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超
自
然
的
な
力
を
も
つ

水
の
支
配
者
と
し
て
の
蛇

　

土
石
流
や
崖
崩
れ
な
ど
、
水
害
に
よ
る

天
変
地
異
を
大
蛇
や
法
螺
貝
の
し
わ
ざ
と

考
え
る
「
蛇じ

ゃ
ぬ抜

け
」「
法ほ

ら

ぬ
螺
抜
け
」
の
伝
説

が
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
長
い
年
を

経
た
大
蛇
や
法
螺
貝
が
暴
風
雨
を
呼
び
、

大
地
を
抜
け
て
昇
天
し
た
、
海
へ
出
た
、

な
ど
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

地
名
と
し
て
「
蛇
抜
」
や
「
蛇じ

ゃ
く
ず
れ崩」

が
残

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
な
ぜ

昔
の
人
は
天
変
地
異
の
原
因
を
蛇
や
法
螺

貝
の
化
身
に
求
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
蛇
は
世
界
中
で
不
思
議
な
霊
力
を

も
つ
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
手
足
が

な
い
の
に
動
き
回
り
、
魚
で
も
な
い
の
に

ウ
ロ
コ
が
あ
る
。
猛
毒
種
が
い
る
の
で
人

間
に
敵
対
す
る
力
も
も
つ
。
さ
ら
に
は
、

形
が
生
殖
器
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
産
出

力
が
強
い
、
脱
皮
を
し
て
冬
眠
も
す
る
か

ら
生
死
を
繰
り
返
す
、
と
い
っ
た
連
想
も

生
み
ま
し
た
。
こ
う
し
た
理
由
に
よ
っ
て
、

蛇
は
不
思
議
な
能
力
を
も
つ
生
き
も
の
と

古
く
か
ら
思
わ
れ
て
き
た
よ
う
で
す
。

　

蛇
が
宗
教
に
取
り
込
ま
れ
る
と
、
西
洋

の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
で
は
、
ア
ダ
ム
と

イ
ヴ
を
そ
そ
の
か
し
て
禁
断
の
リ
ン
ゴ
を

食
べ
さ
せ
る
悪
い
神
様
の
象
徴
と
な
り
ま

し
た
。
イ
ン
ド
で
は
逆
に
仏
教
の
守
護
神

「
ナ
ー
ガ
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
中
国
へ

伝
わ
り
「
龍
王
」
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

多
神
教
の
日
本
で
は
「
自
然
の
力
を
表

す
神
様
」
と
し
て
蛇
を
捉
え
て
い
ま
し
た
。

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神
話
で
も
蛇

は
雨
を
降
ら
し
た
り
雲
を
呼
ん
だ
り
雷
を

鳴
ら
す
山
の
神
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

水
の
恵
み
を
も
た
ら
す
神
様
で
あ
る
と

同
時
に
、
洪
水
や
土
砂
崩
れ
な
ど
水
の
脅

威
も
引
き
起
こ
す
神
様
で
す
か
ら
、
日
本

で
は
守
護
者
と
い
う
よ
り
は
、
水
の
よ
い

面
と
悪
い
面
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
超
自

然
的
な
存
在
、
つ
ま
り
〈
水
の
支
配
者
〉

と
い
っ
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

法
螺
貝
の
中
身
が
抜
け

龍
や
大
蛇
に
な
っ
て
昇
天

　　

東
京
都
大
田
区
の
厳ご

ん
し
ょ
う
じ

正
寺
で
毎
年
7
月

14
日
に
行
な
わ
れ
る
「
水み

ず
ど
め
の
ま
い

止
舞
」
は
、
東

京
都
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
、
雨
を
止
め
る
た
め
の
獅
子
舞
で
す
。

　

ま
ず
藁
縄
で
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
筒
状
の

つ
く
り
物
が
登
場
し
ま
す
。
白
装
束
の
人

が
中
に
入
っ
て
法
螺
貝
を
吹
き
ま
く
り
、

周
囲
の
人
々
は
水
を
浴
び
せ
か
け
、
寺
ま

で
行
進
し
ま
す
。
境
内
の
舞
台
に
着
く
と

解
体
さ
れ
、
藁
縄
で
土
俵
の
よ
う
に
舞
台

を
取
り
囲
み
、
獅
子
舞
が
始
ま
る
の
で
す
。

　

地
元
の
人
の
説
明
で
は
、
藁
縄
の
つ
く

大災害を呼ぶ

大蛇と法螺貝の伝承
水にかかわる妖怪は、河童のように人間と同じスケールの妖怪だけではない。怪物
と言ってもよいほど巨大な「蛇」や「法螺貝」に関する言い伝えも多く残っている。
人間は自然に対するどんな恐れを蛇や法螺貝に投影していたのか。天変地異を起
こす巨大な存在について齊藤純さんに解説していただいた。

ぼくらには妖怪が必要だ　災害

桃山人筆・竹原春泉画『絵本百物語』より「出
世ほら」　川崎市市民ミュージアム蔵

『駿河記』上巻より「桑野山於魯地斃之図」（桑原藤泰 著、足立鍬太郎 校、1932年［昭和 7］出版）。左側は
崖崩れによる落石で下敷きになった大蛇が、右側には避難する人々の姿が見られる　国立国会図書館蔵
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り
物
は
「
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
龍
」
と
の
こ

と
で
す
が
、
こ
れ
は
「
法
螺
貝
」
と
も
解

釈
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
法

螺
貝
の
中
身
が
殻
か
ら
抜
け
出
し
、
龍
に

な
っ
て
天
に
昇
り
、
暴
風
雨
を
も
た
ら
す
。

そ
ん
な
様
子
を
描
い
た
江
戸
時
代
の
絵
図

が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
『
絵
本
百
物
語
』
の
「
出
世
ほ

ら
」
の
図
。
暴
風
雨
の
な
か
、
奇
妙
な
生

き
も
の
が
貝
殻
か
ら
抜
け
出
て
水
を
吹
い

て
い
ま
す
。
頭
に
貝
の
蓋
を
か
ぶ
っ
て
お

り
、
ど
う
や
ら
貝
の
中
身
、
つ
ま
り
本
体

の
よ
う
で
す
。
馬
面
で
蛇
腹
、
ウ
ロ
コ
や

牙
、
爪
も
見
え
ま
す
。
図
に
添
え
ら
れ
た

詞こ
と
ば
が
き

書
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

「
深
山
に
は
ほ
ら
貝
有あ

り

て
、
山
に
三
千
年
、

里
に
三
千
年
、
海
に
三
千
年
を
経
て
龍
と

災害　ぼくらには妖怪が必要だ

が
江
戸
時
代
に
は
鯰な

ま
ずに

変
わ
り
ま
し
た
。

考
え
て
み
れ
ば
、
な
ぜ
川
に
い
る
は
ず
の

鯰
が
地
面
の
下
に
い
て
暴
れ
る
の
か
。
大

地
の
下
の
海
底
の
よ
う
な
世
界
に
大
蛇
や

龍
や
法
螺
貝
や
鯰
が
い
る
、
と
昔
の
人
は

考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

名
残
が
各
地
に
伝
承
と
し
て
残
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。

　

言
葉
か
ら
の
連
想
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

「
洞
穴
」
の
よ
う
な
跡
が
残
っ
た
こ
と
か

ら
「
法
螺
貝
」
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
は
ず
。

轟
音
は
お
そ
ら
く
法
螺
貝
を
吹
く
音
か
ら

き
て
い
る
。
そ
う
し
た
連
想
を
支
え
た
の

が
、
地
下
の
巨
大
な
水
界
か
ら
や
っ
て
く

る
妖
怪
変
化
の
観
念
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
小
字
名
」
を
手
が
か
り
に

地
域
の
隠
れ
た
歴
史
を
探
る

　
「
蛇
抜
」
や
「
蛇
崩
」
な
ど
の
地
名
、

「
法
螺
抜
け
」
な
ど
の
伝
承
に
は
、
そ
の

地
域
に
起
き
た
災
害
の
記
憶
が
留と

ど

め
ら
れ

て
い
ま
す
。
関
心
を
も
っ
て
調
べ
る
こ
と

で
、
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
が
明
ら
か

に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

探
索
の
手
が
か
り
は
、
今
は
も
う
使
わ

れ
て
い
な
い
「
小こ

あ
ざ字

名
」（
注
2
）
で
す
。

地
域
の
市
町
村
史
に
、
小
字
名
一
覧
の
よ

う
な
地
図
が
載
っ
て
い
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か

り
ま
す
し
、
役
所
に
は
台
帳
な
ど
も
あ
る

（注 1）今切

浜名湖が海に通じるあたりの名称。明応 7年
（1498）の地震・津波で砂州が切れ、海とつなが
った。江戸時代は渡し舟があり、この水路は法螺
貝が抜けてできたといわれていた。

（注 2）小字

町や村のなかの一区画の名。大字（おおあざ）を
さらに細分化したもの。たんに字（あざ）ともいう。
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は
ず
で
す
。
注
意
す
べ
き
は
、
地
名
解
釈

に
は
当
た
り
外
れ
が
あ
り
、
後
か
ら
こ
じ

つ
け
た
地
名
も
あ
る
こ
と
。
災
害
に
か
か

わ
る
小
字
名
が
つ
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ

て
、
鵜
呑
み
に
し
な
い
方
が
よ
い
で
し
ょ

う
。
研
究
者
の
説
に
も
誤
り
は
あ
り
ま
す
。

そ
の
地
域
で
災
害
が
起
き
る
可
能
性
が
高

い
と
は
必
ず
し
も
言
え
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
個
人
的
に
小
字
名
か
ら
災
害
の

歴
史
を
学
ぶ
の
は
有
意
義
で
す
。
そ
れ
を

き
っ
か
け
に
地
域
の
成
り
立
ち
に
関
心
を

も
つ
の
は
よ
い
こ
と
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
4
月
22
日
取
材
）

「水止舞」で水をかけられながら法螺貝を吹く若者たち　
提供：厳正寺水止舞保存協力会

成
る
。
是こ

れ

を
出
世
の
ほ
ら
と
云い

ふ

。
昔
よ
り

有あ
る

こ
と
に
て
、
遠
州
今い

ま
ぎ
れ切

（
注
1
）
の
わ

た
し
も
ほ
ら
の
ぬ
け
た
る
跡あ

と

也
と
云
」

日
本
列
島
の
地
下
に
は

巨
大
な
水
界
が
あ
る
？

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
ど
う
や
ら
昔
の
人

に
と
っ
て
、
法
螺
貝
と
大
蛇
や
龍
は
近
縁

の
妖
怪
変へ

ん
げ化

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
「
蛇
抜
」
と
い
う
地
名
が
表
す
よ
う
に
、

水
の
支
配
者
で
あ
る
大
蛇
や
龍
が
大
地
か

ら
抜
け
出
し
て
く
る
と
土
砂
崩
れ
や
大
水

が
起
き
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
法
螺
貝
か

ら
も
本
体
が
抜
け
出
し
て
龍
や
大
蛇
と
な

り
、
水
害
を
引
き
起
こ
す
わ
け
で
す
。

　

つ
ま
り
は
、
大
蛇
も
龍
も
法
螺
貝
も
、

一
緒
に
大
地
の
な
か
に
い
た
わ
け
で
す
。

し
か
も
「
出
世
ほ
ら
」
の
詞
書
が
述
べ
る

よ
う
に
、
何
千
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
。

　

こ
う
し
た
伝
承
か
ら
想
定
さ
れ
る
の
は
、

「
大
地
の
下
の
巨
大
な
水
界
」
で
す
。
昔

の
人
は
、
大
地
の
下
に
水
の
満
ち
た
世
界

が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
大
蛇
も
龍
も
法
螺
貝

も
一
緒
に
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
の
神
話
時
代
に
は
、

日
本
列
島
は
水
の
上
に
浮
い
て
い
る
と
い

う
世
界
観
が
あ
り
ま
し
た
。
中
世
に
も
、

地
震
を
起
こ
す
龍
や
蛇
が
日
本
列
島
を
支

え
て
い
る
と
い
う
観
念
は
あ
っ
た
。
そ
れ


