀

に

で

き

た

「

水

鏡

」

で

は

、

故

郷

へ

帰

っ

て

き

た

の

は

八

二

五

年

と

あ

り

、

こ

れ

を

耳

に

し

た

第

五

十

三

代

淳

和

天

皇

が

、

こ

の

年

に

浦

嶋

神

社

の

建

立

を

命

じ

た

と

さ

れ

て

い

る

。
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絵

巻

に

は

、

常

世

の

国

で

嶋

子

が

修

業

を

積

ん

だ

険

し

い

山

や

、

不

老

長

寿

の

薬

が

入

っ

た

壺

が

描

か

れ

て

い

る

の

を

、

宮

嶋

さ

ん

は

「

物

語

に

は

、

中

国

の

神

仙

思

想

の

影

響

が

見

ら

れ

ま

す

」

と

い

っ

て

、

そ

の

意

味

を

解

説

し

て

く

れ

た

。

宮

嶋

さ

ん

は

、

代

々

宮

司

を

務

め

る

家

に

生

ま

れ

て

、

祖

父

や

父

が

参

拝

客

に

語

る

嶋

子

の

物

語

を

、

横

で

聞

い

て

育

っ

た

の

で

、

そ

の

ま

ま

伝

え

て

い

く

の

が

、

自

分

の

役

割

で

は

な

い

か

と

思

い

、

地

域

の

人

に

は

当

然

な

が

ら

、

こ

こ

を

参

拝

す

る

た

め

訪

れ

る

人

達

に

も

、

そ

れ

を

伝

え

る

事

に

し

て

い

る

。

さ

ら

に

宮

嶋

さ

ん

は

、

「

か

つ

て

は

、

沖

の

定

置

網

に

、

ア

オ

ウ

ミ

ガ

メ

や

ア

カ

ウ

ミ

ガ

メ

が

、

し

ょ

っ

ち

ゅ

う

か

か

っ

た

。

漁

師

た

ち

は

『

乙

姫

さ

ん

が

浦

島

に

会

い

に

来

た

』

と

い

っ

て

、

大

八

車

で

神

社

に

運

ん

で

祈

祷

し

て

も

ら

い

、

酒

を

飲

ま

せ

て

海

に

返

し

た

」

と

い

う

話

も

し

て

く

れ

た

。

こ

の

神

社

は

、

創

建

千

二

百

年

に

な

る

二

○

二

五

年

に

、

本

殿

の

大

改

修

を

予

定

し

て

い

る

が

、

千

三

百

年

ほ

ど

前

に

物

語

が

成

立

し

て

か

ら

、

「

浦

島

太
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郎

」

は

人

々

の

記

憶

と

い

う

舟

に

、

長

い

間

に

わ

た

り

乗

り

続

け

て

い

る

が

、

亀

に

乗

り

始

め

た

の

は

十

八

世

紀

初

期

の

こ

ろ

か

ら

だ

と

、

浦

島

太

郎

を

研

究

し

て

い

る

、

日

本

史

専

門

の

大

学

の

先

生

は

い

う

。

そ

し

て

、

長

い

尻

尾

を

持

つ

「

蓑

亀

」

の

絵

や

飾

り

物

が

、

神

聖

か

つ

お

目

出

度

い

も

の

と

し

て

、

全

国

的

に

流

行

し

た

事

を

背

景

に

、

か

ら

く

り

興

行

で

は

、

浦

島

が

亀

に

乗

り

竜

宮

城

へ

行

く

演

出

が

あ

っ

た

事

で

、

イ

メ

ー

ジ

が

定

着

し

て

い

っ

た

と

い

う

。

浦

島

太

郎

の

物

語

は

、

中

国

に

も

仏

教

の

浸

透

を

反

映

し

て

、

「

助

け

た

亀

の

恩

返

し

」

と

い

う

要

素

が

加

わ

っ

た

り

、

さ

ら

に

、

時

代

が

下

っ

て

亀

と

乙

姫

が

分

離

し

た

り

と

形

を

変

え

て

い

き

、

全

国

各

地

で

も

、

様

々

な

バ

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

の

伝

承

が

あ

る

。

先

に

話

し

た

大

学

の

先

生

は

、

「

和

歌

や

能

そ

れ

に

狂

言

と

か

御

伽

草

子

な

ど

、

新

た

な

メ

デ

ィ

ア

と

触

れ

合

う

度

に

変

化

し

て

い

く

。

だ

か

ら

、

ど

の

時

代

の

ど

の

場

所

の

浦

島

も

本

物

で

、

勿

論

、

こ

れ

か

ら

も

変

化

し

て

い

く

の

で

し

ょ

う

」

と

話

す

。

令

和

二

年

十

二

月


