
アジアの伝統芸能 第六回

白蛇伝の変遷

仏教説話からメルヘンへ

川劇「白蛇伝」第６場/video.mpg


白
蛇
伝
の
謎

前
回
ま
で
三
回
に
わ
た
り
川
劇
『
白
蛇

伝
』
を
鑑
賞
し
な
が
ら
、
中
国
伝
統
演
劇

の
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

今
回
は
中
国
四
大
民
間
故
事
の
一
つ
で

あ
る
こ
の
白
蛇
故
事
に
つ
い
て
、
日
本
の

民
間
伝
承
と
も
比
較
し
な
が
ら
、
次
の
三

つ
の
謎
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

川劇「白蛇伝」第６場/video.mpg


白
蛇
伝
の
謎

一
、
な
ぜ
蛇
と
人
間
の
恋
愛
な
の
か
？

二
、
な
ぜ
蛇
に
同
情
す
る
の
か
？

三
、
こ
の
話
は
、
人
々
に
何
を
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
か
？
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、
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蛇
と
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間
の
恋
愛
な
の
か
？

二
、
な
ぜ
蛇
に
同
情
す
る
の
か
？

三
、
こ
の
話
は
、
人
々
に
何
を
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
か
？

仏
教
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南
北
朝
時
代

四
世
紀
の
初
め
、
中
国
で
は
五
胡
と
呼

ば
れ
る
周
辺
の
諸
民
族
が
、
漢
民
族
王
朝

で
あ
る
晋
を
滅
ぼ
し
、
中
国
の
北
半
分
を

支
配
し
た
。



仏
教
の
時
代

彼
ら
は
、
漢
民
族
の
先
進
的
な
文
化
に

対
抗
し
、
言
語
も
習
俗
も
異
な
る
諸
民
族

を
統
合
す
る
た
め
、
西
域
か
ら
仏
教
の
僧

侶
を
招
き
、
仏
教
思
想
に
よ
る
統
治
の
強

化
と
安
定
を
図
っ
た
。



仏
教
と
蛇
妖
伝
説

仏
教
に
は
五
戒
と
呼
ば
れ
る
五
つ
の
教

え
が
あ
る
。

こ
れ
を
人
々
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る

た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
説
話
が
誕
生
し

た
。
そ
の
一
つ
に
不
邪
淫
戒(

姦
淫
す
る
な

か
れ
と
い
う
教
え)
を
説
話
化
し
た
蛇
妖
伝

説
が
あ
る
。

不
殺
生
戒

不
偸
盗
戒

仏
教
の
五
戒

不
邪
淫
戒

不
妄
語
戒

不
飲
酒
戒
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唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

北
朝
系
の
隋
が
中
国
全
土
を
再
統
一
す

る
と
、
そ
の
後
を
受
け
た
唐
代
、
中
国
は

仏
教
の
黄
金
時
代
を
迎
え
た
。

そ
の
中
で
誕
生
し
た
の
が
、
仏
教
の
不

邪
淫
戒
に
基
づ
く
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」
で

あ
る
。

(唐)「李黄」(『博異志』)



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

〔
解
説
〕

唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」
は
、
唐
の

鄭
還
古
が
編
ん
だ
志
怪
小
説
集
『
博
異

志
』
の
中
の
一
篇
。

『
博
異
志
』

は
散
逸
し
た
が
、
宋
代

に
李
昉
ら
が
太
宗
の
勅
命
を
奉
じ
て
編
纂

し
た
古
代
小
説
集
『
太
平
広
記
』

に
こ

の
話
が
収
録
さ
れ
、
現
在
に
伝
わ
っ
て
い

る
。



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

元
和
二
年
（
八
〇
六
）
、
隴
西
の
李
黄

―
―

塩
鉄
使
の
李
遜
の
甥
で
あ
る―

―

が
、

吏
部
の
人
事
詮
衡
の
と
き
、
暇
に
ま
か
せ

て
長
安
の
東
市
に
出
か
け
た
。

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

李
黄
は
そ
こ
で
一
台
の
牛
車
と
侍
女
数

人
が
車
の
中
か
ら
買
い
物
を
し
て
い
る
の

を
見
か
け
た
。
車
の
中
を
覗
く
と
白
衣
の

美
し
い
女
性
が
い
た
。
な
ま
め
か
し
い
絶

世
の
美
女
で
あ
る
。
侍
女
に
尋
ね
る
と
、

「
奥
様
は
い
ま
は
お
一
人
の
身
、
袁
家
の

お
嬢
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。
以
前
、
李
家
に

嫁
が
れ
た
の
で
す
が
、
旦
那
様
を
亡
く
さ

れ
、
よ
う
や
く
喪
も
明
け
た
の
で
、
買
い

物
に
い
ら
し
た
の
で
す
」
と
答
え
た
。

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

「
再
婚
の
ご
予
定
は
」
と
訪
ね
る
と
、
侍

女
は
笑
っ
て
「
存
じ
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。

李
黄
が
代
金
を
払
い
、
錦
や
刺
繍
を
買
う

と
、
侍
女
が
夫
人
の
言
葉
を
伝
え
た
。

「
立
て
替
え
て
い
た
だ
き
恐
縮
で
す
。
ど

う
か
荘
厳
寺
の
左
に
あ
る
屋
敷
ま
で
ご
同

行
く
だ
さ
い
。
代
金
は
お
返
し
ま
す
」

李
黄
は
喜
び
、
日
も
暮
れ
か
か
っ
て
い

た
の
で
、
そ
の
ま
ま
牛
車
の
後
に
つ
い
て

行
っ
た
。

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

夜
に
な
っ
て
よ
う
や
く
屋
敷
に
着
い
た
。

牛
車
が
中
門
に
入
る
と
、
白
衣
の
夫
人
は

車
を
降
り
、
侍
女
に
帳
で
取
り
囲
ま
れ
な

が
ら
奥
に
入
っ
て
い
っ
た
。

李
黄
が
馬
か
ら
下
り
る
と
、
一
人
の
使

い
の
者
が
長
椅
子
を
持
っ
て
現
れ
、
言
っ

た
。

「
ど
う
ぞ
お
か
け
く
だ
さ
い
」

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

腰
を
お
ろ
す
と
、
侍
女
が
言
っ
た
。

「
今
夜
は
お
金
の
や
り
取
り
を
し
て
い
る

暇
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
。
こ
の
辺

り
に
お
知
り
あ
い
の
方
は
い
ま
せ
ん
か
。

そ
ち
ら
に
お
泊
り
に
な
り
、
明
朝
、
取
り

に
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
」

「
お
金
は
か
ま
わ
な
い
の
で
す
が
、
私
は

こ
の
あ
た
り
に
知
り
あ
い
な
ど
い
ま
せ
ん
。

ど
う
か
追
い
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
」

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

侍
女
は
奥
に
入
る
と
、
ま
た
出
て
き
て

言
っ
た
。

「
お
知
り
合
い
の
方
が
い
な
い
な
ら
、
こ

こ
に
お
泊
り
い
た
だ
い
て
も
か
ま
い
ま
せ

ん
。
た
だ
、
も
て
な
し
が
悪
い
と
怒
ら
な

い
で
く
だ
さ
い
ね
」

し
ば
ら
く
す
る
と
侍
女
が
、

「
む
さ
く
る
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
」

と
李
黄
を
招
い
た
。

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

李
黄
が
衣
服
を
整
え
て
奥
に
入
る
と
、

青
い
服
を
着
た
老
婦
人
が
庭
に
立
っ
て
い

た
。
挨
拶
す
る
と
、
白
衣
の
夫
人
の
叔
母

だ
と
い
う
。

庭
に
坐
っ
て
い
る
と
、
白
衣
の
夫
人
が

出
て
き
た
。
白
く
輝
く
ス
カ
ー
ト
、
真
っ

白
な
肌
、
し
と
や
か
で
気
品
が
あ
り
、
ま

る
で
仙
女
の
よ
う
で
あ
る
。
挨
拶
す
る
と
、

ま
た
奥
に
入
っ
て
行
っ
た
。

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

叔
母
は
坐
っ
て
礼
を
述
べ
た
。

「
お
か
げ
さ
ま
で
い
ろ
い
ろ
と
買
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
ど
れ
も
先
日
買
っ
た
の

よ
り
良
い
も
の
ば
か
り
。
お
金
は
ど
う
お

返
し
し
よ
う
か
と
思
案
し
て
お
り
ま
す
」

李
黄
は
い
っ
た
。

「
ど
れ
も
大
し
た
物
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

ご
夫
人
に
は
不
釣
合
い
な
物
ば
か
り
。
お

金
な
ど
気
に
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

叔
母
は
答
え
て
言
っ
た
。

「
あ
れ
は
ふ
つ
つ
か
も
の
で
す
が
、
貧
乏

暮
ら
し
の
た
め
、
三
万
銭
の
借
金
を
抱
え

て
お
り
ま
す
。
も
し
よ
ろ
し
け
れ
ば
、
面

倒
を
見
て
や
っ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」

李
黄
は
喜
び
、
跪
い
て
礼
を
し
、
夫
人

を
身
請
け
す
る
こ
と
に
し
た
。
近
く
に
店

を
持
っ
て
い
た
の
で
使
用
人
に
銭
三
万
を

取
り
に
行
か
せ
、
ま
も
な
く
金
が
届
い
た
。

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

西
の
部
屋
の
扉
が
開
く
と
、
室
内
に
は

食
事
が
並
ん
で
い
た
。
叔
母
は
李
黄
に
席

を
す
す
め
る
と
、
目
で
合
図
を
送
っ
た
。

す
る
と
夫
人
が
現
れ
、
叔
母
に
挨
拶
す
る

と
席
に
着
い
た
。
侍
女
た
ち
六
、
七
人
が

食
事
の
用
意
を
終
え
る
と
、
酒
が
勧
め
ら

れ
、
楽
し
く
飲
ん
だ
。

こ
う
し
て
泊
ま
る
こ
と
三
日
。
い
た
れ

り
つ
く
せ
り
の
も
て
な
し
が
続
い
た
。

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

四
日
目
に
な
っ
て
叔
母
が
言
っ
た
。

「
李
様
は
、
ひ
と
ま
ず
ご
帰
宅
な
さ
っ
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
遅
く
な
る
と
、
尚

書
様
が
お
怒
り
に
な
り
ま
す
よ
。
ま
た
い

つ
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
れ
る
の
で
す
か
ら
」

李
黄
も
そ
ろ
そ
ろ
家
に
帰
ろ
う
と
考
え

て
い
た
の
で
、
暇
乞
い
を
し
て
屋
敷
を
後

に
し
た
。

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

李
黄
が
馬
に
乗
る
と
、
下
僕
は
何
か
異

様
な
生
臭
い
に
お
い
を
感
じ
、
す
ぐ
に
屋

敷
に
帰
っ
た
。

「
何
日
間
も
姿
が
見
え
な
か
っ
た
が
、
ど

こ
に
い
っ
て
い
た
の
か
」

と
尋
ね
ら
れ
る
と
適
当
に
答
え
、
身
体
が

重
く
め
ま
い
が
す
る
の
で
、
布
団
を
用
意

さ
せ
寝
る
こ
と
に
し
た
。

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

李
黄
は
鄭
家
の
娘
と
結
婚
し
て
い
た
。

そ
の
妻
が
傍
ら
で
い
っ
た
。

「
あ
な
た
の
任
官
が
決
ま
り
ま
し
た
よ
。

昨
日
、
吏
部
に
行
っ
て
手
続
き
を
す
る
は

ず
で
し
た
が
、
ど
こ
を
探
し
て
も
見
つ
か

ら
な
い
の
で
、
二
番
目
の
兄
が
代
わ
り
に

済
ま
せ
て
き
ま
し
た
」

李
黄
は
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
を
詫
び
た
。

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

ま
も
な
く
妻
の
兄
も
来
て
、
い
っ
た
い

ど
こ
へ
行
っ
て
い
た
の
か
と
小
言
を
言
っ

た
。
と
こ
ろ
が
李
黄
は
意
識
が
朦
朧
と
し

て
、
ま
と
も
な
受
け
答
え
が
で
き
な
く

な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
妻
に
向
か
っ
て

い
っ
た
。

「
私
は
も
う
駄
目
だ
」

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

口
は
き
け
る
の
だ
が
、
布
団
の
中
の
体

は
し
だ
い
に
溶
け
て
い
く
よ
う
だ
っ
た
。

布
団
を
め
く
っ
て
み
る
と
、
水
溜
り
の
中

に
頭
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
。

驚
い
た
家
の
者
が
下
僕
を
呼
ん
で
問
い

質
す
と
、
下
僕
は
事
の
仔
細
を
話
し
た
。

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



唐
代
の
蛇
妖
伝
説
「
李
黄
」

先
日
の
屋
敷
を
訪
ね
る
と
、
そ
こ
は
廃

墟
で
あ
っ
た
。
サ
イ
カ
チ
の
木
が
一
本
あ

り
、
そ
の
上
に
銭
一
万
五
千
、
そ
の
下
に

も
銭
一
万
五
千
。
そ
の
他
は
何
も
見
当
た

ら
な
い
。
地
元
の
人
に
尋
ね
る
と
、
よ
く

大
き
な
白
蛇
が
木
の
下
で
と
ぐ
ろ
を
巻
い

て
い
た
が
、
他
に
は
何
も
な
い
と
い
う
。

袁
と
名
乗
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
こ
の
空

き
地
の
園
を
姓
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

(

唐)

博
異
志
「
李
黄
」
太
平
広
記
巻
四
五
八
所
収

太平広記(黄氏槐蔭草堂 乾隆20 (1755)年刊)
国立国会図書館デジタルコレクションより



？
こうした蛇妖伝説は、
日本にもあるのか？



日
本
の
蛇
妖
伝
説―

―

道
成
寺
伝
説

〔
解
説
〕

日
本
に
も
仏
教
の
不
邪
淫
戒
に
基
づ
く

蛇
妖
伝
説
が
あ
る
。
和
歌
山
県
の
道
成
寺

に
ま
つ
わ
る
伝
説
で
あ
る
。

そ
の
起
源
は
古
く
、
平
安
時
代
半
ば
の

長
久
年
間
（
一
〇
四
〇
～
四
四
年
）
に
比

叡
山
の
僧
・
鎮
源
が
撰
し
た
『
大
日
本
国

法
華
経
験
記
』
（
巻
下
一
二
九

紀
伊
国

牟
婁
郡
悪
女
）
に
記
録
が
見
ら
れ
る
。

大日本国法華経験記



日
本
の
蛇
妖
伝
説―

―

道
成
寺
縁
起

和
歌
山
県
の
道
成
寺
に
は
、
室
町
時
代

に
描
か
れ
た
『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』(

二

巻)

と
い
う
絵
巻
物
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

若
く
美
し
い
僧
に
思
い
を
寄
せ
、
裏
切

ら
れ
た
女
性
が
、
そ
の
情
欲
と
怨
念
か
ら
、

恐
ろ
し
い
蛇
身
に
姿
を
変
え
、
僧
を
追
い

か
け
焼
き
殺
す
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

道成寺縁起絵巻(和歌山県道成寺蔵)



道成寺
和歌山県日高郡日高川町鐘巻



道成寺(和歌山県日高郡日高川町鐘巻)



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
上

延
長
六
年(

九
二
九)

、
奥
州
か
ら
熊
野

詣
に
向
か
う
一
人
の
美
し
い
僧
が
い
た
。

僧
は
途
中
、
紀
州
の
真
砂(

ま
な
ご)

に
あ

る
庄
司
の
妻
の
家
に
一
夜
の
宿
を
借
り
た
。



道成寺
和歌山県日高郡日高川町鐘巻



真砂(まなご)
和歌山県田辺市中辺路(なかへち)町



熊野古道の捻木(ねじき)峠から見た田辺湾



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
上

そ
の
夜
、
若
く
美
し
い
僧
に
情
欲
を
燃

や
し
た
庄
司
の
妻
は
、
僧
の
も
と
を
訪
ね

「
我
が
家
に
は
こ
れ
ま
で
人
を
泊
め
た
こ

と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
前
世
か
ら

の
ご
縁
で
し
ょ
う
」
と
関
係
を
迫
る
。



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
上

僧
は
「
熊
野
山
を
目
の
前
に
し
て
戒
を

破
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
帰
り
に
必
ず

寄
り
ま
す
か
ら
」
と
約
束
し
、
庄
司
の
妻

の
家
を
後
に
す
る
。



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
上

と
こ
ろ
が
僧
は
い
つ
ま
で
待
っ
て
も

帰
っ
て
来
な
い
。
待
ち
あ
ぐ
ね
た
庄
司
の

妻
は
、
道
行
く
人
に
尋
ね
る
。

私
の
お
坊
様
が
か
け
ご
を
背

負
っ
て
逃
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

若
い
お
坊
様
と
高
齢
の
お
坊
様

の
つ
れ
で
す
が
、
ど
の
く
ら
い

先
に
行
き
ま
し
た
か
。



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
上

す
る
と
通
行
人
の
一
人
が
答
え
て
い
う
。

そ
う
い
っ
た
人
た
ち
な
ら
、

七
、
八
町
も
先
に
行
か
れ
た

で
し
ょ
う
。

七
、
八
町
ど
こ
ろ
で
は
あ
り

ま
せ
ん
よ
。
十
ニ
、
三
町
は

先
に
行
か
れ
た
で
し
ょ
う
。



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
上

騙
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
庄
司
の
妻

は
、
形
相
を
変
え
、
草
履
も
脱
ぎ
捨
て
て

僧
の
後
を
追
う
。
庄
司
の
妻
の
鬼
気
迫
る

姿
に
、
通
行
人
た
ち
も
驚
き
の
声
を
上
げ

る
。

あ
あ
く
や
し
い
。

意
地
で
も
あ
の
法

師
を
つ
か
ま
え
な

け
れ
ば
気
が
す
ま

な
い
。

も
う
恥
も
な
に
も

な
い
、
草
履
な
ど

ど
う
に
で
も
な
れ
。



あ
の
女
性
の
表
情

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

本
当
に
恐
ろ

し
い
表
情
で

す
ね
。



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
上

庄
司
の
妻
は
僧
を
追
っ
て
切
目
王
子
神

社
の
前
を
駆
け
抜
け
て
い
く
。



現在の切目王子神社(和歌山県日高郡印南(いなみ)町)



真砂(まなご)
和歌山県田辺市中辺路(なかへち)町

切目王子神社
和歌山県日高郡印南(いなみ)町



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
上

上
野
で
、
庄
司
の
妻
は
よ
う
や
く
僧
に

追
い
つ
く
。

お
坊
様
に
お
話

が
あ
り
ま
す
。

お
会
い
し
た
こ

と
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
ど
う

か
足
を
お
止
め

く
だ
さ
い
。

お
会
い
し

た
覚
え
は

あ
り
ま
せ

ん
。
人
違

い
で
す
。



真砂(まなご)
和歌山県田辺市中辺路(なかへち)町

切目王子神社
和歌山県日高郡印南(いなみ)町

清姫の腰掛石・草履塚
和歌山県御坊市名田町



清姫の腰掛け石(和歌山県御坊市名田町楠井)



清姫草履塚(和歌山県御坊市名田町野島)



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
上

執
念
に
燃
え
る
庄
司
の
妻
は
、
し
だ
い

に
お
ぞ
ま
し
い
姿
へ
と
変
っ
て
い
く
。

「
あ
あ
、
恨
め
し
い
。
お
前
と
い
う
や
つ

は
。
ど
こ
ま
で
も
追
っ
て
や
る
。
け
っ
し

て
逃
し
は
し
な
い
ぞ
」



ど
こ
へ

行
く
。

逃
が
す

も
の
か
。



人
形
浄
瑠
璃
「
日
高
川
入
相
花
王
」

道
成
寺
の
蛇
妖
伝
説
は
、
日
本
の
伝
統

芸
能
の
世
界
で
は
、
安
珍
・
清
姫
の
物
語

と
し
て
知
ら
れ
る
。

人
形
浄
瑠
璃
の
「
日
高
川
入
相
花
王

(

ひ
だ
か
が
わ
い
り
あ
い
ざ
く
ら)

」(

宝
暦

九
年(

一
七
五
九)

大
阪
竹
本
座
で
初
演)

は
、

そ
の
代
表
的
な
作
品
。



人
形
浄
瑠
璃
の
「
日
高
川
入
相
花
王
」

で
は
、
僧
に
裏
切
ら
れ
た
女
が
お
ぞ
ま
し

い
姿
に
変
わ
る
よ
う
す
を
独
自
の
技
法
で

表
現
し
て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
技
法
が
使
わ
れ
て
い
る
の

か
？

？



文楽人形「ガブ」(Living Treasures of Japan - National Geographic Society 1981)



人
形
浄
瑠
璃
の
表
現
技
法

人
形
浄
瑠
璃
の
「
日
高
川
入
相
花
王
」

で
は
、
江
戸
時
代
に
発
達
し
た
か
ら
く
り

の
技
術
を
応
用
し
て
、
人
形
の
口
を
横
一

文
字
に
裂
き
（
が
ぶ
）
、
目
を
む
き
、
角

を
生
や
す
こ
と
で
、
僧
に
裏
切
ら
れ
た
女

が
お
ぞ
ま
し
い
姿
に
変
わ
る
よ
う
す
を
表

現
し
て
い
る
。

人形浄瑠璃のがぶ



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
上

日
高
川
ま
で
来
る
と
、
川
は
増
水
し
て

渡
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
僧
は
渡
し
舟
に

乗
っ
て
よ
う
や
く
川
を
渡
っ
た
。
後
に
残

さ
れ
た
庄
司
の
妻
は
衣
を
脱
ぎ
捨
て
、
蛇

に
姿
を
変
え
て
川
を
渡
る
。



真砂(まなご)
和歌山県田辺市中辺路(なかへち)町

切目王子神社
和歌山県日高郡印南(いなみ)町

清姫の腰掛石・草履塚
和歌山県御坊市名田町



阿波人形浄瑠璃「日高川入相花王」



真砂(まなご)
和歌山県田辺市中辺路(なかへち)町

切目王子神社
和歌山県日高郡印南(いなみ)町

清姫の腰掛石・草履塚
和歌山県御坊市名田町

道成寺
和歌山県日高郡川辺町鐘巻



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
上

道
成
寺
は
（
大
宝
元
年(

七
〇
一)

）
文

武
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
紀
道
成
が
建
立
し

た
も
の
で
、
わ
が
国
で
最
初
に
千
手
観
音

菩
薩
を
お
祀
り
し
た
霊
場
で
あ
る
。



道成寺(和歌山県日高郡日高川町鐘巻)



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
上

道
成
寺
に
逃
げ
込
ん
だ
僧
は
、
寺
の
僧

侶
た
ち
に
仔
細
を
告
げ
、
助
け
を
求
め
た
。



な
ぜ
お
止
め
に
な
る
の
で
す
か
。

本
当
に
あ
っ
た
こ
と
な
の
で
す
。

嘘
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

ほ
お
っ
て
お
け
。
お
お
げ

さ
な
こ
と
を
い
い
お
っ
て
。

唐
国
は
い
ざ

し
ら
ず
、
わ

が
国
で
は
未

曾
有
の
出
来

事
。
驚
く
限

り
じ
ゃ
。

森
で
死
ん
だ
女
た

ち
は
、
死
後
、
鬼

に
な
る
と
聞
い
て

お
り
ま
す
。



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
上

僧
侶
た
ち
は
、
こ
の
若
い
僧
を
蛇
妖
か

ら
守
る
た
め
、
寺
の
鐘
を
降
ろ
し
て
そ
の

中
に
隠
し
た
。



あ
あえ

い
え
い

稀
代
の
不
思
議

な
出
来
事
じ
ゃ
。



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
下

大
蛇
に
姿
を
変
え
た
庄
司
の
妻
は
、
僧

の
後
を
追
っ
て
道
成
寺
に
入
り
、
寺
中
を

探
し
回
っ
た
。



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
下

や
が
て
僧
が
鐘
の
中
に
隠
れ
て
い
る
こ

と
を
知
っ
た
庄
司
の
妻
は
、
情
念
の
炎
で

鐘
を
燃
や
し
た
。

そ
し
て
眼
か
ら
血
の
涙
を
流
し
、
も
と

来
た
道
を
帰
っ
て
い
っ
た
。



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
下

道
成
寺
の
僧
侶
た
ち
が
鐘
に
水
を
か
け
、

中
を
見
る
と
、
僧
は
炭
の
よ
う
に
真
っ
黒

に
焼
け
て
、
目
も
当
て
ら
れ
ぬ
姿
と
な
っ

て
い
た
。



道成寺(和歌山県日高郡日高川町鐘巻)安珍塚 (和歌山県日高郡日高川町鐘巻道成寺)



真砂(まなご)
和歌山県田辺市中辺路(なかへち)町

切目王子神社
和歌山県日高郡印南(いなみ)町

清姫の腰掛石・草履塚
和歌山県御坊市名田町

道成寺
和歌山県日高郡川辺町鐘巻



清姫の墓(和歌山県田辺市中辺路(なかへち)町真砂(まなご))



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
下

し
ば
ら
し
て
、
あ
る
僧
侶
の
夢
に
二
匹

の
蛇
が
現
れ
て
い
っ
た
。

「
私
は
鐘
の
中
で
焼
け
死
ん
だ
僧
で
す
。

修
行
が
足
り
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う

な
報
い
を
受
け
ま
し
た
が
、
ど
う
か
法
華

経
を
写
経
を
し
て
、
私
た
ち
の
菩
提
を

弔
っ
て
く
だ
さ
い
」



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
下

そ
れ
を
聞
い
た
僧
侶
た
ち
は
、
二
人
の

た
め
に
法
華
経
を
写
経
し
、
念
仏
を
あ
げ

て
菩
提
を
弔
っ
た
。



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
下

そ
れ
を
聞
い
た
僧
侶
た
ち
は
、
二
人
の

た
め
に
法
華
経
を
写
経
し
、
念
仏
を
あ
げ

て
菩
提
を
弔
っ
た
。



日
本
の
蛇
妖
伝
説

『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
巻
の
下

す
る
と
僧
の
夢
枕
に
浄
衣
を
着
た
二
人

の
天
人
が
現
れ
て
い
っ
た
。

「
お
か
げ
さ
ま
で
法
華
経
の
功
徳
に
よ
り
、

蛇
道
を
離
れ
て
、
天
人
に
生
ま
れ
変
わ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
」

や
が
て
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
別
れ
て
、
天

に
昇
っ
て
い
っ
た
。



白
蛇
伝
の
謎

一
、
な
ぜ
蛇
と
人
間
の
恋
愛
な
の
か
？

東
ア
ジ
ア
の
世
界
宗
教
と
な
っ
た
仏

教
で
は
、
五
戒
の
一
つ
と
し
て
邪
淫
を

戒
め
て
い
た
。

仏
教
で
は
、
蛇
は
人
間
の
邪
淫
を
象

徴
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ

の
破
戒
の
恐
ろ
し
さ
を
伝
え
る
「
蛇
妖

伝
説
」
が
作
ら
れ
た
。

川劇「白蛇伝」第６場/video.mpg


白
蛇
伝
の
謎

一
、
な
ぜ
蛇
と
人
間
の
恋
愛
な
の
か
？

二
、
な
ぜ
蛇
に
同
情
す
る
の
か
？

三
、
こ
の
話
は
、
人
々
に
何
を
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
か
？

川劇「白蛇伝」第６場/video.mpg
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中華民国 1912-1949

中華人民共和国 1949-

(唐)「李黄」(『博異志』)

(明)「白娘子永鎮雷峰塔」

白
蛇
故
事
の
原
話

「
蛇
妖
伝
説
」
は
、
明
代
に
な
る
と
杭

州
の
雷
峰
塔
に
ま
つ
わ
る
新
た
な
伝
承
へ

と
生
ま
れ
変
わ
る
。
「
白
娘
子
永
鎮
雷
峰

塔
」
で
あ
る
。



白
蛇
故
事
の
原
話

〔
解
説
〕

「
白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔
」
は
明
の
天
啓

四
年(

一
六
二
四)

に
馮
夢
竜
が
出
版
し
た

白
話
小
説
集
『
警
世
通
言
』
の
中
の
一
篇
。

『
警
世
通
言
』
は
宋
・
元
代
の
講
釈

を
筆
録
し
た
話
本
と
、
話
本
の
形
式
を
模

し
て
創
作
さ
れ
た
擬
話
本
の
計
四
〇
作
品

を
収
め
る
。
『
喩
世
明
言
』(
古
今
小
説)

、

『
醒
世
恒
言
』
と
併
せ
て
「
三
言
」
と
呼

ば
れ
る
。

(明)馮夢竜編『警世通言』



白
蛇
故
事
の
原
話

白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔

警
世
通
言

巻
二
八

【
梗
概
】

宋
の
紹
興
年
間
、
杭
州
の
薬
局
に
勤
め

る
許
宣
は
、
清
明
節
の
墓
参
り
の
帰
り
、

雨
の
西
湖
で
青
青
と
い
う
召
使
を
つ
れ
た

美
し
い
未
亡
人
・
白
娘
子
に
出
会
う
。

傘
が
と
り
も
つ
縁
で
、
許
宣
は
白
娘
子

と
結
ば
れ
る
が
、
白
娘
子
が
婚
礼
の
た
め

に
用
意
し
た
銀
が
、
邵
太
尉
の
蔵
か
ら
盗

ま
れ
た
も
の
と
わ
か
り
、
許
宣
は
捕
え
ら

れ
て
蘇
州
に
流
刑
と
な
る
。

警世通言(早稲田大学図書館蔵)



白
蛇
故
事
の
原
話

白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔

警
世
通
言

巻
二
八

【
梗
概
】

流
刑
先
の
蘇
州
で
、
許
宣
は
白
娘
子
と

再
会
し
結
婚
す
る
。

承
天
寺
の
縁
日
の
日
、
白
娘
子
が
用
意

し
た
衣
裳
が
ま
た
も
や
周
将
仕
の
質
庫
か

ら
盗
ま
れ
た
も
の
と
わ
か
り
、
許
宣
は
捕

ら
え
ら
れ
て
鎮
江
に
流
刑
と
な
る
。

警世通言(早稲田大学図書館蔵)



白
蛇
伝
の
原
話

白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔

警
世
通
言

巻
二
八

【
梗
概
】

鎮
江
で
許
宣
は
再
び
白
娘
子
と
と
も
に

暮
ら
し
始
め
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
金
山
寺
の
僧
侶
・
法

海
禅
師
が
現
れ
、
本
性
を
見
破
ら
れ
た
白

娘
子
は
江
中
に
飛
び
込
み
、
姿
を
消
す
。

警世通言(早稲田大学図書館蔵)



金山寺(江蘇省鎮江市)



白
蛇
伝
の
原
話

白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔

警
世
通
言

巻
二
八

【
梗
概
】

許
宣
は
孝
宗
即
位
の
恩
赦
に
よ
り
、
杭

州
の
姉
の
家
に
帰
る
。

そ
こ
に
は
ま
た
白
娘
子
が
待
っ
て
い
た
。

「
私
の
い
う
と
お
り
す
れ
ば
、
楽
し
く
暮

ら
さ
せ
て
あ
げ
る
わ
。
で
も
、
も
し
私
を

裏
切
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
洪
水

を
起
こ
し
て
町
じ
ゅ
う
の
人
を
溺
れ
さ
せ
、

皆
殺
し
に
し
て
や
る
か
ら
」

許
宣
は
、
妖
怪
の
本
性
を
現
わ
し
た
白

娘
子
に
恐
れ
を
な
し
、
湖
に
身
を
投
げ
て

自
殺
し
よ
う
と
す
る
。

警世通言(早稲田大学図書館蔵)



白
蛇
伝
の
原
話

白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔(

警
世
通
言
巻
二
八)

【
梗
概
】

そ
こ
に
再
び
法
海
禅
師
が
現
わ
れ
、
許

宣
に
白
娘
子
を
捕
ら
え
る
た
め
の
鉢
盂
を

授
け
る
。

許
宣
が
白
娘
子
と
青
青
を
鉢
盂
で
捕
ら

え
る
と
、
法
海
禅
師
は
そ
の
鉢
盂
を
雷
峰

寺
の
前
に
埋
め
、
七
層
の
塔
を
建
て
て
、

「
西
湖
の
水
乾
き
、
江
潮
起
こ
ら
ず
、
雷

峰
塔
倒
れ
な
ば
、
白
蛇
世
に
出
で
ん
」
と

い
う
偈
と
、
色
欲
を
戒
め
る
詩
を
作
る
。

警世通言(早稲田大学図書館蔵)



白
蛇
伝
の
原
話

白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔

警
世
通
言

巻
二
八

【
梗
概
】

世
の
人
に
勧
む

色
を
愛
す
な
か
れ

色
を
愛
す
者
は

色
に
迷
わ
さ
れ
ん

心
正
し
く
ば

自
然
と
邪
も
擾
く
こ
と
な
く

身
端
し
く
ば

怎
で
悪
の
来
り
て
欺
く
こ
と
あ
ら
ん

た
だ
看
よ
許
宣
の
色
を
愛
す
に
よ
り
て

官
司
を
帯
累
り
是
非
を
惹
き
起
す
を

老
僧
の
来
た
り
て
救
護
せ
ざ
れ
ば

白
蛇
に
呑
ま
れ
て

些
か
も
留
め
る
こ
と
な
し

許
宣
は
雷
峰
寺
で
出
家
し
、
数
年
の
修

行
の
後
、
こ
の
世
を
去
っ
た
。

警世通言(早稲田大学図書館蔵)
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中華人民共和国 1949-

(唐)「李黄」(『博異志』)

(明)「白娘子永鎮雷峰塔」

小
説
か
ら
演
劇
へ

〔
解
説
〕

清
代
に
な
る
と
、
小
説
「
白
娘
子
永
鎮

雷
峰
塔
」
は
演
劇
化
さ
れ
、
各
地
で
上
演

さ
れ
た
。

(清)黄図珌「雷峰塔伝奇」



小
説
か
ら
戯
曲
へ

〔
解
説
〕

清
代
の
劇
作
家
・
黄
図珌

(

一
六
九
九

～
一
七
五
二)
は
、
小
説
「
白
娘
子
永
鎮

雷
峰
塔
」
を
も
と
に
、
戯
曲
「
雷
峰
塔
伝

奇
」(

『
看
山
閣
楽
府
』
所
収
。
乾
隆
三

年(

一
七
三
八)

の
自
序
あ
り)

を
創
作
し
た
。

こ
の
戯
曲
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。



白
蛇
に
同
情
す
る
観
客
の
声

(

清)

黄
図
珌

観
演
雷
峰
塔
伝
奇

私
は
雷
峰
塔
伝
奇
三
十
二
齣
を
作
っ
た

が
、
こ
れ
は
慈
音
か
ら
塔
圓
ま
で
で
あ
っ

た
。
脱
稿
後
ま
も
な
く
、
俳
優
た
ち
が
上

演
し
た
い
と
申
し
出
て
き
た
。
す
る
と
、

あ
る
物
好
き
が
「
白
娘
子
、
子
を
生
み
、

科
挙
に
合
格
す
る
」
と
い
う
続
編
を
作
っ

た
。
芝
居
の
旧
套
に
堕
し
、
観
衆
に
媚
び

る
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
が
、
呉
越
地
方
で

大
流
行
と
な
り
、
燕
趙
地
方
に
及
ん
だ
。



白
蛇
に
同
情
す
る
観
客
の
声

(

清)

黄
図
珌

観
演
雷
峰
塔
伝
奇

あ
あ
、
芝
居
は
状
元
が
出
な
け
れ
ば
団

円
し
な
い
と
い
う
の
は
世
の
常
。
私
も
と

き
に
そ
れ
に
倣
い
、
俗
を
免
れ
ぬ
こ
と
も

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
芝
居
だ
け
は
断
じ

て
そ
う
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら

白
娘
は
妖
蛇
だ
か
ら
で
あ
る
。
衣
冠
の
列

に
入
っ
て
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
身
を
置
こ

う
と
い
う
の
か
。



白
蛇
に
同
情
す
る
観
客
の
声

(

清)

黄
図
珌

観
演
雷
峰
塔
伝
奇

観
衆
も
き
っ
と
鼻
を
掩
い
、
そ
の
穢
し

さ
を
避
け
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
意
外
に

も
宴
席
で
の
ご
祝
儀
が
跳
ね
上
が
る
と
い

う
不
可
解
な
結
果
と
な
っ
た
。

‥
‥

蘇
州
で
は
い
ま
も
原
作
ど
お
り
に

一
字
も
改
竄
せ
ず
に
上
演
す
る
も
の
も
い

る
が
、
惜
し
い
こ
と
に
世
間
の
好
み
と
は

合
わ
な
い
ら
し
い
。
状
元
の
団
円
が
な
い

か
ら
だ
と
い
う
。
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中華人民共和国 1949-

(唐)「李黄」(『博異志』)

(明)「白娘子永鎮雷峰塔」

ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
へ
の
改
作

〔
解
説
〕

黄
図
珌
が
出
版
し
た
雷
峯
塔
伝
奇
は
、

観
客
の
要
望
を
受
け
、
そ
れ
か
ら
四
十
年

後
、
新
た
な
脚
本
を
生
み
出
す
。
一
七
七

一
年
に
方
成
培
が
出
版
し
た
雷
峯
塔
伝
奇

で
あ
る
。

(清)黄図珌「雷峰塔伝奇」

(清)方成培「雷峰塔伝奇」



ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
へ
の
改
作

〔
解
説
〕

観
客
た
ち
の
要
望
を
受
け
、
一
七
七
一

年
に
方
成
培
が
出
版
し
た
『
雷
峯
塔
伝

奇
』
に
は
、
「
端
陽
」
「
求
草
」
な
ど
白

蛇
の
ひ
た
む
き
な
愛
情
を
描
い
た
場
が
加

え
ら
れ
、
川
劇
「
白
蛇
伝
」
の
原
型
と

な
っ
た
。

(清)方成培 雷峯塔伝奇



〔
質
問
〕
前
回
第
八
場
ま
で
見
た
川
劇

『
白
蛇
伝
』
の
結
末
は
、
ど
う
な
っ
た
の

で
す
か
？

雷峰塔

Q



ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
へ
の
改
作

(

清)

方
成
培

雷
峯
塔
伝
奇

法
海
と
の
戦
い
に
敗
れ
た
白
蛇
は
杭
州

に
戻
り
、
断
橋
で
許
宣
と
再
会
す
る
。
白

蛇
は
男
子
を
産
み
、
許
士
麟
と
名
付
け
た
。

法
海
か
ら
前
世
の
因
縁
を
知
ら
さ
れ
た

許
宣
は
、
白
蛇
を
雷
峰
塔
の
下
に
鎮
め
る

こ
と
に
同
意
し
、
法
海
と
と
も
に
仏
の
い

る
天
界
へ
と
去
っ
て
い
く
。

雷峰塔



ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
へ
の
改
作

(

清)

方
成
培

雷
峯
塔
伝
奇

両
親
を
亡
く
し
た
許
士
麟
は
、
許
宣
の

姉
の
家
で
育
て
ら
れ
る
。
苦
学
の
末
、
状

元(

科
挙
の
首
席
合
格
者)

と
な
っ
た
許
士

麟
は
、
皇
帝
の
許
し
を
得
て
、
雷
峰
塔
で

母
を
祀
り
、
従
姉
の
李
玉
梅
と
結
婚
す
る
。

許
士
麟
の
孝
心
に
心
打
た
れ
た
仏
は
、

法
海
に
命
じ
て
、
白
蛇
を
雷
峰
塔
か
ら
解

き
放
し
、
天
女
と
し
て
天
界
に
も
ど
る
こ

と
を
許
す
。

白
蛇

├
─
─

許
士
麟

┌

許
宣

‥
┤└

許
氏(

許
宣
の
姉)

├
─
─

李
玉
梅

李
君
甫

雷峰塔



？
なぜ人々は白蛇に同情したのか？



ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
異
類
婚
姻
譚

〔
解
説
〕

東
ア
ジ
ア
で
は
、
古
来
、
万
物
に
霊
性

を
認
め
、
自
然
と
の
共
生
を
求
め
る
ア
ニ

ミ
ズ
ム
の
信
仰
が
あ
り
、
そ
の
精
神
世
界

は
異
類
婚
姻
譚
と
し
て
人
々
の
間
に
語
り

伝
え
ら
れ
て
い
た
。

「
鶴
の
恩
返
し
」
で
知
ら
れ
る
鶴
女
房

や
狐
女
房
・
蛤
女
房
な
ど
の
日
本
の
昔
話

も
、
こ
う
し
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
精
神
世
界

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

http://www.wall001.com/animal/crane/html/image6.html


仏教
不邪淫戒

↓
蛇妖伝説



アニミズム animism
万物に霊性を認め、

自然との共生を求める信仰
↓

異類婚姻譚



？
中国には蛇と人間の恋を描いた
異類婚姻譚はあるのだろうか？



中
国
の
異
類
婚
姻
譚

〔
解
説
〕

(

清)
銭
泳
（
一
七
五
九
～
一
八
四
四
）

の
随
筆
集
で
あ
る
『
履
園
叢
話
』
に
は
、

中
国
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
か
ら
生
ま
れ
た
蛇
女

房
型
の
異
類
婚
姻
譚
「
蛇
妻
」
が
収
め
ら

れ
て
い
る
。
銭
泳
は
こ
の
話
を
乾
隆
年
間

（
一
七
三
五
～
九
六
）
の
初
め
に
湖
州
帰

安
県
菱
湖
鎮
（
現
在
の
浙
江
省
湖
州
市
菱

湖
鎮
）
で
起
こ
っ
た
事
件
と
伝
え
て
い
る
。





杭州

湖州菱湖鎮



蛇
妻―

中
国
の
異
類
婚
姻
譚

蛇
妻
（
清
）
銭
泳

履
園
叢
話

十
六

精
怪

湖
州
帰
安
県
菱
湖
鎮
の
某
は
碗
を
売
る

の
を
業
と
し
て
い
た
。
一
人
の
美
し
い
妻

を
迎
え
た
が
、
働
き
者
の
倹
約
家
で
、
ど

こ
か
常
人
離
れ
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

あ
る
日
の
こ
と
、
妻
が
い
っ
た
。

「
こ
の
よ
う
な
商
い
を
な
さ
っ
て
い
て
も
、

ひ
も
じ
い
思
い
を
す
る
だ
け
で
す
。
わ
た

し
の
言
葉
を
信
じ
て
く
だ
さ
れ
ば
、
き
っ

と
豊
か
に
な
れ
ま
す
よ
」

そ
こ
で
夫
は
古
い
商
い
を
や
め
、
妻
の

言
葉
に
従
っ
て
新
し
い
商
い
を
始
め
た
。

す
る
と
十
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
大
金
持

ち
に
な
っ
た
。



蛇
妻―

中
国
の
異
類
婚
姻
譚

蛇
妻
（
清
）
銭
泳

履
園
叢
話

十
六

精
怪

子
供
が
二
人
生
ま
れ
た
が
、
ど
ち
ら
も

聡
明
だ
っ
た
の
で
、
先
生
を
招
い
て
学
問

を
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

妻
は
毎
年
端
午
の
節
句
に
な
る
と
、
き

ま
っ
て
病
気
に
な
り
、
部
屋
に
こ
も
っ
て

人
に
会
お
う
と
し
な
か
っ
た
。
夫
に
は
そ

れ
が
な
ぜ
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

長
男
が
九
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、

た
ま
た
ま
母
の
と
こ
ろ
に
行
く
と
、
大
き

な
青
蛇
が
ベ
ッ
ド
の
上
で
と
ぐ
ろ
を
巻
い

て
い
た
。
驚
い
て
悲
鳴
を
あ
げ
、
逃
げ
よ

う
と
し
た
が
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
そ
れ

は
母
で
あ
っ
た
。



蛇
妻―

中
国
の
異
類
婚
姻
譚

蛇
妻
（
清
）
銭
泳

履
園
叢
話

十
六

精
怪

先
生
に
そ
の
こ
と
を
告
げ
る
と
、
田
舎

教
師
は
災
い
が
起
こ
る
と
い
っ
て
、
そ
の

夫
を
脅
し
た
。
妻
は
そ
れ
を
知
る
と
怒
っ

て
い
っ
た
。

「
こ
れ
は
我
が
家
の
こ
と
。
先
生
と
は
関

わ
り
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

そ
し
て
、
そ
の
夜
、
忽
然
と
姿
を
消
し

て
し
ま
っ
た
。

乾
隆
初
年
の
出
来
事
で
あ
る
。



？
日本にも蛇と人間の恋を描いた
異類婚姻譚はあるのだろうか？



蛇
女
房―

日
本
の
異
類
婚
姻
譚

一
人
の
若
者
に
助
け
ら
れ
た
蛇
が
、
美

し
い
娘
に
姿
を
変
え
て
若
者
と
夫
婦
に
な

る
。
娘
は
妊
娠
し
、
産
屋
に
入
っ
て
子
供

を
生
む
が
、
若
者
が
娘
と
の
約
束
を
破
っ

て
産
屋
の
中
を
の
ぞ
い
た
た
め
に
蛇
の
正

体
を
見
ら
れ
て
し
ま
う
。
娘
は
、
自
分
は

助
け
て
い
た
だ
い
た
蛇
で
、
池
の
主
で
あ

る
と
告
げ
、
子
供
を
育
て
る
た
め
に
と
片

方
の
目
を
置
い
て
去
る
。

稲
田
浩
二
ほ
か
編

日
本
昔
話
事
典

弘
文
堂

🎥



「蛇女房」(学研 1986年)「蛇女房」（日本の民話シリーズより 09:36）



蛇
女
房―

日
本
の
異
類
婚
姻
譚

そ
の
目
が
有
名
と
な
り
、
殿
様
に
召
し

上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
若
者
が
池
に
い
く

と
片
目
の
蛇
が
現
れ
、
も
う
一
方
の
目
を

与
え
、
こ
れ
で
盲
目
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
時
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
寺
に
鐘
を

寄
進
し
て
朝
夕
に
撞
い
て
く
れ
と
頼
む

（
ま
た
は
若
者
と
子
供
を
安
全
な
場
所
に

逃
が
し
た
後
、
洪
水
を
起
こ
し
て
殿
様
に

復
讐
す
る
）
。

稲
田
浩
二
ほ
か
編

日
本
昔
話
事
典

弘
文
堂



「蛇女房」(学研 1986年)「蛇女房」（日本の民話シリーズより 02:34）



白
蛇
伝
の
謎

二
、
な
ぜ
蛇
に
同
情
す
る
の
か
？

東
ア
ジ
ア
に
は
、
万
物
に
霊
性
を
認

め
、
自
然
と
の
共
生
を
求
め
る
ア
ニ
ミ

ズ
ム
の
信
仰
が
あ
り
、
そ
の
精
神
世
界

は
仏
教
の
蛇
妖
説
話
と
は
対
照
的
な
異

類
婚
姻
譚
と
し
て
人
々
の
間
に
語
り
伝

え
ら
れ
て
い
た
た
め
。

川劇「白蛇伝」第６場/video.mpg


白
蛇
伝
の
謎

一
、
な
ぜ
蛇
と
人
間
の
恋
愛
な
の
か
？

二
、
な
ぜ
蛇
に
同
情
す
る
の
か
？

三
、
こ
の
話
は
、
人
々
に
何
を
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
か
？

川劇「白蛇伝」第６場/video.mpg


(
清)

蒲
松
齢
『
聊
斎
志
異
』
の
世
界

〔
解
説
〕

明
末
清
初
に
生
ま
れ
た
蒲
松
齢(

一
六

四
〇
ー
一
七
一
五)

は
、
異
民
族
支
配
の

下
、
家
運
を
再
興
し
よ
う
と
科
挙
を
志
し
、

十
八
歳
で
秀
才
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の

後
は
何
度
受
験
し
て
も
合
格
で
き
ず
、
不

遇
の
生
涯
を
終
え
た
。
そ
の
間
、
彼
は
家

塾
の
教
師
な
ど
を
し
な
が
ら
、
民
間
に
伝

わ
る
伝
承
を
集
め
、
『
聊
斎
志
異
』
と
い

う
短
編
小
説
集
を
編
ん
だ
。
そ
の
中
に
は

ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
観
を
反
映
し
た
民
間

伝
承
が
数
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。



本
の
妖
精―

―

聊
斎
志
異
「
書
痴
」

〔
梗
概
〕

勉
強
ば
か
り
で
世
間
知
ら
ず
の
若
者
の

前
に
、
突
然
一
人
の
美
し
い
女
性
が
現
れ

る
。
女
性
は
本
の
妖
精
だ
っ
た
。
妖
精
は

若
者
に
囲
碁
や
音
楽
、
愛
の
手
ほ
ど
き
を

し
な
が
ら
、
勉
強
以
外
に
も
大
切
な
こ
と

が
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。
二
人
は
夫
婦
と

な
り
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
が
、
あ
る
日
、

噂
を
耳
に
し
た
役
人
が
、
妖
精
を
わ
が
も

の
に
し
よ
う
と
若
者
を
捕
ら
え
て
し
ま
う
。



本
の
妖
精―

―

聊
斎
志
異
「
書
痴
」

〔
梗
概
〕

妖
精
は
難
を
逃
れ
る
た
め
、
本
の
中
に

身
を
隠
す
が
、
怒
っ
た
役
人
は
本
を
す
べ

て
焼
き
捨
て
て
し
ま
う
。
妖
精
の
お
か
げ

で
成
長
を
と
げ
た
若
者
は
、
科
挙
に
合
格

し
、
こ
の
役
人
の
故
郷
に
赴
任
し
た
機
会

に
、
そ
の
不
正
を
暴
き
、
財
産
を
没
収
す

る
。
妖
精
の
た
め
に
復
讐
を
果
た
し
た
若

者
は
、
官
を
捨
て
故
郷
に
帰
っ
て
い
っ
た
。



白
蛇
伝
の
謎

三
、
こ
の
話
は
、
人
々
に
何
を
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
か
？

こ
の
話
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
観
を

背
景
に
、
異
類
で
あ
る
白
蛇
の
ひ
た
む

き
な
生
き
ざ
ま
を
通
じ
て
、
私
た
ち
人

間
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
伝
え
て

い
る
。

川劇「白蛇伝」第６場/video.mpg


仏
教
説
話
か
ら
メ
ル
ヘ
ン
へ

東
ア
ジ
ア
で
は
、
仏
教
が
普
及
し
た
後

も
、
万
物
に
霊
性
を
認
め
、
自
然
と
の
共

生
を
求
め
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
そ
の
精
神
世

界
を
物
語
化
し
た
異
類
婚
姻
譚
が
、
人
々

の
心
に
息
づ
い
て
い
た
。

許
仙
と
白
蛇
の
物
語
を
、
邪
淫
を
戒
め

る
仏
教
説
話
か
ら
人
間
と
蛇
の
メ
ル
ヘ
ン

に
変
え
た
の
は
、
東
ア
ジ
ア
の
人
々
の
心

に
息
づ
く
、
こ
う
し
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世

界
観
で
あ
っ
た
。



ま
と
め

唐
代
の
博
異
志
に
記
さ
れ
た
「
李
黄
」

や
平
安
時
代
中
期
の
大
日
本
法
華
経
験
記

に
記
さ
れ
た
「
紀
伊
国
牟
婁
郡
悪
女
」
な

ど
の
蛇
妖
伝
説
は
、
邪
淫
を
戒
め
る
仏
教

思
想
を
説
話
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
代

の
短
編
白
話
小
説
「
白
娘
子
永
鎮
雷
峰

塔
」
や
日
本
の
道
成
寺
縁
起
絵
巻
も
、
そ

の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
東
ア
ジ
ア
に
は
古
来
、
万
物
に

霊
性
を
認
め
、
自
然
と
の
共
生
を
求
め
る

ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
信
仰
が
人
々
の
心
に
息
づ

い
て
い
た
。
白
蛇
の
物
語
が
演
劇
化
さ
れ

る
と
、
人
々
は
そ
の
精
神
世
界
を
物
語
化

し
た
異
類
婚
姻
譚
に
よ
っ
て
、
白
蛇
を
ヒ

ロ
イ
ン
と
す
る
新
た
な
メ
ル
ヘ
ン
を
誕
生

さ
せ
た
。


