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水の文化 53号　ひとしずく 2

　
哲
学
者
　
　
内
山 

節 

さ
ん

る
人
は
ま
ず
い
な
い
だ
ろ
う
。
自
然
の
本

質
も
ま
た
み
え
な
い
世
界
だ
。

　
妖
怪
や
物
の
怪
も
、
そ
れ
が
み
え
る
か

た
ち
で
現
れ
る
な
ら
現
象
の
世
界
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
妖
怪
や
物
の
怪
の
本
質
で

は
な
い
。

　
と
す
る
と
す
べ
て
の
も
の
の
本
質
は
ど

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
の
人
々

は
、
そ
れ
は
結
び
合
う
世
界
に
あ
る
と
考

え
て
い
た
。
私
た
ち
に
は
み
え
な
い
、
気

づ
か
な
い
だ
け
で
、
す
べ
て
の
も
の
は
奥

の
方
で
結
び
合
っ
て
い
る
。
自
然
も
人
間

も
、
最
深
部
で
は
結
び
合
う
存
在
を
も
っ

て
い
て
、
こ
の
共
通
の
存
在
か
ら
現
れ
て

き
た
現
象
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
も
の
で

あ
り
、
私
で
あ
っ
た
り
、
他
の
誰
か
、
木

や
草
や
動
物
で
あ
っ
た
り
す
る
。

　
だ
か
ら
奥
に
あ
る
結
び
合
う
世
界
が

「
自じ

ね
ん然
」
で
あ
る
こ
と
を
人
々
は
願
っ
た
。

自じ
ね
ん然
と
は
「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
作
為
の
入
ら
な
い
本
来
の
も
の

歪
ん
だ
自じ

ね

ん然
と
の
結
び
つ
き

　
か
つ
て
の
日
本
の
人
々
は
、
み
え
て
い

る
世
界
の
奥
に
み
え
な
い
世
界
が
あ
る
と

考
え
て
い
た
。
み
え
て
い
る
の
は
現
象
の

世
界
で
あ
り
、
み
え
な
い
世
界
に
本
質
が

あ
る
と
い
う
と
ら
え
方
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
「
私
」
を
み
て
も
、
み
え
て

い
る
の
は
私
の
現
象
だ
け
だ
。
背
が
高
い

と
か
低
い
と
か
、
ど
ん
な
話
し
方
を
し
て

ど
ん
な
こ
と
に
つ
い
て
よ
く
語
る
と
か
。

と
こ
ろ
が
「
私
」
の
本
質
は
何
か
と
問
わ

れ
れ
ば
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
誰
も
気
づ
い

て
い
な
い
本
質
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

私
自
身
も
ま
た
自
分
の
本
質
を
知
ら
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
自
然
の
本
質
も
同
じ
こ
と
だ
。
暑
い
夏

が
来
た
り
嵐
に
襲
わ
れ
た
り
と
い
っ
た
現

象
は
知
っ
て
い
て
も
、
自
然
の
本
質
と
は

何
か
と
聞
か
れ
れ
ば
満
足
な
答
え
を
出
せ



歪んだ自然との結びつき3

若い作家たちが自ら考案した妖怪グッズを出品する「妖怪アートフリマ モノノケ市」に人々が集う。その会
場は、平安京を造営する際、陰陽道によって方位の厄災を解除する社として創建された「大将軍八神社」

内山 節（うちやま たかし）

1950年（昭和 25）東京生まれ。1970年代から東京と群馬県の山村・上野村との二重生活を続ける。NPO法人
森づくりフォーラム代表理事。『日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか』『貨幣の思想史』『「里」という思想』
『新・幸福論―「近現代」の次に来るもの』『内山節著作集（全 15巻）』など著書多数。

と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
自じ
ね
ん然

に
真
理
の

世
界
、
そ
れ
ゆ
え
に
神
仏
の
世
界
を
み
た

と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
と
こ
ろ
が
人
間
た
ち
の
行
い
が
、
自じ

ね
ん然

の
結
び
つ
き
を
ゆ
が
め
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
結
果
古
代
の
人
た
ち
が
一
番

恐
れ
た
の
は
祟た

た

り
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
奈

良
時
代
に
は
御ご

り
ょ
う霊
信
仰
が
広
が
っ
た
が
、

そ
れ
は
謀
略
な
ど
に
よ
っ
て
命
を
落
と
し

た
人
が
怨お

ん
り
ょ
う霊
と
な
っ
て
こ
の
世
に
祟
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
菅
原
道
真
は
祟
り
神

と
し
て
あ
ま
り
に
も
有
名
だ
が
、
人
々
は

怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
し
た
。
人
間
た
ち
の
誤
っ
た
行
い
が
自じ

然ね
ん

の
結
び
つ
き
を
ゆ
が
め
、
そ
の
結
果
怨

霊
が
祟
る
と
い
う
現
象
が
生
み
だ
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
々
は
自じ

ね
ん然

の
結
び

つ
き
を
回
復
す
る
た
め
に
努
力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
お
そ
ら
く
妖
怪
や
物
の
怪
も
、
結
び
つ

き
の
ゆ
が
み
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
な

の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
江
戸
時
代
に
な
る
と
、

そ
れ
を
も
生
き
る
世
界
の
「
友
人
」
に
し

て
し
ま
う
傾
向
も
生
ま
れ
た
。
絵
画
と
し

て
妖
怪
が
描
か
れ
、
カ
ッ
パ
は
少
々
悪
さ

を
す
る
村
の
居
住
者
に
な
っ
て
い
く
。

人
々
は
結
び
つ
き
の
な
か
の
ゆ
が
み
も
許

容
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
い
ま
に
伝

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。



正
義
感
の
強
い
妖
怪
・
鬼
太
郎
が
さ
ま
ざ
ま
な
妖
怪
と
対
決
す
る

漫
画
『
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
』
は
、
ア
ニ
メ
、
映
画
な
ど
も
制
作
さ

れ
長
い
間
親
し
ま
れ
て
き
た
。
最
近
で
は
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
が
も
と

に
な
っ
た
『
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
』
が
子
ど
も
た
ち
を
中
心
に
大
人
気

だ
。
し
か
し
、
日
本
人
に
と
っ
て
妖
怪
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う

な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

水
辺
の
妖
怪
と
し
て
代
表
的
な
の
は
河
童
だ
ろ
う
。
今
は
き
れ
い

な
水
や
水
辺
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

か
つ
て
は
人
間
の
尻
子
玉
を
抜
く
と
恐
れ
ら
れ
た
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
怖
い
妖
怪
だ
っ
た
。
河
童
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
「
ゆ
る
キ

ャ
ラ
」
が
多
数
生
み
出
さ
れ
て
い
る
現
代
と
は
何
が
違
う
の
か
。

民
俗
学
者
の
柳や

な
ぎ
た
く
に
お

田
國
男
は
、
妖
怪
を
「
普
通
の
人
々
の
心
意
伝
承

に
迫
る
民
俗
資
料
」
と
し
て
そ
の
研
究
を
奨
励
し
た
。
妖
怪
は
人

間
が
想
像
（
創
造
）
し
た
も
の
。
な
ら
ば
妖
怪
を
研
究
す
る
こ
と

は
、
そ
の
当
時
の
人
間
や
社
会
を
研
究
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

河
童
が
「
怖
い
」
か
ら
「
か
わ
い
い
」
に
変
化
し
た
の
は
、
私
た

ち
人
間
の
側
に
な
に
か
し
ら
の
変
化
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

か
つ
て
自
然
を
恐
れ
、
敬
っ
た
日
本
人
が
生
み
出
し
た
妖
怪
。
そ

の
変
遷
を
、
水
辺
も
視
野
に
入
れ
て
た
ど
る
こ
と
で
、
自
然
観
な

ど
の
変
化
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

特
集 

ぼ
く
ら
に
は
妖
怪
が
必
要
だ

水
の
文
化
53
号　

2 

0 

1 

6
年
6
月

川
の
ほ
と
り
や
橋
の
下
に
現
れ
、
音
を
立
て
て
小
豆

を
洗
う
。
も
し
歌
が
聞
こ
え
て
も
探
さ
な
い
こ
と
。

探
す
と
川
に
は
ま
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
。

学
校
の
ト
イ
レ
で
呼
び
か

け
る
と
個
室
か
ら
返
事
が

聞
こ
え
る
と
い
う
都
市
伝

説
の
妖
怪
。
昭
和
20
年
代

に
は
す
で
に「
花
子
さ
ん
」

の
話
が
あ
っ
た
そ
う
。

牛
と
蜘
蛛
が
合
体
し
た
よ
う

な
牛
鬼
（
う
し
お
に
）
は
、
海

岸
や
川
の
淵
な
ど
の
水
辺
で

人
や
家
畜
を
襲
う
。
ぬ
れ
女
と

コ
ン
ビ
を
組
む
こ
と
も
あ
る
。

参考文献＆Web
『身近な妖怪ハンドブック』（文一総合出版 2012）
『HUMAN vol.06「特集 日本の魑魅魍魎」』（平凡社 2014）

『知識ゼロからの妖怪入門』（幻冬舎 2015）
『決定版 日本の妖怪』（宝島社 2015）
国際日本文化研究センター HP「怪異・妖怪画像データベース」
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略
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水
瓶
に
は
水
を
自
由
に
扱
う
能
力
が
あ

る
ら
し
い
。
鳥
山
石
燕
が『
百
器
徒
然
袋
』

で
描
い
た「
瓶
長（
か
め
お
さ
）」は
水
瓶

の
付
喪
神
（
つ
く
も
が
み
）
と
さ
れ
る
。

汚
れ
た
風
呂
場
に
出
る
が
、風
呂
桶
の
垢
（
あ
か
）

を
長
い
舌
で
な
め
る
だ
け
で
悪
さ
は
し
な
い
。「
風

呂
掃
除
を
き
ち
ん
と
せ
よ
」
と
の
教
訓
か
。

頭
は
濡
れ
た
髪
の
女
性
で
胴
体
は
ヘ

ビ
。
前
脚
は
人
の
掌
。
海
辺
や
波
間
に

い
て
、
人
に
巻
き
つ
き
食
べ
て
し
ま

う
。
牛
鬼
と
連
携
し
て
人
を
襲
う
と
も
。

川
獺
（
か
わ
う
そ
）
は
子
ど
も
や
娘

に
化
け
る
と
い
わ
れ
る
。
破
れ
た
笠

を
か
ぶ
り
、
提
灯
を
手
に
す
る
な
ど

人
間
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
も
つ
。

水
難
事
故
で
死
ん
だ
人
た

ち
が
亡
者
と
な
っ
て
海
に

現
れ
る
。
出
会
っ
た
人
間

を
仲
間
に
す
る
た
め
に
、

海
水
を
柄
杓
で
船
に
注
ぎ

沈
没
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

水辺の妖怪ミニ図鑑 妖怪はあらゆる場所にいるが、ここでは編集部が独断で選んだ
「水辺に現れる妖怪」を紹介しよう。あなたが気になる妖怪は……？

Illustration by 蘭陵亭 子梅
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小松 和彦 さん
こまつ かずひこ

国際日本文化研究センター所長

アニミズムと絵解きが
妖怪文化を生み出した

現
代
の
「
妖
怪
学
」
の
第
一
人
者
は
、
民
俗
学
者
・
文
化
人
類
学
者
の
小
松
和
彦
さ
ん
だ
。
小

松
さ
ん
は
「
日
本
ほ
ど
多
種
多
様
な
妖
怪
の
文
化
が
花
開
い
た
国
は
珍
し
い
」
と
言
う
。
妖
怪

が
マ
ン
ガ
、ア
ニ
メ
、ゲ
ー
ム
に
登
場
し
、そ
れ
が
海
外
か
ら
「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
」
と
呼
ば
れ

注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
古
来
の
自
然
崇
拝
の
信
仰
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
と
、
仏
画
・
絵
巻
な

ど
の
内
容
や
思
想
を
説
き
語
る
「
絵
解
き
」
の
伝
統
が
結
び
つ
い
た
妖
怪
文
化
が
背
景
に
あ
る
。

日
本
人
に
と
っ
て
妖
怪
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
？

ぼくらには妖怪が必要だ　総論

1947年東京都生まれ。東京都立大学大学院
社会科学研究科博士課程修了。専攻は文化人
類学、民俗学。信州大学助教授、大阪大学教
授を経て現職。妖怪研究の第一人者。『妖怪
学新考』（講談社 2015）、『知識ゼロからの妖
怪入門』（幻冬舎 2015）、『百鬼夜行絵巻の
謎』（集英社 2008）、『憑霊信仰論 妖怪研究
への試み』（講談社 1994）など著書多数。

説
明
で
き
な
い
不
思
議
さ
に

形
を
与
え
た
の
が
妖
怪

　

妖
怪
も
人
間
が
つ
く
り
出
し
た
文
化
の

一
つ
で
、
き
わ
め
て
広
義
な
概
念
で
す
。

自
分
の
も
つ
知
識
で
は
す
ぐ
に
了
解
で
き

な
い
不
思
議
な
現
象
や
存
在
、
現
代
の
言

葉
で
い
え
ば
科
学
的
・
合
理
的
に
説
明
で

き
な
い
現
象
や
存
在
を
広
く
「
妖
怪
」
と

呼
ん
で
き
ま
し
た
。「
怪
異
」（
現
実
に
は
あ

り
得
な
い
、
異
様
な
こ
と
）
と
ほ
ぼ
同
義
語
な

の
で
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
怪
異
は

現
象
を
指
し
、
妖
怪
は
そ
れ
に
形
を
付
与

し
た
存
在
の
こ
と
で
す
。

　

例
え
ば
、
山
へ
出
か
け
た
ら
な
ん
だ
か

わ
か
ら
な
い
物
音
が
す
る
。
明
ら
か
に
人

間
が
出
し
て
い
る
音
で
は
な
い
。
す
る
と
、

当
時
の
人
々
の
も
つ
知
識
に
照
ら
し
て
、

あ
れ
は
天
狗
や
鬼
の
し
わ
ざ
だ
、
と
な
り

ま
す
。
現
象
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
原
因

と
し
て
不
可
思
議
な
存
在
を
想
定
す
る
わ

坊
さ
ん
の
生
涯
に
は
、
霊
験
あ
ら
た
か
に

も
不
思
議
な
力
を
使
っ
て
鬼
を
退
治
し
た
、

と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
る
の
で
、
絵

師
は
な
ん
と
か
し
て
鬼
に
姿
形
を
与
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
鬼
と
い
う
言
葉
は

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
も
登
場
す
る

し
『
今
昔
物
語
』
に
も
一
つ
目
だ
と
か
鹿

の
頭
を
し
て
い
た
と
か
、
文
章
に
よ
る
記

述
は
あ
り
ま
す
が
絵
は
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
絵
師
は
言
い
伝
え
を
元
に
自
ら
の

想
像
力
を
駆
使
し
て
描
く
し
か
な
い
わ
け

で
す
。
そ
れ
が
今
に
伝
わ
り
ま
し
た
。

け
で
す
。
あ
る
い
は
、
タ
ヌ
キ
や
キ
ツ
ネ

が
化
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
の

地
域
社
会
の
な
か
で
神
秘
的
な
力
を
も
つ

と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
動
物
を
、
現
実

か
ら
探
し
出
し
て
原
因
と
し
ま
す
。

　

天
狗
や
鬼
と
い
っ
て
も
姿
形
は
見
え
な

い
。「
い
や
、
見
た
ん
だ
」「
真
っ
暗
闇
の

な
か
で
鼻
を
つ
ま
ま
れ
た
」
な
ど
、
そ
れ

ぞ
れ
経
験
談
を
も
ち
寄
っ
て
、
こ
ん
な
姿

形
で
は
な
い
か
と
い
う
共
通
の
イ
メ
ー
ジ

が
や
が
て
で
き
あ
が
り
ま
す
。
し
か
し
絵

は
特
殊
な
能
力
が
な
い
と
描
け
ま
せ
ん
。

農
山
漁
村
に
妖
怪
の
話
は
数
多
く
伝
わ
っ

て
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
絵
は
残
っ
て
い

な
い
。
せ
い
ぜ
い
絵
師
に
頼
ん
で
絵
馬
と

し
て
描
き
神
社
に
奉
納
し
た
く
ら
い
で
す
。

　

妖
怪
の
絵
は
都
の
絵
師
た
ち
が
イ
メ
ー

ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
描
き
ま
し
た
。
例
え
ば

僧
侶
が
布
教
活
動
の
た
め
絵
師
に
頼
ん
で

高
僧
の
一
代
記
を
紙
芝
居
の
よ
う
な
絵
に

し
て
信
者
に
説
い
た
わ
け
で
す
。
偉
い
お
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（注）井上円了

雑誌『東洋哲学』を創刊するなど仏教と東洋哲
学の啓蒙に努める。後に東洋大学となる哲学館
を設立。迷信打破のために1894年（明治27）
『妖怪学講義』を著し「妖怪博士」と呼ばれた。

　

目
に
見
え
な
い
恐
ろ
し
い
も
の
に
名
前

を
つ
け
て
姿
形
を
与
え
る
の
は
、
恐
怖
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
意
味
合
い
も
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
節
分
の
豆
ま
き
。
誰
か
が
鬼

の
面
を
被
れ
ば
、
そ
の
鬼
に
向
か
っ
て

「
鬼
は
外
、
福
は
内
」
と
豆
を
ぶ
つ
け
、

退
治
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る

と
鬼
が
退
散
す
る
か
ら
穢け

が

れ
が
も
ち
去
ら

れ
る
。
絵
に
し
た
り
、
お
面
に
し
た
り
し

て
、
見
え
な
い
も
の
を
見
え
る
よ
う
に
す

る
の
は
、
人
間
が
恐
怖
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
安
心
し
た
い
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

た
ん
な
る
迷
信
か
ら

文
化
の
一
つ
と
し
て

　

元
を
た
ど
れ
ば
、
妖
怪
と
い
う
漢
字
は

中
国
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
宮
中
で
天

変
地
異
や
怪
異
現
象
が
起
き
る
と
そ
れ
を

妖
怪
と
表
し
た
。
な
ん
と
発
音
し
て
い
た

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
も
平
安
時

代
の
『
続
日
本
紀
』
な
ど
に
は
「
怪
異
」

に
近
い
言
葉
と
し
て
見
ら
れ
ま
す
が
、
次

第
に
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
む
し
ろ

「
も
の
の
け
」
と
い
う
大
和
言
葉
の
方
が

『春日権現験記繪（かすがごんげんげんきえ）』巻 4（高階隆兼［原画］鎌倉時代末期、天明
4 ［1784］写）。藤原氏の氏神である奈良市の春日大社に祀られる神々の利益と霊験を描い
た20巻からなる絵巻。写真は地獄の下級役人（鬼）が亡者たちに拷問を加えている場面。文
字が読めない人にも地獄の恐ろしさがわかる　国立国会図書館蔵

『てんじんき』3巻 （慶長［1596-1615］頃）巻中より。『てんじんき』は菅原道真（845-
903）が神に祀られた由来を記した天神縁起を絵入り本にしたもの。写真は道真の怨念によ
る雷神が天皇の住まい「清涼殿」に雷を落としているシーン　国立国会図書館蔵

一
般
的
で
し
た
。「
も
の
」
と
は
、
そ
れ
こ

そ
森
羅
万
象
、
見
え
な
い
も
の
も
見
え
る

も
の
も
表
す
も
っ
と
も
広
い
概
念
の
言
葉

で
す
。
何
か
特
定
の
事
物
を
指
し
示
し
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
け
」
は
気

配
で
す
が
、
む
し
ろ
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

「
気
」
と
し
て
「
怪
」
の
字
を
あ
て
た
り

し
ま
す
。
だ
か
ら
「
も
の
の
け
」
と
は

「
な
に
か
し
ら
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
怪
し

い
気
配
」。

　

江
戸
時
代
の
草く

さ
ぞ
う
し

双
紙
に
も
「
妖
怪
」
の

文
字
は
出
て
き
ま
す
が
「
ば
け
も
の
」
と

ル
ビ
が
ふ
っ
て
あ
る
こ
と
が
多
い
。
明
治

時
代
に
仏
教
哲
学
者
の
井い

の
う
え上

円え
ん
り
ょ
う

了
（
注
）

が
、
怪
異
現
象
や
化
け
物
や
幽
霊
な
ど
は

す
べ
て
科
学
的
に
説
明
で
き
る
と
主
張
し
、

そ
う
し
た
非
合
理
的
な
迷
信
全
般
を
撲
滅

す
る
対
象
と
し
て
妖
怪
と
い
う
言
葉
で
く

く
っ
て
「
妖
怪
学
」
を
提
唱
し
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
当
時
は
ま
だ
特
殊
な
言
葉
で

し
た
。

　

し
か
し
そ
の
後
、『
日
本
妖
怪
変
化
史
』

を
著
し
た
風
俗
史
家
の
江え

ま
つ
と
む

馬
務
や
妖
怪
を

民
俗
学
の
対
象
と
し
た
柳
田
國
男
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
信
じ
る
信
じ
な

い
は
脇
に
置
い
て
、
歴
史
に
残
る
逸
話
や

農
村
に
伝
わ
る
民
話
の
な
か
か
ら
妖
怪
に

ま
つ
わ
る
も
の
を
拾
い
上
げ
、
日
本
人
の

文
化
の
生
き
た
証
の
一
つ
と
し
て
記
録
し

研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
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人
間
に
災
厄
を
も
た
ら
す

悪
い
神
霊
が
妖
怪

　

柳
田
國
男
は
妖
怪
を
「
零
落
し
た
神

霊
」
と
捉
え
ま
し
た
。
か
つ
て
は
人
間
に

良
き
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
神
が
、
時
代
が

下
る
に
つ
れ
人
々
の
信
仰
心
が
失
わ
れ
た

結
果
「
妖
怪
」
と
し
て
立
ち
現
れ
た
。
し

た
が
っ
て
河
童
は
水
神
の
、
山
姥
は
山
の

神
の
零
落
し
た
も
の
と
考
え
た
の
で
す
。

　

し
か
し
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』

に
は
、
八ヤ

マ
タ
ノ
オ
ロ
チ

岐
大
蛇
を
は
じ
め
、
数
多
く
の

災
厄
を
も
た
ら
す
神
霊
、
つ
ま
り
柳
田
説

で
い
う
と
こ
ろ
の
「
零
落
し
た
神
霊
」
に

相
当
す
る
存
在
が
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

周
知
の
よ
う
に
日
本
に
は
古
来
、
自
然

崇
拝
の
信
仰
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
ら
ゆ
る

も
の
に
は
そ
れ
を
活
気
づ
け
て
い
る
魂
が

あ
る
と
す
る
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
の
伝
統
で

す
。
生
き
て
い
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
お

よ
そ
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
す
べ
て
、
言
葉

に
さ
え
も
言こ

と
だ
ま霊

と
い
う
魂
が
宿
っ
て
い
る
。

　

そ
の
魂
は
擬
人
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
人

間
の
喜
怒
哀
楽
と
同
じ
よ
う
に
魂
に
も
喜

怒
哀
楽
が
あ
る
。
魂
が
喜
び
楽
し
ん
で
い

れ
ば
、
そ
の
恩
恵
を
分
け
て
も
ら
お
う
と

神
社
を
建
て
手
厚
く
祀
り
ま
し
た
。
逆
に

怒
り
哀
し
ん
で
い
る
と
災
厄
を
受
け
て
し

ま
う
の
で
、
作
物
を
奉
納
し
た
り
神
楽
を

舞
う
な
ど
し
て
魂
を
鎮
め
た
わ
け
で
す
。

　

妖
怪
と
は
怒
り
哀
し
む
魂
が
荒
れ
、
祀

ら
れ
て
も
鎮
め
ら
れ
て
も
い
な
い
状
態
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
ど
ん
な
魂
に
も
、
人
間

に
対
し
て
よ
い
恩
恵
を
も
た
ら
す
か
、
悪

い
災
厄
を
も
た
ら
す
か
の
二
面
性
が
あ
っ

て
、
お
そ
ら
く
妖
怪
は
悪
い
方
の
魂
の
側

面
を
映
し
出
し
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
妖
怪
を
「
零
落
し
た
神
霊
」
と

考
え
る
よ
り
も
、
古
代
か
ら
人
間
に
災
厄

を
も
た
ら
す
悪
い
神
霊
、「
も
の
の
け
」
的

な
存
在
と
し
て
、
日
本
人
の
文
化
の
な
か

に
あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

水
辺
の
妖
怪
の
代
表
格

「
河
童
」
を
め
ぐ
る
伝
説

　

水
辺
に
ま
つ
わ
る
妖
怪
と
な
る
と
、
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
「
河
童
」。「
河が

太た

郎ろ
う

」「
猿え

ん

猴こ
う

」「
か
わ
そ
」
な
ど
、
地
方
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
方
が
あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
水
辺
に
出
没
す
る
サ
ル
や
カ
ワ

　
　

妖
怪
を
媒
介
に
、

　
　
　
　

日
本
人
は
文
化
を
生
み
出
し
て
き
た

や
龍
の
化
身
し
た
悪
霊
が
引
き
起
こ
す
、

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
大
雨
に
よ
る
洪
水

被
害
が
頻
発
し
た
岐
阜
県
南な

木ぎ

曽そ

町
で
は

古
く
か
ら
土
石
流
の
こ
と
を
「
蛇じ

ゃ

抜ぬ

け
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
大
蛇
が
走
り
抜
け
て

山
津
波
を
起
こ
す
わ
け
で
す
。

　

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
河
童
に
は
滑
稽

な
イ
メ
ー
ジ
も
付
与
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

絵
画
化
す
る
こ
と
で
恐
怖
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
意
思
も
働
い
た
の
で
し
ょ
う
。
現

代
で
は
、
日
本
水
泳
連
盟
が
河
童
を
公
認

マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
し
た
り
、

「
河
童
が
棲
め
る
き
れ
い
な
川
に
戻
そ
う
」

な
ど
、
自
然
環
境
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て

き
た
反
省
を
促
す
水
質
再
生
の
シ
ン
ボ
ル

的
な
役
割
も
果
た
し
て
い
ま
す
。

想
像
が
生
み
出
し
た

現
実
を
潤
す
「
夢
の
世
界
」

　

日
本
ほ
ど
多
種
多
様
な
妖
怪
の
文
化
が

花
開
い
た
国
は
珍
し
い
と
思
い
ま
す
。
あ

ら
ゆ
る
も
の
に
魂
が
宿
る
「
ア
ニ
ミ
ズ

ム
」
の
発
想
か
ら
す
る
と
、
妖
怪
も
ど
ん

ど
ん
細
分
化
し
て
一
つ
ひ
と
つ
名
づ
け
て

い
く
。

　

例
え
ば
朝
鮮
半
島
で
は
日
本
の
妖
怪
に

近
い
も
の
を
「
ト
ッ
ケ
ビ
」
と
い
い
ま
す

が
、
そ
れ
以
上
あ
ま
り
分
け
ま
せ
ん
。
不

思
議
な
現
象
は
だ
い
た
い
ト
ッ
ケ
ビ
の
せ

ウ
ソ
な
ど
が
、
タ
ヌ
キ
や
キ
ツ
ネ
と
同
じ

よ
う
に
化
け
て
人
を
だ
ま
す
霊
力
を
も
っ

た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
川
や
用
水
で
仕
事
を
す
る
大
人
や
水

遊
び
を
し
て
い
る
子
ど
も
の
水
難
事
故
は
、

そ
の
よ
う
な
動
物
の
幻
想
化
し
た
存
在
が

引
き
起
こ
す
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

関
東
か
ら
東
北
地
方
で
使
わ
れ
て
い
た

河
童
と
い
う
言
葉
が
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め

る
総
称
と
し
て
江
戸
時
代
に
採
用
さ
れ
ま

し
た
が
、
当
時
の
本
草
学
者
（
博
物
学
者
）

に
は
、
中
国
に
伝
わ
る
水
辺
の
妖
怪
「
水す

い

虎こ

」
と
い
う
項
目
に
河
童
や
猿
猴
な
ど
を

分
類
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
実
際
、
青

森
県
津
軽
地
方
な
ど
「
す
い
こ
さ
ま
」
と

い
う
水
神
を
祀
る
民
間
信
仰
が
残
さ
れ
て

い
る
地
域
も
あ
る
の
で
す
。

　

人
手
不
足
を
補
う
た
め
大
工
の
棟
梁
が

呪
力
で
人
形
に
生
命
を
吹
き
込
み
、
無
事

に
建
物
が
完
成
す
る
と
元
の
人
形
に
戻
し

て
川
に
流
し
た
の
が
河
童
に
な
っ
た
、
と

い
っ
た
逸
話
も
残
さ
れ
て
お
り
、
河
童
伝

説
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
も
し
や
い
る
か
も
し

れ
な
い
「
雪
男
」
や
「
ツ
チ
ノ
コ
」
に
類

す
る
〈
未
確
認
動
物
〉
の
イ
メ
ー
ジ
で
江

戸
時
代
か
ら
捉
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
河
童
が
も
た
ら
す
災
厄
は
日

常
生
活
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
で
す
。
も
っ
と

規
模
が
大
き
く
破
壊
的
な
水
害
は
、
大
蛇
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に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
と
仏
画
・
絵
巻
な
ど
の

内
容
や
思
想
を
説
き
語
る
「
絵
解
き
」
の

伝
統
が
日
本
の
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
、
ゲ
ー

ム
に
多
種
多
様
な
妖
怪
を
登
場
さ
せ
ま
し

た
。
日
本
人
は
妖
怪
を
媒
介
に
し
つ
つ
、

想
像
力
を
働
か
せ
て
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を

生
み
出
し
て
き
た
し
、
そ
れ
が
現
代
に
も

残
っ
て
い
ま
す
。
今
、
妖
怪
が
豊
か
な
文

化
資
源
と
な
っ
て
世
界
に
も
発
信
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
、
海
外
の
日
本
研
究
者
は
羨

ま
し
い
と
言
い
ま
す
。

　

空
を
飛
べ
る
魔
法
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

か
つ
て
の
人
々
は
物
語
を
つ
く
っ
て
、
そ

の
な
か
で
空
を
飛
ん
だ
り
、
海
底
の
竜
宮

で
遊
ん
だ
り
し
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
現

実
を
潤
す
よ
う
な
夢
の
世
界
だ
っ
た
わ
け

で
す
。
妖
怪
も
同
じ
で
す
。
も
し
も
、
私

た
ち
の
世
界
か
ら
妖
怪
や
妖
怪
に
か
か
わ

る
も
の
は
迷
信
だ
か
ら
一
切
使
っ
て
は
な

ら
な
い
と
さ
れ
た
ら
、
と
て
も
不
自
由
で

し
ょ
う
。

　

だ
か
ら
、
こ
の
世
知
辛
い
現
実
を
ひ
と

と
き
忘
れ
、
空
想
の
世
界
に
遊
ぶ
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
と
し
て
私
た
ち
は
妖
怪
を
楽
し
め

ば
い
い
。
妖
怪
の
い
な
い
世
界
な
ん
て
味

気
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
3
月
3
日
取
材
）

い
に
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
い
ち

い
ち
名
前
を
つ
け
る
。「
小
豆
洗
い
」「
べ

と
べ
と
さ
ん
」「
砂
か
け
婆
」「
一
反
木
綿
」

「
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
」
…
…
な
ど
な
ど
。

『
今
昔
物
語
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に

登
場
す
る
「
百ひ

ゃ
っ
き
や
ぎ
ょ
う

鬼
夜
行
」
と
は
、
百
人
の

同
じ
よ
う
な
鬼
で
は
な
く
、
違
う
姿
形
を

し
た
1 

0 

0 

種
類
の
鬼
で
す
。
中
世
く
ら

い
か
ら
鬼
も
細
分
化
が
始
ま
り
、
丹
波
国

大
江
山
の
酒し

ゅ
て
ん
ど
う
じ

呑
童
子
な
ど
、
地
域
に
よ
っ

て
異
な
る
鬼
も
伝
わ
り
ま
し
た
。

　

種
類
の
多
さ
も
珍
し
い
で
す
が
、
そ
れ

と
同
時
に
せ
っ
せ
と
造
形
化
し
た
の
も
日

本
の
特
性
で
す
。
そ
の
伝
統
は
『
妖
怪
ウ

ォ
ッ
チ
』
に
至
る
ま
で
連
綿
と
続
い
て
い

る
の
で
す
。
漫
画
家
の
水
木
し
げ
る
は

『
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
』
の
敵
役
に
多
く
の

妖
怪
を
登
場
さ
せ
ま
し
た
が
、『
百
鬼
夜
行

絵
巻
』
や
幕
末
の
絵
師
、
鳥と

り
や
ま
せ
き
え
ん

山
石
燕
の
妖

怪
画
な
ど
を
参
考
に
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
は
昔
話
や
民
間
伝
承
に
登
場
す
る
名
前

だ
け
の
妖
怪
に
も
姿
形
を
与
え
た
。
そ
れ

が
広
ま
り
、
多
く
の
人
が
妖
怪
と
聞
け
ば

水
木
し
げ
る
の
絵
を
思
い
浮
か
べ
る
ま
で

上：桃山人筆・竹原春泉画『絵本百物
語』から「小豆洗い」
下：鳥山石燕『画図百鬼夜行』から「ぬ
らりひょん」　川崎市市民ミュージアム蔵

子どもたちを中心に大人気の『妖怪ウォッチ』
は、架空の時計型アイテム『妖怪ウォッチ』を使
い、妖怪と友だちになる物語。ゲーム、アニメ、
マンガ、玩具などを同時進行で展開中
©LEVEL5 Inc.

『百鬼夜行絵巻』［原図 : 光重筆］模写。室町
時代後期（16世紀）の絵巻。さまざまな妖怪
が夜行する様子を描いたもの。土佐光信が描い
たと伝えられるもののほか、複数の伝本が存在
する　国立国会図書館蔵
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異
界
と
の
境
目「
水
辺
」に
現
れ
る
妖
怪

妖
怪
は
多
様
だ
が
、
水
辺
だ
け
を
見
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
妖
怪
が
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

代
表
格
は
河
童
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
存
在
も
知
り
た
い
。
そ
こ
で
妖
怪
に
関

す
る
著
述
が
多
い
飯
倉
義
之
さ
ん
に
、
水
辺
に
現
れ
る
妖
怪
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。
水

辺
は
生
活
空
間
と
自
然
の
境
界
に
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
妖
怪
が
出
や
す
く
、
怪
異
も

起
こ
り
や
す
い
と
い
う
。

ぼくらには妖怪が必要だ　水辺の妖怪

生
活
空
間
の
〈
き
わ
〉
は

不
思
議
な
こ
と
が
起
き
る

　

か
つ
て
の
村
落
共
同
体
で
は
、
す
べ
て

知
り
尽
く
し
た
安
心
で
き
る
生
活
空
間
を

「
こ
の
世
」、
そ
こ
か
ら
外
へ
出
て
、
な
ん

の
情
報
も
な
く
不
安
な
場
所
を
「
異
界
」

と
捉
え
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、「
こ
の

世
」
と
「
異
界
」
が
重
な
る
境
目
を
「
境

界
」
と
呼
び
、
妖
怪
や
幽
霊
が
出
た
り
、

不
思
議
な
こ
と
が
起
こ
り
や
す
い
場
所
だ

と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
境
界
で
あ
る

村
境
に
、
お
地
蔵
さ
ん
や
道
祖
神
を
多
く

祀
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
す
。

　

境
界
と
は
二
つ
の
空
間
を
つ
な
ぐ
場
所

で
、
か
つ
ど
ち
ら
の
空
間
に
も
属
す
る
あ

い
ま
い
な
場
所
で
す
。
す
な
わ
ち
「
両
義

性
」
を
備
え
た
空
間
。
例
え
ば
橋
、
坂
や

峠
、
水
辺
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

　

橋
は
向
こ
う
側
と
こ
ち
ら
側
を
つ
な
ぐ

も
の
で
す
。
不
思
議
な
こ
と
、
奇
跡
的
な

出
会
い
が
橋
の
上
で
は
起
こ
り
や
す
い
。

義
経
と
弁
慶
の
出
会
い
も
京
の
五
条
の
橋

の
上
で
し
た
。

　

上
と
下
を
つ
な
ぐ
坂
も
そ
う
で
す
。
上

で
も
あ
り
下
で
も
あ
る
中
途
半
端
な
空
間

で
す
。
里
か
ら
入
る
峠
は
、
山
に
あ
る
と

も
里
に
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
、
天
狗
が

出
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
る
。

　

時
間
に
も
境
界
は
あ
り
ま
す
。
夕
方
は

上：歌川広景『江戸名所道戯尽 二 両国の夕立』（安政 6［1859］）。川
に落ちた雷様の尻子玉を河童が狙うけれど、雷様が放屁したので河童はた
まらず鼻をつまんでいる　国立国会図書館蔵
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昼
で
も
あ
り
夜
で
も
あ
る
あ
い
ま
い
な
時

間
帯
で
す
。「
黄
昏
」
が
「
誰
そ
彼
は
？

（
あ
れ
は
誰
で
す
か
）」
と
い
う
大
和
言
葉
か

ら
き
て
い
る
よ
う
に
、
薄
暗
く
人
影
す
ら

見
え
づ
ら
く
な
る
。
だ
か
ら
事
故
や
怪
異

が
起
こ
り
や
す
い
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
現
代
の
都
市
で
は
村
落
共

同
体
の
よ
う
な
理
論
が
成
立
し
づ
ら
く
な

り
ま
し
た
。
知
っ
て
い
る
場
所
が
安
心
で

き
る
空
間
だ
と
す
れ
ば
、
都
市
は
ほ
と
ん

ど
が
知
ら
な
い
場
所
で
す
。
マ
ン
シ
ョ
ン

に
は
大
勢
の
人
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
が
、

他
人
の
住
戸
に
は
ほ
と
ん
ど
入
っ
た
こ
と

が
な
い
。
だ
か
ら
ど
こ
に
恐
怖
が
潜
ん
で

い
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
今
の
私
た
ち
は
、

飯倉 義之 さん
いいくら よしゆき

國學院大学文学部日本文学科 准教授
1975年千葉県生まれ。國學院大學大学院修
了。博士（文学）。国際日本文化研究センタ
ー研究員を経て現職。専攻は民俗学、口承文
芸学。世間話・都市伝説研究の一環として、怪
異・妖怪文化を研究。編著に『ニッポンの河童
の正体』（新人物往来社 2010）、共著に『妖
怪文化の伝統と創造』（せりか書房2010）『図
解雑学 日本の妖怪』（ナツメ社 2009）など。

不
安
定
な
場
所
で
す
。

　

池
や
沼
、
川
は
妖
怪
伝
承
が
多
く
残
り

ま
す
が
、
海
や
浜
辺
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ

り
ま
せ
ん
。
海
は
妖
怪
よ
り
も
、
海
の
主

で
あ
る
巨
大
生
物
が
い
る
と
い
う
考
え
が

一
般
的
で
し
た
。
古
く
か
ら
「
鮭
ど
こ

ろ
」
と
し
て
知
ら
れ
る
新
潟
県
村
上
市
で

は
、
サ
ケ
が
海
の
主
だ
と
信
じ
ら
れ
て
き

た
た
め
、
今
で
も
サ
ケ
を
食
べ
な
い
家
が

あ
り
ま
す
。

　

沖
縄
に
は
、
海
の
主
に
無
礼
を
は
た
ら

く
と
祟
り
や
災
害
が
起
こ
る
と
さ
れ
る

「
ヨ
ナ
タ
マ
（
魚
の
魂
）」
の
伝
承
が
あ
り

ま
す
。
ヨ
ナ
タ
マ
と
は
人
面
魚
の
こ
と
。

あ
る
日
、
漁
師
が
ヨ
ナ
タ
マ
を
捕
ま
え
て

持
ち
帰
り
、
火
で
炙あ

ぶ

っ
て
食
べ
よ
う
と
し

た
と
こ
ろ
、
大
津
波
が
来
て
集
落
ご
と
押

し
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の

大
津
波
は
、
1 

7 

7 

1
年
（
明
和
8
）
に
起

き
た
「
明
和
の
大
津
波
」
で
す
。

実
は
境
界
だ
ら
け
の
世
界
で
暮
ら
し
て
い

る
の
で
す
。

水
辺
は
人
間
に
と
っ
て

「
も
っ
と
も
身
近
な
境
界
」

　

境
界
の
な
か
で
も
、
水
辺
は
妖
怪
が
出

や
す
く
、
怪
異
の
起
こ
り
や
す
い
空
間
で

す
。
も
と
も
と
水
辺
は
、
生
活
空
間
の
端

に
あ
る
も
の
。
昔
か
ら
水
辺
の
真
横
に
住

む
の
は
ジ
メ
ジ
メ
と
し
て
気
持
ち
の
よ
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ト
イ
レ
や
風
呂

な
ど
の
水
場
も
家
の
端
に
あ
り
ま
す
。
け

れ
ど
も
水
は
生
活
に
欠
か
せ
な
い
。
水
辺

は
私
た
ち
の
「
い
ち
ば
ん
身
近
に
あ
る
境

界
」
と
い
え
ま
す
。

　

水
辺
に
伝
承
が
多
い
の
は
、
身
近
に
あ

り
な
が
ら
も
時
に
人
の
命
を
奪
い
か
ね
な

い
か
ら
。
そ
も
そ
も
人
は
水
の
な
か
で
生

き
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
水
に
「
異
界
」
の

イ
メ
ー
ジ
を
強
く
投
影
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

家
の
な
か
の
水
辺
と
も
い
え
る
ト
イ
レ

は
、
特
に
怪
異
が
起
こ
り
や
す
い
場
所
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
古
く
は
厠
で
ま
じ
な

い
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。「
ト
イ
レ
の
花
子

さ
ん
」
な
ど
の
怪
談
も
有
名
で
す
。
よ
く

知
る
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、
排
泄
と
い
う

特
別
な
こ
と
に
し
か
利
用
し
な
い
場
所
。

し
か
も
学
校
の
ト
イ
レ
と
な
る
と
、
集
団

生
活
で
唯
一
「
個
」
を
感
じ
る
、
と
て
も

月岡芳年『和漢百物語 白藤源太』（慶応元［1865］）。
伝説の力士、白藤源太が河童に相撲の稽古をつけて
いる　国立国会図書館蔵

　

池
や
沼
に
も
ガ
マ
ガ
エ
ル
や
ヘ
ビ
な
ど

の
主
が
い
ま
す
。
カ
エ
ル
や
ヘ
ビ
は
両
義

性
（
水
陸
両
生
）
を
も
ち
合
わ
せ
て
い
る
の

で
化
け
や
す
い
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

相
撲
と
キ
ュ
ウ
リ
は

水
神
の
名
残
？

　

化
け
は
し
な
い
も
の
の
、
水
陸
の
両
義

性
と
水
辺
の
妖
怪
で
思
い
つ
く
の
が
河
童
。

名
前
は
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
背
が

低
く
7
〜
8
歳
の
子
ど
も
の
姿
で
現
れ
る

の
が
特
徴
で
す
。

　

河
童
は
相
撲
が
好
き
で
、
や
た
ら
と

「
相
撲
を
と
ろ
う
」
と
言
っ
て
き
ま
す
。

キ
ュ
ウ
リ
も
好
物
で
す
。
こ
れ
は
、
河
童

が
か
つ
て
水
神
だ
っ
た
名
残
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
相
撲
は
神
に
捧
げ
る

神
事
の
一
つ
で
し
た
し
、
ウ
リ
や
キ
ュ
ウ

リ
は
水
神
へ
の
夏
の
捧
げ
も
の
で
し
た
。
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ミンツチ

カ

パ

メドチ（メドツ）

カワコゾウ
カワランベ

ケンムン

キジムナーなど

ドチ
ガタロゴンゴ

エンコウ カワタロウ

ガオロ

ガメ
カワウソ

カワエロ

スイコ

ミズシ

カワコ

ヒョウスベ

カワントン
ガワタロウ

ガ
ラ
ッ
パ ヒョウスンボ

セコ

セ
コ

ゴラボシ

カシャンボ

ドンガメヤマワロ

シバテン

スジンコ

ガラボシ

市
）
か
ら
佐
賀
県
に
か
け
て
の
佐
賀
平
野

は
、
国
内
有
数
の
ク
リ
ー
ク
（
注
）
地
帯

で
す
。

　

つ
ま
り
、
水
が
人
間
の
管
理
下
に
置
か

れ
た
こ
と
で
、
水
辺
が
恐
怖
の
対
象
で
は

な
く
な
っ
た
。
し
か
も
、
河
童
は
体
も
小

さ
く
、
ば
っ
た
り
出
会
っ
て
も
な
ん
と
か

な
る
イ
メ
ー
ジ
。
ほ
か
の
妖
怪
よ
り
も
明

ら
か
に
矮
小
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
活
に

根
づ
い
た
川
に
現
れ
る
河
童
に
は
、
人
々

の
水
へ
の
親
近
感
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の

人
を
水
に
引
き
込
ん
だ
り
、
尻
子
玉
を
抜

く
悪
い
河
童
も
い
ま
す
が
、
何
か
を
し
て

あ
げ
る
と
お
礼
と
し
て
薬
や
高
価
な
も
の

を
く
れ
る
の
も
河
童
の
特
異
性
で
す
。
河

童
は
、
水
神
の
零
落
し
た
姿
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
河
童
は
悪
さ
を
し
て
捕
ま
っ
た

あ
と
に
「
詫
び
証
文
」
を
残
し
て
い
き
ま

す
。
証
文
を
書
く
こ
と
は
、
人
間
と
意
思

疎
通
が
で
き
て
い
た
表
れ
で
も
あ
り
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
可
能
な
と
こ
ろ
は
、

ほ
か
の
妖
怪
と
大
き
く
異
な
る
点
で
す
ね
。

恐
怖
の
対
象
か
ら

親
し
み
や
す
い
存
在
へ

　

河
童
の
イ
メ
ー
ジ
は
江
戸
期
に
成
立
し

ま
し
た
。
こ
れ
は
灌
漑
や
土
木
技
術
が
発

達
し
て
、
人
間
が
あ
る
程
度
水
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
に
あ

た
り
ま
す
。
全
国
的
に
見
て
も
河
童
伝
承

の
多
い
福
岡
県
の
田た

ぬ
し
ま
る
ま
ち

主
丸
町
（
現
・
久
留
米

水辺の妖怪　ぼくらには妖怪が必要だ

『寛永年中豊後国肥田
ニテ捕ル水虎之図』。今
の大分県日田市付近で
捕えられた河童を写生し
た絵とされる。　
川崎市市民ミュージアム蔵

鳥山石燕『画図百鬼夜行』
から「河童」（右）と「獺
（かわうそ）」（左）。動物
のカワウソは川辺に棲むこ
とから河童のモデルの一つ
ともいわれている
川崎市市民ミュージアム蔵

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

2 

0 

1 

6
年
の
夏
、
青
森
県
の
八
戸
市

博
物
館
で
「
か
っ
ぱ
展
」
が
開
か
れ
ま
す
。

展
示
の
目
玉
は
「
よ
る
な
近
づ
く
な
。
メ

ド
ツ
が
出
る
ぞ
」
と
描
い
て
あ
る
看
板
で

す
。
メ
ド
ツ
と
は
八
戸
周
辺
の
河
童
の
呼

称
。
つ
ま
り
、
農
業
用
水
に
子
ど
も
を
近

づ
け
な
い
た
め
に
か
つ
て
設
置
さ
れ
た
看

板
が
、
用
水
路
が
暗あ

ん
き
ょ渠

化
さ
れ
て
不
要
に

な
っ
た
の
で
す
。
今
、
河
童
が
看
板
に
使

わ
れ
る
場
合
は
「
川
を
き
れ
い
に
し
よ

う
」
と
い
う
意
味
合
い
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

「
メ
ド
ツ
が
出
る
ぞ
」
と
い
う
看
板
の
撤

去
は
、
川
さ
え
も
人
間
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
象
徴
的
な
出
来

事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

昔
ほ
ど
怖
い
存
在
と
し
て
語
り
継
が
れ

る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
河
童
を

は
じ
め
と
す
る
か
つ
て
の
妖
怪
た
ち
は
、

ア
ニ
メ
や
漫
画
を
は
じ
め
と
す
る
娯
楽
や

創
作
の
世
界
に
活
躍
の
場
を
移
し
、
元
気

に
生
き
て
い
ま
す
。
伝
承
が
果
た
す
役
割

や
機
能
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
人
が

コ
ミ
ッ
ト
し
つ
づ
け
る
の
で
し
ょ
う
。

　

長
い
年
月
を
経
て
残
っ
て
き
た
の
で
す

か
ら
、
人
間
が
ス
ペ
ー
ス
コ
ロ
ニ
ー
で
暮

ら
す
よ
う
な
日
が
き
て
も
、
お
そ
ら
く
妖

怪
は
消
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
っ
た

と
き
に
、
今
度
は
ど
ん
な
妖
怪
た
ち
が
現

れ
る
の
か
楽
し
み
で
す
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
3
月
30
日
取
材
）

河童の呼称の分布図
出典：国立歴史民俗博物館の展示パネル「河童―呼
称の分布図」を作成者・三好周平氏の許可を得て転載

（注）クリーク

デルタ（三角州）などの低湿地につくられた人工的水路。
中国の揚子江（ようすこう）やインドシナ半島のメコン川、
タイのチャオプラヤー川のデルタにも見られる。
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江
戸
期
の
三
大
改
革
と

妖
怪
文
化
の
変
遷

　

2 

0 

1 

5
年
、
神
戸
市
立
須
磨
海
浜
水

族
園
で
「
水
辺
の
妖
怪
」
の
特
別
展
が
開

催
さ
れ
、
私
も
講
演
し
ま
し
た
。
水
辺
の

妖
怪
と
い
え
ば
河
童
や
海
坊
主
を
思
い
浮

か
べ
ま
す
が
、
実
在
す
る
魚
が
妖
怪
的
に

扱
わ
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
の
で
す
。

　

例
え
ば
サ
メ
。
古
く
は
鰐わ

に

と
も
呼
ば
れ

ま
し
た
。「
水
面
に
映
っ
た
影
を
鰐
に
呑
ま

れ
る
と
そ
の
人
は
死
ぬ
」
と
か
「
海
で
船

が
進
ま
な
く
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
鰐
に
魅

入
ら
れ
た
せ
い
だ
」
と
い
っ
た
話
が
各
地

に
あ
り
ま
す
。

　

古
来
、
日
本
人
は
自
然
へ
の
恐
れ
や
、

理
屈
で
は
説
明
で
き
な
い
事
象
へ
の
答
え

と
し
て
妖
怪
と
い
う
存
在
を
生
み
出
し
て

き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
都
市
部
を

中
心
に
妖
怪
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
楽

し
む
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
大
衆
文
化
と

し
て
の
「
妖
怪
文
化
」
に
発
展
し
ま
す
。

　

興
味
深
い
の
は
、
長
く
続
く
江
戸
時
代

で
妖
怪
文
化
の
あ
り
方
に
い
く
つ
か
の
変

遷
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
江
戸
の
三
大
改

革
（
享
保
、
寛
政
、
天
保
）
が
区
切
り
に
な
っ

た
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

「
妖
怪
は
い
な
い
」
が

常
識
に
な
る

　

ま
ず
享
保
の
改
革
（
1 

7 
1 
6
〜
1 

7 

4 

5
）
は
、
長
く
緩
や
か
に
文
化
に
影
響
を

与
え
ま
し
た
。
八
代
将
軍
吉
宗
は
、
殖
産

現
代
に
息
づ
く

江
戸
の
妖
怪
文
化

時
代
が
下
り
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
妖
怪
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
楽
し
む
「
妖
怪
文
化
」
が
発
達
す

る
。
そ
れ
は
畏
怖
の
対
象
だ
っ
た
妖
怪
が
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
」
し
た
過
程
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
香

川
雅
信
さ
ん
に
「
江
戸
時
代
か
ら
現
代
に
続
く
妖
怪
文
化
」
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。
妖
怪
の
変
遷
に

は
社
会
の
移
り
変
わ
り
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
人
々
の
心
の
変
化
が
き
わ
め
て
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。

ぼくらには妖怪が必要だ　妖怪文化論

香川 雅信 さん
かがわ まさのぶ

兵庫県立歴史博物館 主査・学芸員

1969年香川県生まれ。大阪大学大学院文学研究科博
士後期課程単位取得退学。総合研究大学院大学文化科
学研究科にて妖怪に関する研究で博士号（学術）を取
得。1999年4月から兵庫県立歴史博物館に勤務。「妖
怪を必要としてきた人間（の文化）」を研究する。著書に
『江戸の妖怪革命』（角川学芸出版 2013）、共著に『図
説 妖怪画の系譜』（河出書房新社 2009）などがある。

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

2 

0 

1 

6
年
の
夏
、
青
森
県
の
八
戸
市

博
物
館
で
「
か
っ
ぱ
展
」
が
開
か
れ
ま
す
。

展
示
の
目
玉
は
「
よ
る
な
近
づ
く
な
。
メ

ド
ツ
が
出
る
ぞ
」
と
描
い
て
あ
る
看
板
で

す
。
メ
ド
ツ
と
は
八
戸
周
辺
の
河
童
の
呼

称
。
つ
ま
り
、
農
業
用
水
に
子
ど
も
を
近

づ
け
な
い
た
め
に
か
つ
て
設
置
さ
れ
た
看

板
が
、
用
水
路
が
暗あ

ん
き
ょ渠

化
さ
れ
て
不
要
に

な
っ
た
の
で
す
。
今
、
河
童
が
看
板
に
使

わ
れ
る
場
合
は
「
川
を
き
れ
い
に
し
よ

う
」
と
い
う
意
味
合
い
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

「
メ
ド
ツ
が
出
る
ぞ
」
と
い
う
看
板
の
撤

去
は
、
川
さ
え
も
人
間
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
象
徴
的
な
出
来

事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

昔
ほ
ど
怖
い
存
在
と
し
て
語
り
継
が
れ

る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
河
童
を

は
じ
め
と
す
る
か
つ
て
の
妖
怪
た
ち
は
、

ア
ニ
メ
や
漫
画
を
は
じ
め
と
す
る
娯
楽
や

創
作
の
世
界
に
活
躍
の
場
を
移
し
、
元
気

に
生
き
て
い
ま
す
。
伝
承
が
果
た
す
役
割

や
機
能
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
人
が

コ
ミ
ッ
ト
し
つ
づ
け
る
の
で
し
ょ
う
。

　

長
い
年
月
を
経
て
残
っ
て
き
た
の
で
す

か
ら
、
人
間
が
ス
ペ
ー
ス
コ
ロ
ニ
ー
で
暮

ら
す
よ
う
な
日
が
き
て
も
、
お
そ
ら
く
妖

怪
は
消
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
っ
た

と
き
に
、
今
度
は
ど
ん
な
妖
怪
た
ち
が
現

れ
る
の
か
楽
し
み
で
す
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
3
月
30
日
取
材
）

一勇斎（歌川）國芳『源頼光公舘土蜘作妖怪圖（みなもと
のよりみつこうやかたつちぐもようかいをなすず）』（天保 14
［1843］）。熱病に伏せる源頼光（右端）が将軍・徳川家
慶、手前の四天王が水野忠邦ら幕僚たち。そして、屋敷に押
しかけた無数の妖怪たちは天保の改革で犠牲になった町人
たちに見立てられている　国立国会図書館蔵
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江戸の三大改革と「妖怪文化」の変容

　 第一期 第二期 第三期

時期 「享保の改革」以降
1716年（享保元）～

「寛政の改革」以降
1787年（天明 7）～

「天保の改革」以降
1841年（天保 12）～

特徴 博物学的傾向、滑稽 怪奇趣味、
生世話（リアリズム） 風刺、華美

代表作品 鳥山石燕
『画図百鬼夜行』

四世鶴屋南北
『東海道四谷怪談』

一勇斎（歌川）國芳
『源頼光公舘土蜘作妖怪圖』 

享受層 武士、上層町民など
知識人層 庶民 庶民、子ども

変化 恐怖の対象から
娯楽の対象へ

妖怪＜幽霊
矛盾を体現する幽霊が優勢

庶民＝幕府を公然と皮肉る風刺画が人気
子ども＝おもちゃ絵によって低年齢化

興
業
政
策
を
進
め
、
そ
の
一
環
と
し
て
本

草
学
（
博
物
学
）
を
推
奨
し
、
全
国
に
採
薬

使
（
注
）
を
派
遣
し
て
各
地
の
物
産
を
徹

底
的
に
調
査
さ
せ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
科

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
日
本
人
の
自
然
観

を
大
き
く
変
え
た
の
で
す
。

　

典
型
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

植
村
政
勝
と
い
う
本
草
学
者
が
、
下
野
国

の
那
須
野
に
殺
生
石
の
調
査
に
行
っ
た
と

き
の
こ
と
。
九
尾
の
狐
が
化
身
し
た
と
さ

れ
る
殺
生
石
は
、
近
づ
く
者
を
皆
死
に
至

ら
し
め
る
と
い
う
伝
説
で
恐
れ
ら
れ
て
い

た
の
で
す
が
、
政
勝
は
そ
の
殺
生
石
を
躊

躇
な
く
か
ち
割
り
、
自
ら
舐
め
て
味
を
み

て
「
普
通
の
石
だ
」
と
結
論
づ
け
た
の
で

す
。
自
然
は
そ
れ
ま
で
、
信
仰
や
伝
説
と

い
っ
た
「
意
味
」
を
も
っ
た
存
在
で
し
た
。

そ
れ
を
政
勝
は
「
物
は
物
で
あ
り
、
観
察

三代目歌川豊国『東海道四谷怪談』。非情な夫に裏切られ、死
んだあと祟りをなす「お岩」が提灯から現れるシーン。『東海道
四谷怪談』は鶴屋南北作の歌舞伎狂言　国立歴史民俗博物館蔵

出典：香川雅信氏の論文「江戸の三大改革と妖怪文化」より編集部が一部加筆して転載

で
き
る
要
素
の
集
合
体
で
し
か
な
い
」
と

見
な
し
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
自
然
と
の
接
し
方
が
変
わ
っ

て
く
る
と
、
人
々
は
徐
々
に
自
然
を
恐
れ

な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
自
然
の

象
徴
だ
っ
た
妖
怪
の
地
位
も
落
ち
、「
妖
怪

な
ん
て
い
な
い
」
と
い
う
考
え
が
常
識
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
と

き
の
江
戸
の
人
た
ち
は
「
い
な
い
け
れ
ど

も
い
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
楽
し
ん
だ
方

が
い
い
」
と
考
え
、
妖
怪
を
娯
楽
の
対
象

と
し
て
捉
え
直
し
ま
す
。
こ
の
お
か
げ
で

18
世
紀
後
半
に
妖
怪
文
化
が
盛
ん
に
な
る

の
で
す
。

　

こ
の
こ
ろ
刊
行
さ
れ
た
鳥
山
石
燕
の

『
画
図
百
鬼
夜
行
』
は
、
い
わ
ば
「
妖
怪

図
鑑
」
の
よ
う
な
も
の
。
そ
れ
ま
で
概
念

上
の
存
在
だ
っ
た
妖
怪
に
わ
か
り
や
す
い

視
覚
的
特
徴
を
与
え
、
人
々
の
好
奇
心
を

満
た
す
ユ
ニ
ー
ク
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し

て
描
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
妖
怪
は

浮
世
絵
や
芝
居
、
落
語
の
題
材
と
し
て
も

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
の
社
会
に

妖
怪
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
の
で
す
。

　

当
時
、
特
に
人
気
が
あ
っ
た
の
が
、
滑

稽
な
化
け
物
（
妖
怪
）
が
多
数
登
場
す
る

「
黄き

び
ょ
う
し

表
紙
」
と
い
う
大
人
向
け
の
草
双
紙

で
し
た
。
こ
れ
は
滑
稽
絵
本
で
す
が
文
芸

性
が
高
く
、
作
者
も
武
士
が
多
か
っ
た
。

黄
表
紙
を
多
く
描
い
た
十
辺
舎
一
九
や
滝

沢
馬
琴
も
実
は
武
士
で
す
。
黄
表
紙
は
知

的
な
遊
び
や
風
刺
の
き
い
た
内
容
な
の
で
、

当
時
の
妖
怪
文
化
の
享
受
層
は
知
識
人
た

ち
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

恐
怖
の
対
象
か
ら

再
び
娯
楽
の
対
象
へ

　

こ
の
妖
怪
ブ
ー
ム
に
水
を
差
し
た
の
が

寛
政
の
改
革
（
1 

7 

8 

7
〜
1 

7 

9 

3
）
で
す
。

綱
紀
粛
正
で
言
論
・
出
版
に
厳
し
い
統
制

が
加
え
ら
れ
、
黄
表
紙
は
急
速
に
衰
え
ま

す
。

　

一
方
、
こ
の
時
期
は
飢
饉
な
ど
に
よ
り

貧
し
い
人
々
が
大
量
に
江
戸
へ
流
入
し
ま

す
。
文
化
の
中
心
は
、
圧
倒
的
に
人
口
が

多
い
庶
民
に
移
り
ま
す
。
す
る
と
知
的
な

笑
い
よ
り
も
、
わ
か
り
や
す
く
て
刺
激
の

強
い
娯
楽
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け

で
観
客
を
怖
が
ら
せ
る
「
怪
談
狂
言
」
や
、

残
虐
な
殺
人
や
祟
り
、
怪
奇
な
ど
お
ど
ろ

お
ど
ろ
し
い
表
現
を
売
り
に
し
た
「
合ご

う

巻か
ん

」
と
い
う
草
双
紙
が
流
行
し
ま
す
。
登

場
す
る
妖
怪
に
、
も
は
や
滑
稽
さ
は
な
く
、

人
間
を
襲
う
不
気
味
で
恐
ろ
し
い
存
在
と

し
て
描
か
れ
ま
し
た
。「
妖
怪
文
化
」
の
質

が
暴
力
的
、
見
世
物
的
な
も
の
へ
と
変
容

し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、『
東
海
道
四
谷
怪
談
』
の
よ
う
に
、

（注）採薬使

山野に分け入り、薬草を採集する人のこと。
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妖怪文化論　ぼくらには妖怪が必要だ

庶
民
の
厳
し
い
暮
ら
し
を
リ
ア
ル
に
描
く

「
生き

ぜ
わ
も
の

世
話
物
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
人
気

を
博
し
、
自
然
に
由
来
す
る
妖
怪
よ
り
、

人
間
の
恨
み
や
情
念
を
体
現
し
た
幽
霊
の

方
が
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
す
。

　

三
度
、
妖
怪
文
化
の
転
機
と
な
る
の
が
、

天
保
の
改
革
（
1 

8 

4 
1
〜
1 

8 

4 

3
）。
庶

民
の
暮
ら
し
を
厳
し
く
規
制
し
よ
う
と
し

た
こ
の
改
革
は
2
年
足
ら
ず
で
失
敗
に
終

わ
る
の
で
す
が
、
当
時
の
人
々
は
幕
府
に

不
満
を
募
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
折

に
板は

ん
こ
う行

さ
れ
た
『
源

み
な
も
と
の
よ
り
み
つ
こ
う
や
か
た
つ
ち
ぐ
も
よ
う

頼
光
公
舘
土
蜘
作
妖

怪か
い
を
な
す
ず

圖
』（
一
勇
斎
﹇
歌
川
﹈
國
芳
画
、
1 

8 

4 

3
年

﹇
天
保
14
﹈）
は
、
妖
怪
の
姿
を
借
り
て
庶
民

の
怒
り
を
表
現
し
た
風
刺
画
と
し
て
大
評

判
と
な
り
ま
す
。
あ
ま
り
の
人
気
に
版
元

が
恐
れ
を
な
し
て
自
主
回
収
す
る
ほ
ど
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
次
々
と
似
た
よ
う
な

妖
怪
風
刺
画
が
出
回
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、
天
保
の
改
革
で
は
多
色
刷
り
の

華
美
な
出
版
物
が
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
失

敗
後
は
そ
の
反
動
で
い
っ
そ
う
豪
華
な
も

の
が
は
や
り
、
浮
世
絵
師
た
ち
が
こ
ぞ
っ

て
カ
ラ
フ
ル
な
お
も
ち
ゃ
絵
を
制
作
し
ま

す
。
な
か
で
も
妖
怪
を
題
材
に
し
た
「
化

け
物
双
六
」
や
「
お
化
け
か
る
た
」、
そ
し

て
「
化
け
物
づ
く
し
」
と
い
う
一
枚
も
の

の
妖
怪
図
鑑
が
子
ど
も
た
ち
に
大
人
気
と

な
り
、
た
く
さ
ん
の
種
類
が
つ
く
ら
れ
ま

し
た
。

　

こ
う
し
て
滑
稽
で
愛
さ
れ
る
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
取
り
戻
し
た
妖
怪
は
、
大
人
か
ら

子
ど
も
ま
で
誰
も
が
楽
し
め
る
娯
楽
と
し

て
、
江
戸
末
期
に
一
つ
の
成
熟
期
を
迎
え

た
の
で
す
。

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と

エ
ン
タ
メ
の
共
犯
関
係

　

お
も
ち
ゃ
絵
の
ブ
ー
ム
が
明
治
中
ご
ろ

ま
で
続
い
た
後
、
妖
怪
は
学
問
の
世
界
で

扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
明
治
期
に

は
哲
学
者
の
井
上
円
了
が
「
妖
怪
学
」
を

提
唱
し
、
大
正
・
昭
和
期
に
は
、
風
俗
史

学
や
民
俗
学
な
ど
が
妖
怪
を
題
材
に
研
究

を
行
な
い
ま
し
た
。

　

再
び
多
く
の
人
た
ち
の
間
で
妖
怪
が
脚

光
を
浴
び
る
の
は
高
度
経
済
成
長
期
以
降

で
す
。
こ
れ
は
水
木
し
げ
る
の
存
在
が
大

き
い
で
し
ょ
う
。
1 

9 

6 

8
年
（
昭
和
43
）、

『
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
』
の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ

が
放
送
さ
れ
る
と
大
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
ま

し
た
。

　

水
木
し
げ
る
に
始
ま
る
現
代
の
妖
怪
文

化
は
「
妖
怪
再
発
見
」
と
言
い
換
え
て
も

よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
特
徴
は
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
す
。

『
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
』
に
出
て
く
る
妖
怪

『おばけかるた』（万延
元［1860］）。天保の
改革のあと、数多くつく
られたおもちゃ絵の一つ
兵庫県立歴史博物館蔵（入江
コレクション）

一反木綿に乗る鬼太郎
と目玉おやじ。水木しげ
るの『ゲゲゲの鬼太郎』
は近年の妖怪文化に強
い影響を与えた　
©水木プロ

の
多
く
は
、
柳
田
國
男
の
『
妖
怪
談
義
』

に
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
す
。
水
木
し
げ
る

は
明
ら
か
に
民
俗
学
の
成
果
を
利
用
し
、

そ
れ
を
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
に
昇
華

さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
後
、
作
家
の

京
極
夏
彦
さ
ん
が
や
は
り
民
俗
学
の
研
究

を
ベ
ー
ス
に
小
説
を
書
い
て
い
ま
す
。
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

に
、
あ
る
種
の
共
犯
関
係
が
で
き
あ
が
っ

て
い
る
。
そ
う
い
う
点
で
妖
怪
は
他
に
は

見
ら
れ
な
い
分
野
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
は
言
っ
て
も
、
妖
怪
は
古
い
も
の

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
共
同
体
の
な
か

で
自
然
と
生
ま
れ
、
語
り
継
が
れ
る
の
が

妖
怪
で
す
。
現
代
な
ら
現
代
な
り
に
、
都

市
や
学
校
と
い
う
新
し
い
共
同
体
で
「
ト

イ
レ
の
花
子
さ
ん
」
や
「
口
裂
け
女
」
な

ど
の
新
し
い
妖
怪
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
ま

た
学
問
の
研
究
対
象
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
今
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
妖
怪

話
が
次
々
と
誕
生
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば

「
く
ね
く
ね
」
な
ど
い
ろ
ん
な
話
が
ネ
ッ

ト
に
は
た
く
さ
ん
出
回
っ
て
い
ま
す
。

　

不
特
定
多
数
の
人
が
つ
な
が
る
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
、
誰
も
が
妖
怪
の

つ
く
り
手
、
伝
い
手
に
な
り
得
る
。
こ
れ

か
ら
は
、
今
ま
で
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な

い
ス
ピ
ー
ド
で
新
し
い
妖
怪
た
ち
が
次
々

出
現
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
3
月
17
日
取
材
）
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妖
怪
は
山
で
暮
ら
す

「
生
活
必
需
品
」

妖
怪
と
遊
ん
だ

お
ば
あ
ち
ゃ
ん

「
妖
怪
の
話
か
ね
？ 

妖
怪
は
な
、
子
ど

も
の
こ
ろ
に
一
緒
に
遊
ん
だ
よ
。
小
学
校

5
年
生
か
6
年
生
か
な
、
弟
も
一
緒
に
い

た
ん
よ
。
夏
休
み
に
お
父
さ
ん
の
手
伝
い

で
、
ず
ー
っ
と
山
奥
に
行
っ
た
ん
じ
ゃ
。

昼
ご
は
ん
食
べ
た
あ
と
に
谷
へ
下
り
て
、

弟
と
ウ
ナ
ギ
を
と
っ
て
遊
ん
で
た
ら
な
、

山
か
ら
な
、
履
物
も
履
か
ず
服
も
着
ず
、

蓑
を
羽
織
っ
た
だ
け
の
男
が
降
り
て
き
た

ん
や
。
私
は
子
ど
も
だ
か
ら
遊
ぼ
う
と
思

っ
て
男
に
水
を
か
け
た
ん
よ
。
し
ば
ら
く

し
て
山
に
帰
っ
て
っ
た
か
ら
、
お
父
さ
ん

に
『
あ
れ
誰
？
』
と
聞
い
た
ん
よ
。
そ
し

た
ら
『
そ
れ
、
ヤ
マ
ジ
ジ
じ
ゃ
！
』
と
い

う
ん
や
。
い
や
、
ふ
つ
う
の
人
間
よ
。
た

だ
長
い
毛
が
ぼ
つ
ぼ
つ
生
え
て
た
な
。
足

と
か
に
な
」

徳
島
県
の
山
間
部
に
「
妖
怪
」
で
ま
ち
お
こ
し
に
取
り
組
む
地
域
が
あ
る
。
吉
野
川

の
上
流
部
に
位
置
し
、
名
勝
「
大お

お
ぼ
け

歩
危
小こ

ぼ

け
歩
危
」
を
擁
す
る
三
好
市
の
山や

ま
し
ろ
ち
ょ
う

城
町
だ
。

児こ
な
き
じ
じ

啼
爺
発
祥
の
地
で
あ
り
、
世
界
妖
怪
協
会
の
「
怪
遺
産
」
に
も
認
定
さ
れ
て
い
る
。

高
知
県
、
愛
媛
県
と
の
境
に
あ
る
こ
の
山
深
き
ま
ち
を
訪
ね
る
と
、
妖
怪
は
人
々
の

暮
ら
し
を
支
え
て
き
た
か
け
が
え
の
な
い
存
在
だ
と
わ
か
っ
た
。

ぼくらには妖怪が必要だ　Report 1
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写真：高台から山城町を望む。この険しい地
形で暮らすための知恵の結晶が妖怪なのだ

子どものころ妖怪と遊んだという岡瀬シゲ女さん。右上は山城町の
住民がつくった「ヤマジジ」の彫刻

（注 2）山岳武士

大黒氏、藤川氏、西宇氏の「三名士」
が有名。鎌倉時代に土佐、伊予との
国境警備のため来住したと伝わる。

（注 1）山城町

1956年（昭和 31）、三名村（さんみ
ょうそん）と山城谷村（やましろだにそ
ん）が合併してできた。

　

こ
う
話
し
て
く
れ
た
の
は
、
岡
瀬
シ
ゲ

女じ
ょ

さ
ん
（
82
歳
）
だ
。
ヤ
マ
ジ
ジ
が
帰
っ

て
い
っ
た
山
は
、
裸
足
で
は
と
て
も
歩
け

な
い
よ
う
な
森
だ
と
い
う
。

　

徳
島
県
三
好
市
山
城
町
に
は
、
こ
う
し

た
妖
怪
に
ま
つ
わ
る
話
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

妖
怪
と
遭
っ
た
と
い
う
人
は
岡
瀬
さ
ん
一

人
に
な
っ
た
が
、
幼
い
こ
ろ
に
親
や
祖
父

母
か
ら
妖
怪
の
話
を
聞
い
た
人
は
数
多
い
。

今
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
お
よ
そ
60
種
、

町
内
1 

5 

0 

カ
所
に
妖
怪
や
憑
き
物
の
伝

説
が
残
っ
て
い
る
。

　

山
城
町
（
注
1
）
は
人
口
1
万
4 

0 

0 

0
人
ほ
ど
だ
っ
た
が
、
合
併
し
て
三
好
市

と
な
っ
た
2 

0 

0 

6
年
（
平
成
18
）
に
は
5 

0 

0 

0
人
弱
と
3
分
の
1
に
減
少
。
こ
の

ま
ま
過
疎
が
進
め
ば
消
滅
し
て
し
ま
う
、

人
を
惹
き
つ
け
る
魅
力
が
な
い
も
の
か
と

見
回
す
と
、
鎌
倉
時
代
か
ら
続
く
山
岳
武

士
（
注
2
）
や
妖
怪
の
話
が
あ
っ
た
。
そ

こ
で
妖
怪
を
核
に
伝
説
を
掘
り
起
こ
し
て

活
性
化
に
つ
な
げ
よ
う
と
、
町
の
有
志
が

「
四
国
の
秘
境 

山
城
・
大
歩
危
妖
怪
村
」

（
以
下
、
妖
怪
村
）
を
結
成
し
た
。

　

妖
怪
村
の
プ
ラ
ン
は
2 

0 

0 

8
年
（
平

成
20
）、
農
林
水
産
省
の
「
い
き
い
き
ふ
る

さ
と
大
計
画
」
に
採
択
さ
れ
る
。
民
主
党

政
権
の
事
業
仕
分
け
に
遭
う
ま
で
の
2
年

間
、
妖
怪
の
彫
刻
づ
く
り
や
妖
怪
巡
り
の

コ
ー
ス
整
備
な
ど
を
行
な
う
。
そ
の
後
も

うっそうとした妖怪古道の奥にある「赤子淵」

山城町の妖怪話をまとめた下岡昭一さん
（右）と妖怪村の事務局を務める平田政廣
さん（左）

住
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
支
え
ら
れ
、
毎

年
11
月
に
「
妖
怪
ま
つ
り
」
を
実
施
す
る

な
ど
、
活
動
を
続
け
て
い
る
。

死
と
背
中
合
わ
せ
の

山
の
暮
ら
し

　

妖
怪
村
の
村
議
会
議
員
を
務
め
る
下
岡

昭
一
さ
ん
、
事
務
局
の
平
田
政
廣
さ
ん
に

町
内
を
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
。
18
歳
で

こ
の
土
地
を
離
れ
、
退
職
後
に
戻
っ
た
下

岡
さ
ん
は
妖
怪
話
の
聞
き
取
り
を
行
な
い

『
こ
な
き
じ
じ
い
の
里 

妖
怪
村
伝
説
』（
2 

0 

0 

9
）
と
『
妖
怪
村
伝
説 

お
と
ろ
し
や
』

（
2 

0 

1 

2
）
を
ま
と
め
た
人
物
だ
。
平
田

さ
ん
は
山
城
町
役
場
の
職
員
と
し
て
地
域

振
興
に
長
年
取
り
組
ん
で
い
た
。

　

吉
野
川
の
支
流
・
藤ふ

じ
か
わ
だ
に

川
谷
川
の
流
域
か

ら
巡
る
と
、
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
が
、

そ
こ
か
し
こ
に
置
か
れ
た
妖
怪
の
彫
刻
。

「
す
べ
て
住
民
の
手
づ
く
り
な
ん
で
す
よ
」
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よ
」。
下
岡
さ
ん
は
そ
う
語
っ
た
。

森
は
「
水
の
源
」

だ
か
ら
妖
怪
が
多
い

　

山
深
い
山
城
町
だ
が
、
意
外
な
こ
と
に

妖
怪
話
は
水
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
半
数
以

上
を
占
め
る
。「
山
や
森
は
水
の
源
で
す
よ

ね
。
だ
か
ら
水
に
ま
つ
わ
る
妖
怪
話
が
必

ず
あ
り
ま
す
」
と
下
岡
さ
ん
。

　

本
来
な
ら
人
が
住
め
な
い
よ
う
な
険
し

い
山
中
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
雨
が
降
る
と

山
津
波
な
ど
の
災
害
も
多
い
。
そ
の
た
め

に
「
水
源
を
荒
ら
し
て
は
い
け
な
い
」「
山

の
神
、
森
の
神
が
宿
る
巨
木
を
伐
っ
て
は

い
け
な
い
」
と
の
意
識
が
今
も
強
い
。

「
水
源
が
な
い
と
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
し
、

む
や
み
に
木
を
伐
る
と
山
が
荒
れ
て
洪
水

に
な
る
。
だ
か
ら
昔
の
人
は
妖
怪
話
を
使

っ
て
、
人
の
手
を
制
限
し
て
い
た
の
で
し

ょ
う
」
と
下
岡
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。

　

代
表
的
な
の
が
、
山
城
町
と
高
知
県
大

豊
町
の
境
に
あ
る
「
野の

か
の
い
け

鹿
池
」（
注
3
）
だ
。

　

二
礼
二
拍
手
一
礼
し
て
鳥
居
を
く
ぐ
り
、

斜
面
を
登
る
。
さ
ら
に
木
道
を
歩
く
と
雨

乞
い
の
た
め
奉
納
さ
れ
た
祠
が
あ
る
。
周

辺
の
地
表
に
は
う
っ
す
ら
と
水
が
に
じ
み
、

湿
地
の
よ
う
だ
。
野
鹿
池
は
こ
の
地
域
の

水
源
と
し
て
昔
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
近

隣
の
み
な
ら
ず
讃
岐
（
香
川
県
）
か
ら
も
雨

（注 3）野鹿池

野鹿池山（標高 1294m）の山頂付近にある。ホン
シャクナゲとオオミズゴケが見られ、徳島県の自然環
境保全地域に指定されている。面積は約 10ha。

　

山
道
で
飢
え
や
疲
労
、
脱
水
で
亡
く
な

っ
た
人
の
霊
と
い
わ
れ
る
「
ヒ
ダ
ル
ガ

ミ
」
の
彫
刻
が
あ
る
。
住
民
た
ち
は
「
山

に
い
る
と
き
は
水
は
一
口
、
お
に
ぎ
り
の

3
分
の
1
は
必
ず
残
し
て
お
け
」
と
言
わ

れ
て
育
つ
。
ヒ
ダ
ル
ガ
ミ
に
取
り
つ
か
れ

て
死
な
な
い
よ
う
に
だ
。「
山
仕
事
の
帰
り

に
道
に
迷
う
と
ど
う
し
よ
う
も
な
い
で
す

か
ら
ね
」
と
下
岡
さ
ん
。

　

つ
づ
ら
折
り
の
山
道
を
登
り
き
っ
た
見

晴
ら
し
の
よ
い
場
所
に
大
天
狗
の
像
が
立

っ
て
い
た
。
平
田
さ
ん
が
「
あ
れ
が
私
の

自
宅
で
す
」
と
指
さ
す
先
を
見
る
と
、
垂

直
に
近
い
切
り
立
っ
た
山
肌
に
家
が
あ
る
。

ま
る
で
天
空
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

と
平
田
さ
ん
。
表
情
は
怖
い
が
、
ど
こ
か

愛
嬌
が
あ
る
。

　

藤
川
谷
川
の
支
流
を
遡
る
と
「
妖
怪
古

道
」
に
出
た
。
も
と
も
と
お
遍
路
の
道
だ

っ
た
と
い
う
苔
む
し
た
小
道
は
昼
な
お
暗

い
。
岩
陰
か
ら
先
が
見
通
せ
な
い
の
で
何

か
出
そ
う
だ
と
思
っ
た
ら
赤あ

か
ご子

の
彫
刻
が

現
れ
て
ド
キ
ッ
と
す
る
。
こ
こ
は
「
赤
子

淵
」。
そ
ば
を
通
り
か
か
る
と
「
オ
ギ
ャ

ー
オ
ギ
ャ
ー
」
と
赤
子
が
泣
く
声
が
聞
こ

え
る
と
の
言
い
伝
え
が
あ
る
。
足
元
が
滑

り
や
す
い
の
で
覗
き
込
む
と
淵
に
落
ち
て

命
を
落
と
す
危
険
性
も
…
…
。
実
際
に
下

岡
さ
ん
の
親
戚
は
自
転
車
で
淵
に
落
ち
て

大
ケ
ガ
を
し
た
。

い
か
に
険
し
い
地
形
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。

「
山
の
暮
ら
し
は
厳
し
い
で
す
。
自
分
の

家
の
庭
か
ら
落
ち
て
、
死
ぬ
よ
う
な
ケ
ガ

を
す
る
。
私
も
2
回
落
ち
て
い
ま
す
」
と

下
岡
さ
ん
。「
崖
の
よ
う
な
険
し
い
山
を
崩

し
、
出
て
き
た
岩
で
石
垣
を
積
ん
で
敷
地

を
つ
く
り
家
を
建
て
、
わ
ず
か
な
土
地
で

農
作
物
を
育
て
る
。
畑
な
ん
て
ふ
つ
う
の

人
な
ら
転
げ
落
ち
て
し
ま
う
よ
う
な
急
斜

面
で
す
。
山
仕
事
も
畑
仕
事
も
、
毎
日
が

危
険
と
隣
り
合
わ
せ
な
の
で
す
」。

　

山
城
町
で
は
、
誰
か
が
死
ん
だ
り
、
水

害
が
起
き
た
と
こ
ろ
に
は
必
ず
妖
怪
話
が

あ
る
。「
子
ど
も
が
近
づ
い
た
ら
危
な
い
か

ら
、
あ
そ
こ
に
妖
怪
話
を
つ
く
っ
て
行
か

せ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
大
人
た
ち
が

考
え
、
語
り
継
が
れ
て
き
た
。
そ
う
、
危

険
な
場
所
だ
ら
け
の
こ
の
土
地
で
暮
ら
す

た
め
に
は
妖
怪
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。「
こ

こ
の
妖
怪
た
ち
は
生
活
必
需
品
な
の
で
す

昭和 30年代の大歩危峡　提供：妖怪村

水がにじみ出る野鹿池。この奥に雨乞いの祠がある

住民手づくりの大天狗
の彫刻。この付近には
天狗にさらわれた言い
伝えが残る
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乞
い
に
来
て
い
た
。

「『
こ
こ
に
来
れ
ば
讃
岐
に
も
雨
を
降
ら

せ
て
く
れ
る
』
と
考
え
た
の
で
す
ね
。
し

か
も
香
川
の
人
た
ち
は
雨
が
降
っ
た
と
き

の
姿
、
つ
ま
り
蓑
笠
を
着
て
く
る
。
水
を

瓶
に
汲
ん
で
帰
る
と
き
も
『
水
瓶
を
置
い

た
と
こ
ろ
に
雨
が
降
る
』
と
い
わ
れ
て
い

た
の
で
地
面
に
置
か
ず
、
交
代
で
大
事
に

抱
え
て
帰
っ
た
そ
う
で
す
」（
下
岡
さ
ん
）

　

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
大
き
な
切
り
株
が
あ

る
の
は
、
過
去
に
大
木
が
切
り
出
さ
れ
た

痕
跡
。
下
岡
さ
ん
は
「
私
が
幼
い
こ
ろ
、

こ
こ
の
木
を
伐
る
な
ん
て
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
」
と
嘆
く
。
平
田
さ
ん
は
「
お
金
に

目
が
く
ら
ん
だ
人
が
い
た
の
で
す
よ
」
と

言
う
。
水
源
の
森
の
木
を
伐
っ
た
人
は
、

不
思
議
と
事
故
や
病
気
で
急
死
す
る
「
祟

り
」
の
話
が
い
く
つ
も
あ
る
そ
う
だ
。

　

こ
う
し
た
祟
り
や
民
話
を
「
時
代
後

れ
」
と
片
づ
け
る
の
は
簡
単
だ
。
し
か
し

妖
怪
村
の
メ
ン
バ
ー
で
、
ホ
テ
ル
や
観
光

遊
覧
船
事
業
を
手
が
け
る
大
歩
危
峡
ま
ん

な
か
の
大
平
克
之
さ
ん
は
こ
う
話
す
。

「
こ
こ
に
は
日
本
の
原
風
景
が
あ
り
ま
す
。

妖
怪
が
息
づ
い
て
い
る
雰
囲
気
が
今
も
漂

う
。
だ
か
ら
私
た
ち
は
行
政
に
『
妖
怪
を

殺
さ
な
い
た
め
に
も
、
こ
れ
以
上
開
発
し

な
い
で
く
れ
』
と
要
望
し
て
い
ま
す
」

　

開
発
を
望
ま
な
い
の
は
「
塩
さ
え
手
に

入
れ
ば
あ
と
は
な
ん
で
も
つ
く
れ
る
さ
」

と
平
田
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
は

皆
、
よ
そ
に
頼
ら
ず
自
給
自
足
で
暮
ら
し

て
き
た
自
信
が
あ
る
か
ら
だ
。
妖
怪
の
彫

刻
だ
っ
て
ど
こ
か
の
会
社
に
発
注
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
お
年
寄
り
か
ら
子
ど
も
ま

で
、
町
民
総
出
で
こ
し
ら
え
た
。

　

さ
ら
に
、
狸
に
化
か
さ
れ
た
話
が
そ
こ

か
し
こ
に
あ
る
の
も
、
強
い
共
同
体
を
保

つ
知
恵
の
一
つ
。「
急
に
眠
く
な
っ
て
、
気

づ
い
た
ら
朝
だ
っ
た
」
と
言
え
ば
「
そ
れ

は
狸
の
仕
業
だ
。
災
難
だ
っ
た
ね
」
と
丸

く
収
ま
る
。
朝
帰
り
の
理
由
が
な
ん
で
あ

れ
、
一
人
で
も
欠
け
た
ら
労
働
力
が
失
わ

れ
、
途
端
に
生
活
は
苦
し
く
な
る
。
妖
怪

を
介
す
る
こ
と
で
、
相
手
を
咎
め
な
い

「
許
す
文
化
」
も
か
つ
て
は
あ
っ
た
。

　

険
し
い
山
で
暮
ら
し
つ
づ
け
る
た
め
に

必
要
な
記
憶
や
知
恵
。
そ
れ
を
途
絶
え
さ

せ
な
い
た
め
に
生
ん
だ
妖
怪
話
は
、
こ
れ

か
ら
も
語
り
継
が
れ
て
い
く
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
4
月
14
〜
15
日
取
材
）

下
岡
さ
ん
が
「
妖
怪
は
迷
信
深
い
山
里
の

人
た
ち
だ
け
の
話
で
は
な
い
の
で
す
」
と

口
調
を
強
め
た
よ
う
に
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
と

い
う
今
日
的
な
概
念
が
生
ま
れ
る
は
る
か

以
前
か
ら
自
然
を
敬
い
、
謙
虚
に
暮
ら
す

た
め
に
生
ま
れ
た
知
恵
な
の
だ
。

狸
に
化
か
さ
れ
た
話
の

意
外
な
理
由

　

妖
怪
、
伝
説
、
祟
り
…
…
さ
ま
ざ
ま
な

伝
説
ひ
し
め
く
妖
怪
村
の
活
動
は
、
行
政

の
補
助
金
に
頼
ら
ず
、
独
自
の
財
源
で
運

営
し
て
い
る
。
原
資
の
一
つ
が
「
児
啼

爺
」
の
商
標
。
水
木
し
げ
る
の
漫
画
『
ゲ

ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
』
で
有
名
に
な
っ
た
妖
怪

の
商
標
を
な
ぜ
か
山
城
町
が
も
っ
て
い
た
。

合
併
後
に
譲
り
受
け
、
今
は
株
式
会
社
大

歩
危
妖
怪
村
が
管
理
す
る
。
同
社
の
社
長

は
「
過
疎
が
進
ん
で
い
る
の
で
、
地
元
の

役
に
立
ち
た
い
」
と
か
か
わ
る
よ
う
に
な

っ
た
中
島
義
憲
さ
ん
。
グ
ッ
ズ
販
売
で
利

益
を
確
保
し
、
妖
怪
の
彫
刻
づ
く
り
や
視

察
費
用
に
あ
て
て
い
る
。

　

課
題
は
あ
る
が
解
決
策
は
ユ
ニ
ー
ク
だ
。

毎年 11月に町内で開かれる「妖怪まつり」。住民
みんなで楽しんでいる　提供：妖怪村

「児啼爺」の石像。台座の
文字は水木しげるの直筆

妖怪村の活動に携わる大平克之さん（左）と
中島義憲さん（右）。台湾の企業・団体と妖
怪を通じた交流・連携もスタートした

見事な景観の大歩危峡
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妖
怪
と
い
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共
通
項
」に
導
か
れ
て
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妖怪という「共通項」に導かれて21

京
都
と
妖
怪
。
一
見
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
よ
う
だ
が
、
平
安
時
代

か
ら
続
く
古
都
に
は
、
実
は
妖
怪
の
気
配
が
色
濃
い
。
洛
北

に
あ
る
一
条
通
り
で
は
妖
怪
に
ま
つ
わ
る
イ
ベ
ン
ト
が
定
期

的
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
妖
怪
を
創
作
す
る
作
家
と
妖
怪
好

き
が
集
ま
る
「
妖
怪
ア
ー
ト
フ
リ
マ 

モ
ノ
ノ
ケ
市
」
は
そ
の

一
つ
。
訪
ね
る
と
、
妖
怪
を
巡
る
現
代
の
若
者
事
情
が
垣
間

見
え
た
。

「妖怪アートフリマ モノノケ市」に出展していた若者たち。
それぞれ趣向を凝らした仮装が見事
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妖
怪
を
テ
ー
マ
に
し
た

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

　

京
都
市
の
北
、
西
大
路
通
か
ら
中な

か
だ
ち
う
り

立
売

通
ま
で
の
約
4 

0 

0 

m
に
商
店
が
軒
を
連

ね
る
大だ

い
し
ょ
う
ぐ
ん

将
軍
商
店
街
は
、
別
名
「
一
条
妖

怪
ス
ト
リ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
一
条
通
り
に
は
平
安
京
の
時
代
、

古
く
な
っ
て
捨
て
ら
れ
た
道
具
類
が
妖
怪

（
付
喪
神
﹇
つ
く
も
が
み
﹈）
に
化
け
て
行
進
し

た
と
い
う
「
百
鬼
夜
行
」
の
伝
説
が
あ
る
。

平
安
時
代
の
人
々
は
一
条
通
り
か
ら
南
を

人
の
住
む
空
間
、
北
は
人
以
外
の
も
の
が

住
む
空
間
と
し
て
区
別
し
た
。
一
条
通
り

は
ち
ょ
う
ど
境
界
線
に
あ
た
り
、
両
者
が

出
会
っ
て
し
ま
う
逢
魔
の
場
所
だ
っ
た
。

　

商
店
街
の
中
ほ
ど
に
陰
陽
道
の
神
・
大

将
軍
を
祀
る
「
大だ

い
し
ょ
う
ぐ
ん
は
ち
じ
ん
じ
ゃ

将
軍
八
神
社
」
が
あ
る
。

こ
の
境
内
で
2 

0 

0 

8
年
（
平
成
20
）
か
ら

定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
の
が
「
妖
怪

ア
ー
ト
フ
リ
マ 

モ
ノ
ノ
ケ
市
」（
以
下
、
モ

店
街
の
活
動
を
支
え
て
き
た
。

　

も
と
も
と
妖
怪
が
大
好
き
で
、
ア
ー
ト

に
も
興
味
を
抱
い
て
い
た
河
野
さ
ん
は
、

京
都
嵯
峨
芸
術
大
学
の
観
光
デ
ザ
イ
ン
学

科
で
デ
ザ
イ
ン
と
妖
怪
文
化
に
つ
い
て
学

ぶ
。
同
大
学
院
に
進
ん
で
1
年
目
の
2 

0 

0 

5
年
（
平
成
17
）、
取
材
で
訪
れ
た
の
が

大
将
軍
商
店
街
だ
っ
た
。

「
妖
怪
で
ま
ち
お
こ
し
を
す
る
と
聞
い
て

話
を
聞
き
に
来
た
と
こ
ろ
、
観
光
分
野
に

詳
し
い
人
も
い
な
け
れ
ば
も
の
づ
く
り
に

長
け
た
人
も
い
な
い
。
人
材
不
足
の
状
態

で
ス
タ
ー
ト
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
、

力
に
な
れ
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
」

　

当
初
は
商
店
街
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
ま
ち

お
こ
し
に
参
加
。
最
初
に
中
心
と
な
っ
て

か
か
わ
っ
た
イ
ベ
ン
ト
が
妖
怪
仮
装
行
列

の
「
一
条
百
鬼
夜
行
」
だ
。
妖
怪
イ
ベ
ン

ト
は
、
今
は
メ
ジ
ャ
ー
だ
が
当
時
は
珍
し

か
っ
た
。
仮
装
行
列
が
話
題
に
な
り
メ
デ

ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
、
嵐
電

（注 1）一条戻橋

京都市上京区の堀川に架かる橋。平安京のもっと
も北にあたる一条通りに、洛中と洛外を分ける橋
として架けられた。渡辺綱が鬼の腕を切り落とし
た伝説の舞台としても知られる。

1 泣き出す子どもが続出する「妖怪電車」
　提供：百妖箱
2 百妖箱の代表を務める河野隼也さん
3 大将軍商店街の理事長、井上明さん
4 井上さんが考案した「妖怪ラーメン」

1

2

3

4

ノ
ノ
ケ
市
）
だ
。
日
用
雑
貨
か
ら
お
面
、
ア

ク
セ
サ
リ
ー
、
扇
子
な
ど
作
家
手
づ
く
り

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
妖
怪
グ
ッ
ズ
が
並
ぶ
。

　

こ
の
日
初
め
て
モ
ノ
ノ
ケ
市
を
訪
れ
た
。

会
場
は
、
仮
装
し
た
出
展
者
と
妖
怪
グ
ッ

ズ
を
買
い
求
め
る
来
場
者
で
あ
ふ
れ
、
あ

る
種
独
特
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

普
段
は
閑
散
と
し
た
商
店
街
や
八
神
社
の

境
内
も
、
こ
の
日
は
ご
っ
た
返
す
。
京
都

の
み
な
ら
ず
、
近
隣
か
ら
も
妖
怪
好
き
が

集
う
人
気
の
イ
ベ
ン
ト
な
の
だ
。

商
店
街
の
活
動
を
支
え
る

「
百
妖
箱
」

　

モ
ノ
ノ
ケ
市
を
主
催
す
る
の
は
、
妖
怪

藝
術
団
体
「
百
妖
箱
」。
代
表
を
務
め
る

の
は
妖
怪
文
化
研
究
家
の
河こ

う
の
じ
ゅ
ん
や

野
隼
也
さ
ん

だ
。
河
野
さ
ん
た
ち
は
妖
怪
を
テ
ー
マ
に

さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
、
大
将

軍
商
店
街
振
興
組
合
と
連
携
し
な
が
ら
商

（
嵐
山
電
鉄
）
か
ら
「
妖
怪
電
車
」
な
る
も

の
の
運
行
依
頼
が
舞
い
込
む
。

「
こ
れ
ら
を
機
に
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に

出
張
し
て
京
都
の
妖
怪
を
P 

R
で
き
る
団

体
を
つ
く
れ
た
ら
」
と
思
い
立
ち
2 

0 

0 

8
年
に
立
ち
上
げ
た
の
が
京
都
嵯
峨
芸
術

大
学
の
学
生
有
志
で
構
成
さ
れ
る
「
百
妖

箱
」
だ
っ
た
。
モ
ノ
ノ
ケ
市
は
、
河
野
さ

ん
が
商
店
街
に
き
ち
ん
と
お
金
が
落
ち
る

た
め
の
し
く
み
と
し
て
発
案
し
た
も
の
だ
。

　

現
在
、
モ
ノ
ノ
ケ
市
と
妖
怪
電
車
を
百

妖
箱
が
主
催
し
、
仮
装
行
列
は
商
店
街
か

ら
委
託
さ
れ
る
形
で
百
妖
箱
が
請
け
負
う
。

商
店
街
は
主
に
資
金
や
場
所
を
、
百
妖
箱

は
ア
イ
デ
ィ
ア
や
若
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

提
供
す
る
。
妖
怪
ス
ト
リ
ー
ト
で
「
お
食

事
処 

い
の
う
え
」
を
営
む
傍
ら
、
商
店
街

の
理
事
長
を
務
め
る
井
上
明
さ
ん
は
言
う
。

「
活
性
化
の
一
環
と
し
て
う
ち
で
は
2 

0 

0 

6
年
か
ら
妖
怪
ラ
ー
メ
ン
を
販
売
し
て

い
ま
す
。
商
店
街
も
活
気
を
取
り
戻
そ
う

と
試
行
錯
誤
し
て
い
ま
す
が
、
年
長
者
が

多
く
な
か
な
か
難
し
い
。
河
野
君
た
ち
に

は
ほ
ん
と
う
に
感
謝
し
て
い
ま
す
」

「
妖
怪
が
好
き
」
と
い
う

価
値
観
を
共
有

　

今
で
こ
そ
妖
怪
好
き
の
間
で
反
響
の
あ

る
モ
ノ
ノ
ケ
市
だ
が
、
最
初
は
出
展
者
も
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少
な
く
、
地
べ
た
に
「
ゴ
ザ
」
を
敷
い
た

だ
け
の
簡
素
な
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

今
は
出
展
希
望
者
が
殺
到
す
る
た
め
抽
選

を
行
な
う
ほ
ど
だ
。

　

ブ
ー
ス
を
一
周
す
る
と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
妖
怪
を
作
品
に
し
て
販
売
す
る
出
展
者

も
い
れ
ば
、
古
典
的
な
妖
怪
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
作
品
も
多
い
。
河
野
さ
ん
に
よ
る

と
、「
妖
怪
に
は
著
作
権
が
な
い
分
、
好
き

に
使
え
て
も
の
づ
く
り
に
は
便
利
」
な
の

だ
そ
う
。
過
去
に
は
沖
縄
や
北
海
道
か
ら

の
出
展
者
も
い
た
と
い
う
か
ら
驚
く
。

〈
と
き
め
き
吐
血
雑
貨
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
〉

と
し
て
活
動
す
る
大
江
清
子
さ
ん
は
、
感

情
が
昂
ぶ
る
と
吐
血
す
る
と
い
う
独
自
の

妖
怪
「
ぽ
っ
ぴ
ん
た
ろ
う
」
を
モ
チ
ー
フ

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
雑
貨
を
展
開
す
る
。

　

妖
怪
絵
師
の
蘭ら

ん
り
ょ
う
て
い

陵
亭
さ
ん
は
、
そ
の
場

で
扇
子
に
妖
怪
の
絵
を
描
い
て
販
売
し
て

い
た
。
隣
で
お
面
を
売
る
沙
月
さ
ん
と
は

モ
ノ
ノ
ケ
市
で
出
会
い
、
結
婚
し
た
。

　

ま
た
、
造
形
作
家
の
起お

こ
し
ゆ
い

優
衣
さ
ん
の
世

界
観
に
惹
か
れ
3
年
前
か
ら
売
り
子
で
参

　

河
野
さ
ん
が
渋
谷
で
モ
ノ
ノ
ケ
市
を
や

っ
て
興
味
深
い
と
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

会
場
で
妖
怪
の
お
面
を
つ
く
る
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
開
く
と
、
渋
谷
の
子
ど
も
た
ち

は
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
描

く
が
、
京
都
の
子
ど
も
は
本
格
的
な
妖
怪

を
描
く
傾
向
が
強
い
と
い
う
。
そ
れ
だ
け

地
域
に
妖
怪
が
根
づ
い
て
い
る
の
だ
。

　

今
後
は
妖
怪
ツ
ア
ー
を
企
画
し
た
い
と

河
野
さ
ん
は
考
え
る
。
妖
怪
ス
ト
リ
ー
ト

の
界
隈
に
は
、
一

い
ち
じ
ょ
う
も
ど
り
ば
し

条
戻
橋
（
注
1
）
や
下し

も

御ご
り
ょ
う霊

神
社
（
注
2
）
な
ど
怪
異
に
ち
な
ん

だ
ス
ポ
ッ
ト
が
多
い
。

　

遡
れ
ば
河
野
さ
ん
が
大
学
1
年
生
の
と

き
、『
陰
陽
師
』
の
映
画
化
で
晴せ

い
め
い明

神
社

（
注
3
）
に
観
光
客
が
押
し
寄
せ
た
。
そ
の

と
き
に
、
こ
れ
が
一
過
性
で
は
な
く
定
着

す
れ
ば
い
い
と
漠
然
と
感
じ
た
と
い
う
。

「
出
張
も
増
え
ま
し
た
が
、
今
後
も
地
元

を
P 

R
し
な
が
ら
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
に

人
が
集
ま
る
動
き
方
が
で
き
れ
ば
。
最
終

的
に
は
妖
怪
が
京
都
観
光
の
一
ジ
ャ
ン
ル

と
し
て
定
着
し
て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
で

す
。
昼
は
通
常
の
観
光
、
夜
は
妖
怪
ス
ポ

ッ
ト
を
巡
れ
ば
、
京
都
の
お
も
し
ろ
さ
も

倍
増
す
る
と
思
い
ま
せ
ん
か
？
」

　
「
ゴ
ザ
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
モ
ノ
ノ

ケ
市
の
可
能
性
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
は
十
分
に
あ
り
そ
う
だ
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
4
月
10
〜
11
日
取
材
）

（注 2）下御霊神社

平安時代に冤罪を被り亡くなった貴人の怨霊を御霊
として、その当時から祀っていた神社。御所の鎮守
として御霊八所神を祀る。

（注 3）晴明神社

安倍晴明を祀る「魔除け」「厄除け」の神社。晴明
は平安中期の天文学者として六代の天皇に仕え、当
時の天文暦学から独特の陰陽道を確立したとされる。

5 「ぽっぴんたろう」を手にする大江清
子さん　6 妖怪が縁で結婚した蘭陵亭
さん（右）と沙月さん　7 造形作家の起
優衣さん（左）と売り子役の八夢さん

大江清子さんのオリジナル妖怪
キャラクター「ぽっぴんたろう」を
はじめとするグッズ類

567

加
す
る
八は

ち
む夢

さ
ん
は
、「
皆
共
通
の
趣
味
を

も
っ
て
い
る
の
で
話
す
の
が
楽
し
く
、
こ

こ
で
多
く
の
友
人
が
で
き
た
」
と
話
す
。

　

来
場
者
に
も
話
を
聞
い
た
。
お
面
や
イ

ヤ
リ
ン
グ
を
購
入
し
て
い
た
女
子
高
生
2

人
組
は
、「
学
校
に
は
妖
怪
好
き
が
い
な
い

の
で
勇
気
を
出
し
て
大
阪
か
ら
来
て
み
た
」

そ
う
。「
想
像
以
上
に
楽
し
か
っ
た
」
と
話

す
男
女
も
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
モ
ノ
ノ
ケ
市

の
情
報
を
知
り
大
阪
か
ら
駆
け
つ
け
た
。

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
で
コ
ア
な
価

値
観
や
趣
味
を
も
つ
人
が
情
報
を
共
有
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
S
N
S
で
や

り
と
り
し
て
い
た
人
た
ち
が
実
際
に
会
う

場
が
モ
ノ
ノ
ケ
市
に
な
っ
て
い
た
り
す

る
」
と
河
野
さ
ん
は
言
う
。

　

ス
ト
ー
リ
ー
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
自
由

に
つ
く
れ
る
妖
怪
は
「
何
か
を
表
現
し
た

い
」
と
い
う
若
手
作
家
に
は
う
っ
て
つ
け

の
素
材
。
妖
怪
好
き
の
来
場
者
と
の
や
り

と
り
も
盛
り
上
が
る
。
モ
ノ
ノ
ケ
市
は
、

妖
怪
と
い
う
共
通
項
が
導
く
「
創
作
活
動

の
発
表
の
場
」
で
あ
り
、「
価
値
観
を
共
有

す
る
出
会
い
の
場
」
で
も
あ
る
。

京
都
観
光
の
一
つ
と
し
て

妖
怪
を
定
着
さ
せ
た
い

　

当
初
は
年
2
回
の
開
催
だ
っ
た
モ
ノ
ノ

ケ
市
も
出
展
者
か
ら
の
要
望
で
徐
々
に
回

数
を
増
や
し
、
今
年
は
5
回
開
く
。
2 

0 

1 

5
年
の
夏
か
ら
は
渋
谷
の
東
急
ハ
ン
ズ

で
の
開
催
も
始
ま
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
モ
ノ
ノ
ケ
市
を
知
っ
た
東
急
ハ
ン
ズ

側
か
ら
開
催
依
頼
が
舞
い
込
ん
だ
と
い
う
。
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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。

齊藤 純 さん
さいとう じゅん
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1958年京都府生まれ。1986年筑波大学大学院
修士課程修了。足立区立郷土博物館学芸員、兵
庫県立歴史博物館学芸員を経て1999年4月から
天理大学文学部助教授。2006年から現職。2015
年に学部長就任。専門分野は博物館学、日本民俗
学。共著に『モノと図像から探る妖怪・怪獣の誕
生』（勉誠出版 2016）、『モノと図像から探る怪
異・妖怪の世界』（勉誠出版 2015）などがある。

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
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遠
野
に
息
づ
く

　
　

民
話
の
奥
深
さ

民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
が
執
筆
し
た
『
遠
野
物
語
』
の
舞
台
と
し
て
知
ら
れ

る
岩
手
県
遠
野
市
。「
河
童
」
の
好
物
の
キ
ュ
ウ
リ
を
釣
り
竿
か
ら
垂
ら
し
て

い
る
「
カ
ッ
パ
淵
」
は
有
名
だ
が
、
こ
の
地
に
は
河
童
だ
け
で
な
く

「
座ざ

し
き
わ
ら
し

敷
童
子
」
や
「
オ
シ
ラ
サ
マ
」
も
い
る
。
こ
れ
ら
は
妖
怪
な
の
か
神
様

な
の
か
…
…
。
渾
然
一
体
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
遠
野
の
歴
史
的
背

景
に
深
い
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
。

ぼくらには妖怪が必要だ　Report 3
『
遠
野
物
語
』
の
情
景
が
残
る

民
話
の
里

　

霊
峰
・
早は

や
ち
ね
さ
ん

池
峰
山
や
六ろ

っ
こ
う
し
さ
ん

角
牛
山
、
石い

し
が
み上

山
な
ど
に
囲
ま
れ
た
遠
野
は
、
妖
怪
譚
、

神
隠
し
な
ど
地
域
に
伝
わ
る
物
語
を
今
で

も
語
り
部
が
伝
承
す
る
「
民
話
の
里
」
だ
。

『
遠
野
物
語
』
は
1 

9 

1 

0
年
（
明
治
43
）、

遠
野
市
土つ

ち
ぶ
ち淵

町
出
身
で
あ
る
民
話
収
集
の

先
駆
者
・
佐
々
木
喜き

ぜ
ん善

（
注
）
が
語
っ
た

遠
野
の
不
思
議
な
現
象
を
、
柳
田
國
男
が

聞
き
書
き
し
て
1 

1 

9 

話
に
ま
と
め
た
も

の
だ
。
後
に
発
刊
さ
れ
た
『
遠
野
物
語

拾し
ゅ
う
い遺

』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
も
合
わ
せ
る

と
4 

1 

8 

話
に
も
上
る
。

　

遠
野
に
は
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
言

い
伝
え
が
あ
っ
た
の
か
。

　

N
P
O
法
人
遠
野
物
語
研
究
所
（
2 

0 

1 

4
年
に
解
散
）
で
研
究
員
を
務
め
た
大
橋
進
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遠
野
の
人
は
座
敷
童
子
や
河
童
を
純
粋

な
「
妖
怪
」
と
は
捉
え
て
い
な
い
。「
柳
田

國
男
が
遠
野
物
語
を
書
い
た
と
き
に
座
敷

童
子
を
妖
怪
の
部
類
に
入
れ
た
こ
と
で
座

敷
童
子
は
妖
怪
に
な
っ
た
」
と
大
橋
さ
ん

は
言
う
。「
遠
野
で
は
座
敷
童
子
は
神
様
。

河
童
は
飢
饉
で
餓
死
し
た
子
ど
も
を
川
に

流
し
た
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

供
養
の
意
味
も
込
め
て
河
童
伝
説
が
残
っ

た
の
で
し
ょ
う
」。

（注）佐々木喜善

1886年（明治 19）生まれ。井上円了の哲学館、次いで早稲田大学文学科に
学ぶ。1933年（昭和 8）に48歳で亡くなるまで『江刺郡昔話』『紫波郡昔話』
などの昔話集を刊行し、『奥州のザシキワラシの話』、『オシラ神に就いての小報
告』などの論考も遺す。金田一京助に「日本のグリム」と言わせしめた人物。

遠野市内の和野（わの）
集落。この道はかつて
山を越えて大槌町まで
通じる近道だったという

た
に
育
成
す
る
「
遠
野
『
語
り
部
』
1 

0 

0 

0
人
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
2 

0 

0 

9
年

か
ら
実
施
。
語
り
部
と
し
て
認
定
さ
れ
れ

ば
認
定
証
が
も
ら
え
る
。
こ
れ
と
連
動
し

て
市
内
の
四
つ
の
小
学
校
で
も
昔
話
を
覚

え
る
取
り
組
み
を
行
な
っ
て
い
る
。「
子
ど

も
た
ち
は
忘
れ
た
り
も
す
る
が
一
人
で
も

二
人
で
も
語
り
部
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
」

と
勇
さ
ん
。

　

ま
た
、
2 

0 

1 

5
年
か
ら
は
市
内
の
名

所
を
音
声
ガ
イ
ド
と
と
も
に
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
的
に
楽
し
め
る
「
聴
き
旅
」
も
始
め
た
。

　

課
題
が
あ
る
と
は
い
え
、
遠
野
は
北
海

道
か
ら
の
修
学
旅
行
先
と
し
て
も
人
気
が

高
く
、
カ
ッ
パ
淵
に
は
年
間
10
万
人
が
訪

れ
る
。
勇
さ
ん
は
「
観
光
は
仕
掛
け
が
大

事
。
た
ん
に
昔
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
で

は
も
う
ダ
メ
。
よ
り
多
く
の
方
に
来
て
も

ら
え
る
よ
う
力
ま
ず
焦
ら
ず
で
き
る
こ
と

を
考
え
た
い
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

さ
ん
に
よ
る
と
、「
人
の
交
流
が
盛
ん
な
場

所
ほ
ど
伝
説
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
。

　

遠
野
は
三
陸
沿
岸
と
旧
奥
州
街
道
の
ち

ょ
う
ど
中
間
に
あ
た
り
、
沿
岸
部
や
街
道

へ
行
く
た
め
の
中
継
地
か
つ
交
通
の
要
所

と
し
て
栄
え
た
場
所
だ
っ
た
。

「
昔
は
宿
泊
す
る
人
間
の
恩
義
と
し
て
自

分
が
今
ま
で
歩
い
て
回
っ
た
地
域
の
珍
し

い
話
を
聞
か
せ
る
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。

だ
か
ら
人
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
噂
話
や

物
語
が
多
く
集
ま
っ
て
き
た
の
で
す
」

　

遠
野
物
語
の
舞
台
の
中
心
で
あ
る
土
淵

町
の
山
口
集
落
な
ど
を
大
橋
さ
ん
に
案
内

し
て
い
た
だ
い
た
。
大
橋
さ
ん
の
説
明
を

聞
き
な
が
ら
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
曾
祖
母
や

親
戚
に
昔
話
を
聞
か
さ
れ
育
っ
た
と
い
う

喜
善
の
生
家
や
、
座
敷
童
子
が
出
て
行
っ

た
こ
と
で
衰
え
た
山
口
孫
左
衛
門
の
屋
敷

跡
、
カ
ッ
パ
淵
、
デ
ン
デ
ラ
野の

を
巡
る
。

デ
ン
デ
ラ
野
は
村
の
老
人
た
ち
が
家
族
の

負
担
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
と
身
を
引
き
、
仕

事
を
し
な
が
ら
共
同
生
活
を
送
り
最
期
の

迎
え
が
来
る
の
を
待
っ
た
場
所
だ
。
現
在

は
畑
地
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
大
橋
さ
ん
に
よ
る
と
遠
野
に
は

カ
ッ
パ
淵
が
10
カ
所
ほ
ど
あ
る
。「
河
童
釣

り
」
が
で
き
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
常じ

ょ
う
け
ん
じ

堅
寺

裏
手
の
カ
ッ
パ
淵
の
ほ
か
に
も
、「
太
郎

淵
」
や
「
姥お

ば
こ子

淵
」
な
ど
河
童
が
出
た
と

さ
れ
る
場
所
は
多
い
。

「たくさんの民話が今も
残っていますよ」と話す
運萬勇さん

「遠野は神隠しの話も
多いんです」と言う大
橋進さん

小
学
生
も
含
め
て

語
り
部
を
養
成

　

そ
も
そ
も
遠
野
が
「
民
話
の
里
」
と
し

て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
ご

ろ
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
遠
野
市
観
光

協
会
の
専
務
理
事
兼
事
務
局
長
、
運う

ん
ま
ん萬

勇

さ
ん
（
以
下
、
勇
さ
ん
）
に
聞
く
と
、
遠
野

物
語
が
発
刊
さ
れ
る
前
か
ら
遠
野
は
民
話

の
里
だ
っ
た
そ
う
だ
。

「
一
般
に
浸
透
し
た
の
は
『
遠
野
物
語
』

の
影
響
で
す
が
、
遠
野
で
は
子
ど
も
が
寝

る
と
き
に
古
い
言
い
伝
え
を
聞
か
せ
る
の

は
昔
か
ら
普
通
の
こ
と
で
し
た
。
お
そ
ら

く
ほ
か
の
地
域
に
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、
伝
承
の
一
つ
ひ
と
つ
が
今
に
残
っ
て

い
る
の
が
遠
野
の
特
徴
で
す
」

　

し
か
し
、
伝
承
を
受
け
継
ぐ
語
り
部
が

減
っ
て
い
る
の
も
現
実
だ
。
打
開
策
と
し

て
行
政
は
、
1 

0 

0 

0
人
の
語
り
部
を
新
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厳
し
い
暮
ら
し
が
生
ん
だ

河
童
の
切
な
い
伝
承

　

遠
野
市
の
有
名
な
語
り
部
が
、「
カ
ッ
パ

お
じ
さ
ん
」
こ
と
運
萬
治
男
さ
ん
（
以
下
、

治
男
さ
ん
）
だ
。
治
男
さ
ん
は
市
公
認
の

「
守ま

ぶ
り

っ
人と

」
と
し
て
、
15
年
ほ
ど
前
か
ら

常
堅
寺
裏
手
の
カ
ッ
パ
淵
を
訪
れ
た
観
光

客
に
さ
ま
ざ
ま
な
民
話
を
聞
か
せ
て
い
る
。

　

治
男
さ
ん
は
言
う
。「
民
話
と
昔
話
は
違

う
。
読
み
書
き
が
で
き
な
い
、
貧
し
い
、

そ
ん
な
民
衆
の
暮
ら
し
の
な
か
で
子
や
孫

に
な
ん
と
か
今
よ
り
い
い
生
活
を
さ
せ
た

い
と
願
い
、
教
訓
を
口
伝
い
に
教
え
て
き

た
も
の
が
民
話
の
原
点
」
だ
と
。

『
遠
野
物
語
』
の
背
景
に
は
厳
し
く
貧
し

い
暮
ら
し
を
強
い
ら
れ
た
歴
史
が
あ
る
。

そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
河
童
だ
と
い
う
。

　

古
来
、
遠
野
地
方
は
幾
度
と
な
く
凶
作

や
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も

厳
し
い
と
き
は
人
口
の
約
6
分
の
1
が
失

わ
れ
た
。
そ
こ
で
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
が

「
口
減
ら
し
」
だ
っ
た
。
栄
養
状
態
や
生

活
環
境
が
不
十
分
で
、
あ
ま
り
健
康
で
は

な
い
子
ど
も
は
河
童
の
子
と
み
な
さ
れ
、

河
童
の
神
様
の
も
と
へ
「
返
す
」
風
習
が

あ
っ
た
。
遠
野
の
河
童
の
指
が
3
本
な
の

も
、
そ
う
し
た
子
ど
も
の
象
徴
な
の
だ
。

『
遠
野
物
語
』
の
五
五
話
、「
河
童
」
の
冒

頭
に
「
川
に
は
河
童
多
く
住
め
り
。
猿
ヶ

石
川
こ
と
に
多
し
」
と
あ
る
。
猿さ

る
が
い
し

ヶ
石
川

は
遠
野
の
大
小
の
川
が
集
ま
る
本
流
で
、

そ
の
昔
、
猿
ヶ
石
川
に
は
「
河
童
」
が
多

く
上
が
っ
た
と
治
男
さ
ん
は
言
う
。

「
遠
野
の
河
童
は
顔
が
赤
い
こ
と
で
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
猿
が
起
源
と
の
説
も
あ
る

が
、
子
ど
も
の
顔
が
あ
る
い
は
赤
く
見
え

た
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。
だ
か
ら
遠
野
で

河
童
さ
ん
は
神
様
な
の
。
神
様
が
い
る
川

を
汚
し
て
は
だ
め
だ
と
、
遠
野
の
人
は
昔

か
ら
水
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
」

　

し
か
し
今
は
川
に
ゴ
ミ
が
流
れ
る
の
が

現
実
だ
。
治
男
さ
ん
の
い
る
カ
ッ
パ
淵
も
、

昔
の
状
態
を
保
っ
て
い
る
の
は
前
後
2
㎞

ほ
ど
と
い
う
。「
今
じ
ゃ
河
童
さ
ん
も
簡
単

に
修
行
に
行
き
来
で
き
な
く
な
っ
た
ぁ
」

と
、
治
男
さ
ん
は
寂
し
そ
う
に
話
し
た
。

守
っ
人
と
し
て

伝
え
て
い
く
べ
き
こ
と

 

『
遠
野
物
語
』
は
す
べ
て
実
際
に
あ
っ
た

12

3

遠野の河童の真実を語る「カッパお
じさん」こと運萬治男さん。時が経
つのも忘れて聞き入ってしまった

1 カッパ淵に接した常堅寺境
内にある「カッパ狗犬（こまい
ぬ）」。頭にくぼみがある
2 「遠野かっぱロード」に置か
れた河童の石像。よくよく見る
と手足の指は３本だった
3 常堅寺裏手の「カッパ淵」。
蓮池（はせき）川にあるこの淵
は遠野でもっとも有名
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話
で
、
実
在
の
人
物
、
場
所
も
あ
る
が
正

直
に
は
記
せ
な
い
た
め
、
釈
然
と
し
な
い

書
き
方
を
し
て
い
る
と
い
う
。

　

六
九
話
に
「
オ
シ
ラ
サ
マ
」
の
話
が
あ

る
。
そ
の
昔
、
農
家
の
娘
が
飼
い
馬
に
恋

を
し
、
怒
っ
た
娘
の
父
が
馬
を
殺
し
た
と

こ
ろ
、
馬
と
一
緒
に
娘
も
天
に
昇
り
オ
シ

ラ
サ
マ
に
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
だ
。
現

在
オ
シ
ラ
サ
マ
は
農
業
の
神
様
、
馬
の
神

様
、
養
蚕
の
神
様
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

「
で
も
よ
く
考
え
て
。
馬
と
娘
で
は
夫
婦

に
な
れ
な
い
で
し
ょ
」
と
治
男
さ
ん
。

　

か
つ
て
遠
野
で
は
馬
は
生
活
の
糧
と
な

る
仕
事
の
パ
ー
ト
ナ
ー
だ
っ
た
。
遠
野
に

多
く
み
ら
れ
た
「
曲
り
家
」
と
呼
ば
れ
る

L
字
型
の
民
家
に
は
厩う

ま
やが

あ
り
、
馬
は
そ

4 1000体ものオシラサマを展示している「御蚕神（おしら）堂」
（伝承園）
5 床の間に置かれたオシラサマ。現世では結ばれなかった悲哀を感
じさせる（遠野ふるさと村）
6 移築された「曲り家」。左手前の入り口が厩（遠野ふるさと村）

け
れ
ば
必
ず
原
点
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
」

　

遠
野
の
民
話
を
通
し
て
先
人
の
生
き
様

を
守
り
伝
え
る
。
こ
れ
が
治
男
さ
ん
の

「
守
っ
人
」
と
し
て
の
役
割
な
の
だ
。

口
頭
伝
承
こ
そ
が

遠
野
の
民
話
の
原
点

　

遠
野
に
は
ほ
か
に
も
、
民
話
を
次
世
代

へ
継
承
す
る
「
語
り
部
」
た
ち
が
い
る
。

「
さ
さ
や
く
声
で
淡
々
と
」。
こ
れ
が
遠

野
の
語
り
部
の
特
徴
だ
と
「
遠
野
昔
話
語

り
部
の
会
」
の
工
藤
さ
の
み
さ
ん
は
言
う
。

遠
野
の
人
に
と
っ
て
民
話
は
も
と
も
と
子

ど
も
を
寝
か
し
つ
け
る
た
め
の
子
守
唄
や

眠
り
薬
の
よ
う
な
も
の
で
、
語
り
部
も
そ

こ
で
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
一

方
、
貧
し
い
農
家
の
次
男
や
三
男
は
裕
福

な
家
の
使
用
人
（
下
男
）
と
し
て
住
み
込

み
、
厩
の
脇
の
土
間
で
残
り
物
の
食
事
を

与
え
ら
れ
、
な
ん
と
か
食
い
つ
な
い
だ
と

い
う
。

　

オ
シ
ラ
サ
マ
の
話
は
、
裕
福
な
家
の
娘

と
貧
し
い
農
家
出
の
下
男
と
い
う
身
分
違

い
の
二
人
が
惹
か
れ
あ
っ
た
話
な
の
だ
。

「
河
童
の
話
に
し
て
も
そ
う
で
す
が
、
今

は
食
べ
も
の
が
な
く
て
命
に
か
か
わ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
食
べ
る
こ

と
に
必
死
な
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
も
次
の

世
代
に
き
ち
ん
と
理
解
し
て
も
ら
わ
な
け

れ
ば
」

　

治
男
さ
ん
は
機
会
が
あ
れ
ば
こ
う
し
て

遠
野
の
民
話
を
観
光
客
に
伝
え
て
い
る
。

だ
が
、
訪
れ
る
人
す
べ
て
に
話
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。「
河
童
釣
り
に
来
る
子
ど

も
た
ち
に
は
河
童
と
い
う
言
葉
を
大
人
に

な
る
ま
で
忘
れ
て
も
ら
い
た
く
な
い
」
と

治
男
さ
ん
は
話
す
。

「
い
ろ
ん
な
修
学
旅
行
生
が
来
る
け
ど
も

河
童
釣
り
が
楽
し
か
っ
た
と
思
っ
て
も
ら

え
れ
ば
成
功
。
大
人
に
な
っ
て
分
別
が
つ

い
て
ま
た
カ
ッ
パ
淵
に
や
っ
て
来
た
ら
ち

ゃ
ん
と
今
の
よ
う
な
話
を
し
ま
す
。
食
べ

も
の
を
つ
く
る
の
は
お
天
道
様
と
水
と
年

寄
り
の
知
恵
で
す
。
そ
れ
を
知
ら
な
い
人

が
増
え
る
と
食
べ
も
の
を
粗
末
に
す
る
、

水
も
大
事
に
し
な
い
、
年
寄
り
も
な
い
が

し
ろ
に
す
る
。
こ
れ
ら
を
大
事
に
で
き
な

4

5

6
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の
音
調
を
受
け
継
い
で
い
る
た
め
だ
。

 
「
遠
野
昔
話
語
り
部
の
会
」
は
15
名
か
ら

な
る
会
で
、「
と
お
の
物
語
の
館
」
を
は
じ

め
と
す
る
各
施
設
で
定
期
的
に
民
話
を
披

露
し
て
い
る
。
語
り
部
の
話
を
聞
く
た
め

に
何
度
も
遠
野
を
訪
れ
る
観
光
客
も
多
く
、

遠
野
の
文
化
や
観
光
を
語
る
う
え
で
も
語

り
部
は
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
。

　

語
り
部
の
人
た
ち
は
、
遠
野
の
民
話
の

根
底
に
あ
る
厳
し
い
過
去
を
知
り
な
が
ら

に
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
河
童
も
座
敷
童
子
も
私
た
ち
は
妖
怪
と

は
捉
え
ま
せ
ん
。
河
童
は
河
童
。
で
も
河

童
で
も
オ
シ
ラ
サ
マ
で
も
深
く
は
追
求
し

ま
せ
ん
。
追
求
す
る
と
夢
が
な
く
な
る
し

語
れ
な
く
な
る
か
ら
」
と
工
藤
さ
ん
。

　

同
じ
く
語
り
部
の
会
の
新
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
井
出
八
重
子
さ
ん
は
、「
指
導
し
て
い

た
だ
い
た
先
生
に
『
昔
語
り
に
追
求
は
必

要
な
い
』
と
教
わ
り
ま
し
た
」
と
言
う
。

　

語
り
部
に
と
っ
て
民
話
は
、
あ
く
ま
で

も
聞
き
に
来
た
人
に
楽
し
ん
で
も
ら
う
も

の
。
根
底
に
流
れ
る
歴
史
も
す
べ
て
飲
み

込
ん
だ
う
え
で
語
っ
て
い
る
の
だ
。

　

工
藤
さ
ん
た
ち
は
民
話
に
お
い
て
「
口

頭
伝
承
」
を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
る
。

「
民
話
の
基
本
が
口
頭
伝
承
だ
か
ら
語
り

部
も
十
人
十
色
で
い
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
聞

い
て
育
っ
た
も
の
を
次
の
人
に
伝
え
る
の

が
私
た
ち
の
役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Report 3　ぼくらには妖怪が必要だ

同
じ
オ
シ
ラ
サ
マ
の
話
で
も
年
代
や
育
っ

た
場
所
に
よ
っ
て
微
妙
に
違
い
ま
す
が
、

そ
こ
も
楽
し
み
の
一
つ
。
教
科
書
で
は
な

く
自
分
の
耳
で
聞
い
て
覚
え
て
き
た
も
の

だ
か
ら
こ
そ
忘
れ
な
い
し
、
時
に
人
の
心

を
揺
ら
す
魂
の
こ
も
っ
た
語
り
が
で
き
る

と
思
う
」
と
工
藤
さ
ん
。

　

民
話
を
聞
き
に
来
る
観
光
客
の
な
か
に

は
、
涙
を
流
し
な
が
ら
聞
き
入
る
人
も
い

る
と
い
う
。
震
災
時
に
は
工
藤
さ
ん
た
ち

の
語
り
が
被
災
者
の
心
に
寄
り
添
い
、
癒

し
た
。

　

治
男
さ
ん
の
よ
う
な
守
っ
人
が
い
れ
ば
、

工
藤
さ
ん
た
ち
の
よ
う
な
語
り
部
も
い
る
。

そ
こ
に
遠
野
の
民
話
の
奥
深
さ
を
改
め
て

み
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　
（
2 

0 

1 
6
年
4
月
25
〜
26
日
取
材
）

観光客に民話を語る工藤さのみさん（上）。遠野昔話語り
部の会の方々。右から井出八重子さん、後藤恭子さん、工
藤さん、小松敦子さん

老いた人たちが小屋で共同生活をしながら寿命が
尽きるのを静かに待ったという「デンデラ野（の）」



まちを巡って「妖怪採集」31

ま
ち
を
巡
っ
て

「
妖
怪
採
集
」

ぼくらには妖怪が必要だ　Report 4

地
域
住
民
と
一
緒
に
妖
怪
が
い
そ
う
な
場
所
を
探
す
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
「
妖
怪
採
集
」
が
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中

心
人
物
は
筑
波
大
学
助
教
の
市
川
寛
也
さ
ん
。「
人
々
が
創
造
的

主
体
性
を
取
り
戻
す
た
め
の
試
み
」
と
語
る
市
川
さ
ん
の
案
内

で
東
京
の
南
千
住
界
隈
を
巡
り
、「
妖
怪
採
集
」
を
疑
似
体
験
し

た
。
す
る
と
、
今
ま
で
気
に
も
留
め
な
か
っ
た
ま
ち
の
風
景
の

そ
こ
こ
こ
に
、
妖
怪
の
気
配
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

1 JR南千住駅南側の泪橋付近。思川（おもい
がわ）の痕跡をたどりながら想像を膨らませる
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南千住駅
隅田川駅（貨物）

新柳湯

日枝神社

山王清兵衛

豊川稲荷

小塚原刑場跡

泪橋交差点

平賀源内墓 思川跡

思川の流れ 石浜神社

瑞光橋公園

対鴎荘跡

隅田川神社

胡録神社

昔
の
水
路
跡

コ
ツ
通
り
商
店
街

旧
日
光
街
道

日
光
街
道

白髭橋

水神大橋

泪橋

南千住仲通り入口

千
住
大
橋

誓願寺

6

5

4

3

1

2

7

消
費
す
る
ば
か
り
な
ら

い
ず
れ
妖
怪
は
枯
渇
す
る

　

妖
怪
と
聞
け
ば
河
童
や
天
狗
と
い
っ
た

有
名
な
伝
承
を
思
い
浮
か
べ
る
。
だ
が
、

そ
れ
ら
は
た
ま
た
ま
誰
か
が
記
録
し
た
こ

と
で
、
皆
に
知
ら
れ
る
存
在
に
な
っ
た
だ

け
だ
。
本
来
妖
怪
と
は
、
市
井
の
人
た
ち

が
身
の
周
り
の
環
境
を
よ
く
観
察
し
、
想

像
力
を
働
か
せ
て
無
数
に
つ
く
り
上
げ
て

き
た
も
の
の
は
ず
。
だ
と
す
れ
ば
、
い
つ

の
時
代
で
も
ど
ん
な
場
所
で
も
、
そ
の
地

域
に
固
有
の
妖
怪
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
―
―
。

　

そ
ん
な
発
想
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

で
「
妖
怪
採
集
」
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

行
な
っ
て
い
る
の
が
、
妖
怪
研
究
家
の
市

川
寛
也
さ
ん
だ
。

　

妖
怪
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
市
川
さ
ん
に

は
今
、
危
惧
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

「
現
代
は
、
既
存
の
妖
怪
を
コ
ン
テ
ン
ツ

と
し
て
消
費
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

妖
怪
を
資
源
と
考
え
た
と
き
、
今
の
視
点

で
妖
怪
を
ど
ん
ど
ん
つ
く
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
、
こ
の
ま
ま
で
は
い
ず
れ
枯
渇
し
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

そ
こ
で
、
市
川
さ
ん
は
2 

0 

1 

2
年

（
平
成
24
）
か
ら
N
P
O
法
人
千
住
す
み
だ

川
と
と
も
に
、
南
千
住
で
「
隅
田
川
妖
怪

絵
巻
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
。
小
学
生

か
ら
年
配
者
ま
で
た
く
さ
ん
の
参
加
者
と

1 

5 

0
体
を
超
え
る
妖
怪
を
〈
発
見
〉
し

て
き
た
。

「
妖
怪
採
集
と
は
、
昔
の
人
々
が
妖
怪
を

つ
く
り
出
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
追
体
験
し
、

歴
史
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
平
成
の
ま
な
ざ

し
で
地
域
の
新
し
い
物
語
を
考
え
る
試
み

で
す
」
と
市
川
さ
ん
。
今
回
、
編
集
部
は

市
川
さ
ん
の
案
内
で
、
妖
怪
の
面
影
を
探

し
て
南
千
住
の
ま
ち
な
か
を
歩
い
て
み
た
。

市川 寛也 さん
いちかわ ひろや

妖怪研究家／筑波大学 芸術系 助教

1987年茨城県生まれ。地域社会と妖怪文化との関係につい
てフィールドワークを行なう。各地で地域住民と一緒に妖怪が
いそうな場所を探すワークショップ「妖怪採集」を実施。論文
に「妖怪文化を活用したコンテンツツーリズムの開発に向けた
基礎的考察―『モチーフ』から『ジャンル』への転回を見据え
て―」（2015）、「地域社会における妖怪観の形成と継承―
徳島県三好市山城町の事例から」（2013）などがある。

2 隅田川右岸からの風景。思川はここで合流した
とも考えられている

国土地理院基盤地図情報「東京」をもとに編集部で作図
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発
行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平28情使、 第244号）
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市
民
が
採
集
し
た

南
千
住
の
妖
怪
た
ち

　

市
川
さ
ん
と
の
待
ち
合
わ
せ
は
、
J 

R

南
千
住
駅
。
西
口
を
出
て
す
ぐ
行
き
あ
た

る
コ
ツ
通
り
に
、
さ
っ
そ
く
妖
怪
が
い
る

と
い
う
。
夜
な
夜
な
好
物
の
骨
を
掘
り
起

こ
し
に
来
る
「
コ
ツ
掘
り
ヂ
ヂ
イ
」
だ
。

地
元
の
人
が
「
コ
ツ
通
り
の
コ
ツ
は
骨
だ

よ
。
こ
こ
に
骨
が
埋
ま
っ
て
い
る
ん
だ
」

と
話
す
の
を
聞
い
て
、
小
学
生
の
参
加
者

が
考
え
出
し
た
。

　

少
し
歩
く
と
、
南
千
住
仲
通
り
の
入
り

口
に
小
さ
な
稲
荷
神
社
が
あ
る
。
豊
川
稲

荷
だ
。
う
っ
か
り
素
通
り
し
て
し
ま
い
そ

う
な
佇
ま
い
だ
が
、
じ
っ
く
り
観
察
し
て

み
る
と
、
お
社
の
左
右
に
あ
る
は
ず
の
狐

の
像
が
な
い
。
そ
の
発
見
か
ら
生
ま
れ
た

の
が
「
戻
れ
ず
の
狐
」
の
物
語
。
な
ん
で

も
2
頭
の
狐
は
よ
く
連
れ
だ
っ
て
隅
田
川

を
渡
り
浅
草
界
隈
で
遊
ん
で
い
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
戻
ろ
う
と
し
た
ら
お
社
の
目
の

前
に
犬
某
と
い
う
魚
屋
が
で
き
て
い
て
帰

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
狐
は
犬
が
苦
手
）。

以
来
、
こ
の
付
近
を
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
、
人

を
道
に
迷
わ
せ
て
い
る
ら
し
い
。

「
コ
ツ
掘
り
ヂ
ヂ
イ
」
や
「
戻
れ
ず
の

狐
」
の
よ
う
に
、
妖
怪
採
集
で
は
地
名
や

そ
の
場
所
の
特
徴
、
あ
る
い
は
地
元
の
人

の
話
か
ら
発
想
を
得
る
こ
と
が
多
い
。
地

域
の
歴
史
や
古
い
地
形
を
知
る
こ
と
も
、

欠
か
せ
な
い
要
素
だ
。

「
隅
田
川
に
近
い
こ
の
付
近
は
江
戸
の
外

れ
で
す
。
新
吉
原
や
刑
場
が
あ
っ
た
ほ
か

は
、
田
畑
や
湿
地
ば
か
り
の
さ
び
し
い
土

地
で
し
た
。
そ
う
考
え
る
と
、
今
見
て
い

る
ま
ち
の
景
色
も
違
っ
て
見
え
て
き
ま
せ

ん
か
？
」
と
市
川
さ
ん
。

　

古
い
絵
図
に
よ
る
と
、
刑
場
ま
で
の
道

の
途
中
に
は
、
思お

も
い
が
わ川と

い
う
川
が
流
れ
て

い
た
と
あ
る
。
そ
の
思
川
に
か
か
っ
て
い

た
の
が
泪な

み
だ
ば
し橋だ

。
今
も
残
る
泪
橋
と
い
う

地
名
に
は
、
こ
こ
を
渡
っ
た
ら
戻
れ
な
い
、

悲
し
い
別
れ
の
橋
と
い
う
意
味
が
込
め
ら

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

妖
怪
採
集
に
参
加
し
た
地
元
の
男
性
は
、

子
ど
も
の
こ
ろ
、
こ
の
あ
た
り
で
変
な
音

5 あるべきはずの狐の像
がない豊川稲荷。「いろい
ろ想像できるので、おもし
ろいんですよ」と市川さん

6 「妖怪採集中」はこうし
た小道一つでも意味ありげ
に見えてくる……

7 かつて運河があった隅田川右岸の荒川区立瑞光橋公園。かすかに
残る運河の痕跡と高層マンション群の対比が想像力を刺激する

4 荒物屋を営む栗本商店の建物はかつての演
芸場。ここで「演芸場妖怪」を考えた人も

3 「コツ通り商店街」というネーミング
と古びた看板がいい味を出している
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俗
研
究
同
好
会
」。
目
的
は
、
学
園
の
地

元
で
あ
る
北
千
住
の
歴
史
や
風
習
、
文
化

な
ど
の
調
査
研
究
。
そ
こ
に
は
当
然
、
妖

怪
文
化
も
含
ま
れ
る
。

　

市
川
さ
ん
は
彼
ら
と
一
緒
に
、
こ
れ
ま

で
集
め
た
妖
怪
の
情
報
を
整
理
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る

オ
ー
プ
ン
な
「
千
住
妖
怪
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」
を
つ
く
り
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
文
献

上
の
妖
怪
か
ら
新
し
く
つ
く
ら
れ
た
妖
怪

ま
で
載
せ
て
い
け
た
ら
お
も
し
ろ
い
。

「
江
戸
の
妖
怪
、
昭
和
の
妖
怪
、
平
成
の

妖
怪
が
一
覧
で
き
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
地
域

の
歴
史
や
特
徴
が
見
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
つ
く
っ
て
全
国
に
展
開

す
れ
ば
、
各
地
の
妖
怪
文
化
が
ま
す
ま
す

多
様
化
し
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と

市
川
さ
ん
は
展
望
を
語
っ
た
。

　

妖
怪
採
集
の
疑
似
体
験
は
と
て
も
新
鮮

だ
っ
た
。
妖
怪
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と

思
っ
て
ま
ち
を
見
渡
す
と
、
見
え
方
が
ま

っ
た
く
違
っ
て
く
る
。
道
を
歩
い
て
い
る

と
、
今
ま
で
気
に
も
留
め
な
か
っ
た
も
の

に
何
か
大
切
な
物
語
が
隠
れ
て
い
る
よ
う

な
気
が
し
て
、
古
い
建
物
や
電
柱
の
表
示
、

水
路
の
跡
な
ど
を
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
と
探
す

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
度
は
ぜ
ひ
、

自
分
の
住
む
ま
ち
で
妖
怪
採
集
を
し
て
み

た
い
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
4
月
23
日
取
材
）

Report 4　ぼくらには妖怪が必要だ

て
架
け
ら
れ
た
千
住
大
橋
は
古
く
か
ら
交

通
の
要
で
あ
り
、
伝
承
も
多
い
。「
千
住
大

橋
の
大
亀
」（
注
1
）
や
「
片
目
の
大
緋
鯉
」

（
注
2
）
は
千
住
七
不
思
議
に
も
数
え
ら
れ

て
い
る
が
、
今
は
語
る
人
も
少
な
い
。
妖

怪
採
集
は
、
忘
れ
去
ら
れ
た
伝
承
に
、
再

び
光
を
当
て
る
役
目
も
果
た
す
。

「
妖
怪
採
集
を
や
っ
て
い
る
と
、
新
し
い

も
の
と
古
い
も
の
、
事
実
と
そ
う
で
な
い

も
の
の
境
界
が
だ
ん
だ
ん
あ
い
ま
い
に
な

っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

に
こ
そ
妖
怪
文
化
の
本
質
が
あ
る
気
が
し

ま
す
」
と
市
川
さ
ん
。
妖
怪
に
は
嘘
も
真

実
も
な
い
。
地
域
の
人
々
が
記
憶
し
、
語

り
伝
え
て
い
く
も
の
は
、
す
べ
て
本
物
の

妖
怪
に
な
る
の
だ
。

人
々
が
創
造
的
主
体
性
を

取
り
戻
す
た
め
に

　

冒
頭
で
妖
怪
研
究
家
と
紹
介
し
た
が
、

市
川
さ
ん
の
専
門
は
芸
術
学
。
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
ア
ー
ト
の
関
係
性
を
研
究
テ
ー
マ

に
し
て
い
る
。
近
年
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が

地
域
住
民
と
一
緒
に
何
か
を
つ
く
る
ア
ー

ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
よ
く
あ
る
が
、
そ
の

手
法
に
限
界
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
。
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
が
か
か
わ
る
と
、
で
き
あ
が

っ
た
も
の
は
往
々
に
し
て
そ
の
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
作
品
で
し
か
な
い
。
地
域
の
人
た

が
聞
こ
え
た
ら
気
を
つ
け
ろ
、
と
親
か
ら

よ
く
言
わ
れ
た
そ
う
。
そ
の
記
憶
か
ら
妖

怪
「
泪
橋
の
こ
と
だ
ま
返
し
」
を
考
え
た
。

親
し
い
人
に
最
後
の
別
れ
が
言
え
ぬ
ま
ま

処
刑
さ
れ
た
罪
人
が
妖
怪
と
な
り
、
現
世

の
人
に
こ
だ
ま
の
よ
う
な
妖
気
を
発
信
す

る
。
そ
の
気
配
に
気
づ
け
な
い
人
は
、
耳

を
そ
が
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。

妖
怪
文
化
の
本
質
は

現う
つ
つと

夢
の
合
間
に

　

泪
橋
交
差
点
か
ら
明
治
通
り
を
進
み
、

隅
田
川
ま
で
行
き
あ
た
る
と
、
広
々
と
し

た
川
辺
の
風
景
に
な
る
。
川
を
は
さ
ん
だ

両
岸
に
は
、
石
浜
神
社
や
真
崎
稲
荷
、
隅

田
川
神
社
、
木も

く
ぼ
じ

母
寺
が
並
ん
で
い
る
。
昔

は
さ
ぞ
多
く
の
人
々
が
川
を
船
で
渡
り
、

参
拝
や
観
光
を
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

「
た
く
さ
ん
の
人
や
も
の
が
行
き
交
う
川

の
よ
う
な
場
所
は
、
物
語
が
生
ま
れ
や
す

い
」
と
市
川
さ
ん
は
言
う
。
こ
れ
ま
で
の

妖
怪
採
集
で
も
、
い
く
つ
も
の
水
に
ま
つ

わ
る
妖
怪
が
生
ま
れ
て
き
た
。
例
え
ば
船

を
川
底
に
引
き
ず
り
込
む
妖
怪
「
ヒ
キ
ズ

リ
ダ
コ
」
は
、
水
神
様
に
体
を
真
っ
二
つ

に
割
ら
れ
、
今
は
赤
い
錨
に
姿
を
変
え
て

隅
田
川
神
社
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。

　

隅
田
川
の
右
岸
を
ぐ
る
り
と
歩
き
、
千

住
大
橋
に
た
ど
り
着
く
。
隅
田
川
で
初
め

（注 2）片目の大緋鯉

千住大橋付近で悠々と泳いでいた 5mほどの
真っ赤な鯉。江戸時代に千住大橋を工事する
際、打ち込んだ杭にぶつかるため、捕えようとし
た職人に片目をつぶされたともいわれる。

（注 1）千住大橋の大亀

千住大橋の橋杭の間に棲み、成長しすぎて出ら
れなくなった大きな亀。どんな洪水でも橋が流さ
れないのは、大亀が川のなかで懸命に水をかい
ているからという伝承もある。

ち
の
創
造
性
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る
と

は
い
え
な
い
か
ら
だ
。

「
宮
沢
賢
治
は
90
年
も
前
に
『
職
業
芸
術

家
は
一
度
滅
び
ね
ば
な
ら
ぬ
』（
農
民
芸
術
概

論
綱
要
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
各

地
で
郷
土
芸
能
や
小
さ
な
祭
り
が
盛
ん
だ

っ
た
よ
う
に
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
力
を
借

り
な
く
て
も
地
域
に
は
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

な
力
が
本
来
備
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

地
域
に
暮
ら
す
人
々
が
物
語
の
つ
く
り
手

と
な
り
、
創
造
的
主
体
性
を
取
り
戻
す
た

め
の
道
具
立
て
と
し
て
、
妖
怪
文
化
は
最

適
だ
と
思
う
の
で
す
」

　

こ
の
日
の
午
後
、
北
千
住
に
あ
る
中
高

一
貫
の
男
子
校
、
足
立
学
園
を
訪
ね
た
。

市
川
さ
ん
が
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
務
め
る
サ

ー
ク
ル
が
、
今
年
度
か
ら
晴
れ
て
同
好
会

に
認
定
さ
れ
た
の
だ
。
会
の
名
称
は
「
民

北千住周辺の古地図を覗き込む足立学園「民俗研究同好会」
のメンバーたち。「妖怪が好きです」と答える生徒も
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水
辺
・
自
然
へ
の

意
識
と
妖
怪

「
妖
怪
」
を
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
の
は

「
怖
い
」
か
ら
「
か
わ
い
い
」
存
在

と
な
っ
た
妖
怪
の
変
遷
を
た
ど
る
こ

と
で
、
人
の
自
然
観
な
ど
の
変
化
を

探
り
た
か
っ
た
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が

取
材
を
始
め
る
と
「
そ
う
だ
っ
た
の

か
！
」
と
驚
く
こ
と
ば
か
り
。
編
集

部
の
予
想
を
は
る
か
に
超
え
て
、
妖

怪
は
私
た
ち
の
生
活
や
文
化
に
深
く

根
ざ
し
て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
妖
怪
は
、
た
び
た
び
起

こ
る
不
思
議
な
現
象
に
、
人
が
安
心

す
る
た
め
に
姿
形
を
与
え
た
も
の
だ

っ
た
。
だ
か
ら
、
文
明
が
発
展
す
る

な
か
で
自
然
へ
の
畏
怖
が
薄
ら
ぐ
と
、

妖
怪
の
意
味
合
い
も
変
わ
っ
て
い
く
。

人
が
水
辺
・
自
然
を
技
術
的
に
あ
る

程
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に

な
る
と
、
例
え
ば
河
童
が
親
し
み
を

感
じ
さ
せ
る
存
在
と
な
っ
た
よ
う
に
、

妖
怪
全
般
が
人
に
楽
し
み
を
提
供
す

る
大
衆
文
化
と
な
っ
て
い
く
。

　

妖
怪
を
追
っ
て
い
く
と
、
人
々
の
、

水
辺
を
含
む
自
然
へ
の
意
識
の
変
化

は
た
し
か
に
読
み
と
れ
る
。
そ
の
う

え
で
、
な
お
も
取
材
を
進
め
て
い
く

と
、
妖
怪
は
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
な

か
で
今
も
生
き
つ
づ
け
て
い
る
存
在

で
あ
り
、
ま
た
今
だ
か
ら
こ
そ
必
要

と
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
こ
と
も
、

徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。

妖
怪
伝
説
の
光
と
陰

　

か
の
宮
本
常
一
や
山
本
周
五
郎
が

監
修
し
た
『
日
本
残
酷
物
語
』（
平
凡

社
）
と
い
う
書
籍
が
あ
る
。
日
本
の

昔
の
民
の
暮
ら
し
が
い
か
に
辛
く
厳

し
か
っ
た
か
を
綴
っ
た
本
だ
が
、
似

た
話
は
今
も
生
き
て
い
る
。

　

例
え
ば
「
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
た
」

と
い
う
話
。
昔
む
か
し
、
大
き
な
杉

の
梢
に
ち
ょ
ん
ま
げ
と
着
物
の
一
部

が
引
っ
か
か
っ
て
い
た
。
修
行
僧
が

天
狗
に
さ
ら
わ
れ
た
の
だ
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
が
、
実
は
よ
そ
か
ら
来
て

乱
暴
狼
藉
を
は
た
ら
い
た
不
届
き
者

を
村
人
た
ち
が
こ
っ
そ
り
始
末
し
た

も
の
。「
あ
の
家
の
者
が
や
っ
た
ら
し

い
」
と
い
う
話
ま
で
残
っ
て
い
る
と

い
う
。

「
鬼
子
」
と
い
う
伝
承
も
あ
る
。
生

ま
れ
た
と
き
か
ら
歯
が
生
え
て
い
て
、

す
ぐ
に
歩
き
出
し
、
ご
は
ん
も
食
べ

る
。
じ
き
に
裏
山
へ
消
え
て
い
っ
た

…
…
の
は
事
実
で
は
な
く
、
そ
の
姿

に
驚
い
た
親
が
焼
き
殺
し
て
埋
め
た

そ
う
だ
。
こ
れ
に
類
似
し
た
「
鬼
子

殺
し
」
の
話
は
全
国
に
あ
る
。

　

そ
し
て
「
神
隠
し
」
の
あ
る
種
の

真
実
。
村
人
が
行
き
ず
り
の
異
性
と

恋
に
落
ち
て
夜
逃
げ
し
て
も
、
皆
が

「
神
隠
し
だ
ね
」
と
知
ら
な
い
ふ
り

を
す
れ
ば
、
残
さ
れ
た
夫
も
し
く
は

妻
は
再
婚
し
や
す
い
。
人
手
を
確
保

し
、
共
同
体
を
維
持
す
る
知
恵
だ
。

　

現
代
か
ら
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も

「
と
ん
で
も
な
い
話
」
だ
が
、
侵
入

者
か
ら
身
を
守
る
自
衛
手
段
で
あ
り
、

「
生
き
て
い
て
も
苦
労
す
る
か
ら
」

と
い
う
苦
し
い
親
心
で
あ
り
、「
気
を

落
と
さ
ず
に
再
出
発
し
な
さ
い
よ
」

と
い
う
親
切
心
で
も
あ
る
。

今
も
必
要
な
「
生
き
る
術
」

　

暗
い
話
だ
が
、
い
ず
れ
も
取
材
で

聞
い
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ほ
ど
昔
の

出
来
事
で
は
な
い
こ
れ
ら
の
話
か
ら

透
け
て
見
え
る
の
は
生
き
抜
く
た
め

の
「
知
恵
」
と
他
者
へ
の
「
寛
容
」

の
心
。
特
に
「
知
恵
」
を
後
世
に
つ

な
い
で
き
た
の
が
、
妖
怪
を
軸
と
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
口
頭
伝
承
だ
っ
た
。

危
険
な
場
所
や
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

事
実
を
、
日
本
で
は
妖
怪
話
と
し
て

口
承
し
て
き
た
。
し
か
も
、
決
し
て

昔
話
で
は
な
い
。

　

徳
島
の
山
城
町
に
「
青
石
の
青
坊

主
」
が
棲
む
と
伝
わ
る
場
所
が
あ
る
。

昔
か
ら
水
害
や
溺
死
が
相
次
ぎ
、
旧

国
道
で
狭
か
っ
た
こ
ろ
は
車
の
転
落

事
故
も
多
か
っ
た
が
、
道
路
が
拡
幅

し
た
今
で
も
車
の
事
故
は
な
く
な
ら

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
ガ
ー
ド
レ

ー
ル
に
傷
一
つ
つ
け
ず
」
に
宙
を
飛

ぶ
不
思
議
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
。

「
同
じ
と
こ
ろ
で
事
故
し
よ
ん
な
ぁ
。

不
思
議
や
な
」（
妖
怪
村
・
平
田
政
廣
さ

ん
）。
妖
怪
は
古
び
た
伝
承
で
は
な

い
の
だ
。

生
き
づ
ら
さ
の
解
消
へ

　

今
、
子
ど
も
た
ち
の
間
で
、
物
事

が
う
ま
く
い
か
な
い
と
妖
怪
の
せ
い

に
す
る
風
潮
が
あ
る
そ
う
だ
。「
教
育

的
に
ど
う
な
の
？
」
と
心
配
す
る
向

き
も
あ
る
が
、
子
ど
も
に
は
逃
げ
場

が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
は
大
人
も
同
じ
こ
と
。
会
社

で
は
成
果
が
常
に
求
め
ら
れ
、
失
敗

は
で
き
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
円
滑
に
す
る
手
段
で
あ
る
は
ず

の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
も
「
い
い
ね
！
し
な
け

れ
ば
…
…
」
な
ど
妙
に
気
を
遣
う
。

殺
伐
と
し
た
空
気
が
漂
う
の
は
、
互

い
に
対
す
る
寛
容
さ
が
、
私
た
ち
に

足
り
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

日
常
の
さ
さ
い
な
失
敗
を
と
が
め

だ
て
、
他
人
を
窮
地
に
追
い
込
む
の

は
得
策
で
は
な
い
。
人
と
人
が
支
え

合
わ
な
け
れ
ば
こ
の
社
会
は
成
り
立

た
な
い
か
ら
だ
。
か
つ
て
人
々
は
、

妖
怪
を
緩
衝
材
と
し
て
他
人
を
責
め

な
い
寛
容
さ
を
も
っ
て
い
た
。

　

一
方
、
創
作
面
を
考
え
て
も
、
著

作
権
の
な
い
妖
怪
は
自
由
だ
。「
モ
ノ

ノ
ケ
市
」
で
出
会
っ
た
若
き
作
家
た

ち
は
「
買
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
は
言

わ
な
い
物
静
か
な
人
た
ち
だ
が
、
自

分
が
創
造
し
た
妖
怪
作
品
を
通
じ
て

言
葉
を
交
わ
し
、
購
入
さ
れ
る
こ
と

で
自
身
の
存
在
意
義
を
も
確
認
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
た
。
現
代
の
妖
怪

は
、
人
と
人
を
つ
な
ぐ
こ
う
し
た
可

能
性
も
秘
め
て
い
る
。

　

生
き
づ
ら
い
世
の
中
だ
か
ら
こ
そ
、

心
が
自
由
に
な
る
よ
う
な
、
も
う
一

つ
の
世
界
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
う
、
私
た
ち
に
は

妖
怪
が
必
要
な
の
だ
。

妖
怪
が
伝
え
る
、
命
を
つ
な
ぐ
術
と
記
憶

ぼくらには妖怪が必要だ　文化をつくる
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九
州
の
河
童

　

福
岡
県
久
留
米
市
は
筑
後
川
が
流
れ

て
い
る
。
市
の
ゆ
る
キ
ャ
ラ
は
「
く
る

っ
ぱ
」
と
称
す
る
河
童
君
で
子
ど
も
た

ち
の
人
気
も
の
で
あ
る
。
同
市
田た

ぬ
し
ま
る

主
丸

町ま
ち

の
マ
ン
ホ
ー
ル
は
か
わ
い
い
愛
嬌
の

あ
る
河
童
で
あ
る
。
J 

R
久
大
本
線
田

主
丸
駅
は
口
を
尖
ら
し
た
河
童
を
か
た

ど
っ
た
駅
舎
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
は

皿
に
手
を
あ
て
た
河
童
像
が
鎮
座
す
る
。

　

筑
後
川
の
河
童
に
つ
い
て
は
、
石
川

純
一
郎
著
『
河
童
の
世
界
』（
時
事
通
信

社
・
1 

9 

8 

5
）
に
、
河
童
の
渡
来
と
し

て
、
記
さ
れ
て
い
る
。
昔
河
童
は
唐か

ら
て
ん天

竺じ
く

の
黄
河
の
上
流
に
大
族
を
な
し
て
住

ん
で
い
た
。
そ
の
な
か
の
一
族
が
黄
河

を
下
り
、
九
州
の
大
河
球
磨
川
に
住
む

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
河
童
が
繁
殖
し

て
九
千
匹
と
な
り
、
九
千
坊
と
称
す
る

族
長
は
乱
暴
者
で
、
女
子
供
を
か
ど
わ

か
し
た
り
す
る
の
で
、
肥
後
の
加
藤
清

正
は
怒
っ
て
、
九
州
の
猿
を
集
め
て
河

童
を
攻
撃
し
た
た
め
、
河
童
は
肥
後
を

去
り
、
隣
国
筑
後
へ
、
久
留
米
の
殿
さ

ま
有
馬
公
の
許
し
を
得
て
、
筑
後
川
に

住
む
よ
う
に
な
り
、
水
難
除
け
神
の
水

天
宮
の
お
使
い
に
な
っ
た
と
い
う
。
八

代
市
を
流
れ
る
球
磨
川
の
ほ
と
り
に
、

「
河
童
渡
来
の
碑
」
が
建
つ
。
九
州
の

河
童
の
書
と
し
て
、
九
州
河
童
の
会
編

『
九
州
河
童
紀
行
』（
葦
書
房
・
1 
9 

9 

3
）、

吉
田
龍
四
郎
著
『
水
と
甲
羅　

遠
賀
川

の
河
童
た
ち
』（
自
分
史
図
書
館
・
2 

0 
0 
5
）、

山
﨑
猛
夫
著
『
徳
須
恵
川
の
河
童
た

ち
』（
佐
賀
県
北
波
多
村
・
1 

9 

9 

1
）、
中
村

地
平
著
『（
日
向
）
民
話
集　

河
童
の

遠
征
』（
鉱
脈
社
・
2 

0 

0 

4
）
が
あ
る
。

河
童
の
正
体

　

大
野
芳
著
『
河
童
よ
、
き
み
は
誰
な

の
だ
』（
中
公
新
書
・
2 

0 

0 

0
）
に
、
河
童

の
容
貌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
頭
に
皿
が

あ
り
、
底
の
深
さ
約
3
㎝
。
歯
は
亀
の

歯
に
似
て
尖
っ
て
い
る
。
背
中
は
亀
の

甲
羅
の
色
、
堅
い
。
脇
腹
に
柔
ら
か
い

縦
筋
が
あ
る
、
手
足
と
も
縮
め
る
こ
と

が
で
き
、
手
足
の
関
節
は
前
に
も
後
ろ

に
も
曲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
尻
は
亀

の
よ
う
に
約
5
㎝
尖
っ
て
い
る
。
河
童

の
性
格
に
つ
い
て
、
斎
藤
次
男
著
『
河

童
ア
ジ
ア
考
』（
彩
流
社
・
1 

9 

9 

4
）
で
次

の
よ
う
に
挙
げ
て
い
る
。
茄
子
や
胡
瓜

が
大
好
き
で
あ
る
。
猿
と
金
気
は
大
嫌

い
。
馬
を
川
へ
引
き
ず
り
込
む
。
相
撲

が
大
好
き
で
あ
る
。
傷
薬
を
発
明
す
る
。

惚
れ
や
す
い
河
童
は
狐
ま
で
恋
を
す
る
。

非
情
に
尻
子
玉
を
抜
く
。
こ
れ
ら
の
河

童
の
性
格
を
み
て
く
る
と
、
非
常
に
人

間
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
全
国
津
々

浦
々
に
残
っ
て
い
る
河
童
の
逸
話
は
現

実
化
し
て
く
る
よ
う
だ
。
河
童
は
も
と

も
と
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
何
ら

か
の
事
情
で
河
童
と
い
う
妖
怪
に
さ
れ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
説
が
生
ま
れ
て
く

る
。
水
木
し
げ
る
・
画
／
村
上
健
司
・

編
『
日
本
妖
怪
大
事
典
』（
角
川
文
庫
・
2 

0 

1 

5
）
の
「
河
童
」
の
呼
称
に
関
し
、

水
神
を
思
わ
せ
る
も
の
、
メ
ド
チ
・
ミ

ン
ツ
チ
、
子
供
の
姿
を
思
わ
せ
る
も
の
、

カ
ッ
パ
・
カ
ワ
ラ
ン
ベ
・
ガ
ラ
ッ
パ
、

動
物
を
思
わ
せ
る
も
の
、
エ
ン
コ
ウ
・

カ
ブ
ソ
・
カ
ワ
ッ
ソ
、
特
定
の
信
仰
を

思
わ
せ
る
も
の
、
ヒ
ョ
ウ
ス
ベ
・
祇
園

坊
主
と
、
分
類
さ
れ
て
い
る
。
相
撲
や

胡
瓜
を
好
む
の
は
、
河
童
は
水
神
と
し

て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
か
つ
て
の
相
撲
は
神
事
で

あ
り
、
胡
瓜
な
ど
の
初
な
り
の
野
菜
は

水
神
信
仰
の
欠
か
せ
な
い
供
え
物
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
か
ら
河
童
が
水
神
と
し

て
の
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
河
童
の
凶
暴
性
は

水
難
事
故
の
恐
ろ
し
さ
に
起
因
す
る
と

い
う
。

　

河
童
に
つ
い
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
＋
常
光
徹
編
『
河
童
と
は
な
に

か
』（
岩
田
書
院
・
2 

0 

1 

4
）、
飯
倉
義
之

編
『
ニ
ッ
ポ
ン
の
河
童
の
正
体
』（
新
人

物
往
来
社
・
2 

0 

1 

0
）、
安
藤
操
・
清
野

文
男
著
『
河
童
の
系
譜
―
わ
れ
ら
が
愛

す
る
河
童
た
ち
』（
五
月
書
房
・
1 

9 

9 

3
）、

本
堂
清
・
画
／
文
『
河
童
物
語
』（
批
評

社
・
2 

0 

1 

5
）、
石
田
英
一
郎
著
『
河
童

駒
引
考
―
比
較
民
族
学
的
研
究
』（
東
京

古賀 邦雄 さん
こが くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業。水資源開
発公団（現・独立行政法人水資源機構）
に入社。30年間にわたり水・河川・湖
沼関係文献を収集。2001年退職し現
在、日本河川協会、ふくおかの川と水の
会に所属。2008年5月に収集した書籍
を所蔵する「古賀河川図書館」を開設。
U R L：http://mymy.jp/koga/
平成 26年公益社団法人日本河川協会
の河川功労者表彰を受賞。
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大
学
出
版
会
・
1 

9 

6 

6
）、
高
橋
貞
子
著

『
河
童
を
見
た
人
び
と
』（
岩
田
書
院
・
2 

0 
0 
3
）
を
掲
げ
る
。

水
木
し
げ
る
の
河
童

　

妖
怪
漫
画
家
水
木
し
げ
る
は
、
2 

0 

1 

5
年
11
月
30
日
に
逝
去
し
、
満
93
歳

だ
っ
た
。
彼
の
出
身
地
、
鳥
取
県
境
港

市
駅
前
の
妖
怪
ロ
ー
ド
に
は
河
童
の
像

も
並
ん
で
い
る
。
水
木
し
げ
る
著

『「
ぼ
く
ら
」
版 

カ
ッ
パ
の
三
平
他
』（
講

談
社
・
2 

0 

1 

4
）、
同
著
『
貸
本
版 

河

童
の
三
平
（
上
）（
下
）』（
講
談
社
・
2 

0 

1 

3
）
を
め
く
る
と
、
河
童
の
不
思
議

な
世
界
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
。
三
平

と
死
神
と
の
や
り
と
り
が
の
ん
び
り
と

し
た
会
話
で
行
な
わ
れ
、
水
泳
大
会
で

は
三
平
が
神
が
か
り
で
世
界
新
記
録
を

た
て
、
優
勝
す
る
。
そ
こ
に
ゆ
く
え
の

わ
か
ら
な
か
っ
た
父
が
帰
っ
て
く
る
。

父
は
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
小
人
一
族

を
発
見
し
ト
ラ
ン
ク
に
入
れ
て
持
ち
帰

る
。
そ
し
て
父
は
亡
く
な
り
三
平
は
小

人
た
ち
を
養
う
。
死
神
、
小
人
、
カ
ッ

パ
、
狸
、
魔
女
、
猫
、
行
方
不
明
の
父
、

母
な
ど
が
登
場
す
る
。
最
後
に
は
三
平

は
死
ん
で
い
く
。
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
池
澤

春
菜
氏
は
、
こ
の
漫
画
の
解
説
で
、「
河

童
の
三
平
と
い
う
漫
画
は
何
か
変
で
あ

る
。
お
話
は
け
し
て
難
し
く
な
い
。
だ

が
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
逃
げ
水
の
如

く
ど
こ
ま
で
も
曖
昧
に
な
っ
て
い
っ
て

し
ま
う
。」
河
童
の
存
在
の
あ
い
ま
い

さ
、
生
と
死
の
境
の
あ
い
ま
い
さ
が
貫

か
れ
て
い
る
、
不
思
議
な
漫
画
で
あ
る

が
、
水
木
し
げ
る
の
戦
争
体
験
に
お
け

る
生
と
死
を
さ
ま
よ
っ
た
自
画
像
が
潜

ん
で
い
る
よ
う
だ
。

河
童
の
小
説

　

前
述
の
よ
う
に
福
岡
の
田
主
丸
町
は

河
童
の
町
で
あ
る
。
芥
川
賞
作
家
・
火

野
葦あ

し
へ
い平

は
、
昭
和
30
年
ご
ろ
、
河
童
の

魅
力
に
惹
か
れ
た
の
か
、
田
主
丸
町
を

た
び
た
び
訪
れ
、
筑
後
川
に
舟
を
浮
か

べ
、
鯉
と
り
マ
ー
シ
ヤ
ン
こ
と
上
村
政

雄
氏
の
素
手
に
よ
る
鯉
と
り
の
妙
技
を

見
学
し
て
い
る
。
河
童
作
家
と
も
言
わ

れ
る
火
野
葦
平
は
、『
河
童
昇
天
』（
改
造

社
・
1 
9 
4 

0
）、『
河
童
曼
陀
羅
』（
四
季

社
・
1 

9 
5 
7
）、『
河
童
も
の
が
た
り
』（
新

潮
社
・
1 

9 
5 
5
）
の
小
説
を
書
い
た
。

芥
川
龍
之
介
の
『
河
童
・
或
阿
呆
の
一

生
』（
新
潮
文
庫
・
1 

9 
6 
8
）
は
、
主
人
公

が
河
童
を
追
っ
て
穴
に
落
ち
、
河
童
の

世
界
に
入
っ
て
い
く
。
泉
鏡
花
・
柳
田

國
男
・
芥
川
龍
之
介
著
／
東
雅
夫
編

『
河
童
の
お
弟
子
』（
ち
く
ま
文
庫
・
2 
0 
1 

4
）
に
は
、
鏡
花
の
「
貝
の
穴
に
河
童

の
居
る
事
」、「
瓜
の
涙
」、「
河
伯
令
嬢
」、

龍
之
介
の
「
河
童
及
河
伯
」、「
水
怪
」、

「
河
郎
の
歌
」、
國
男
の
「
河
童
駒
引
」、

「
川
童
の
話
」、「
盆
過
ぎ
メ
ド
チ
談
」
な

ど
、
河
童
三
人
男
の
作
品
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。

　

ま
た
、
河
童
と
は
直
接
関
係
し
な
い

が
、
柳
田
國
男
著
『
妖
怪
談
義
』（
講
談

社
学
術
文
庫
・
1 

9 

7 

7
）、
畑
中
章
宏
著

『
災
害
と
妖
怪
―
柳
田
國
男
と
歩
く
日

本
の
天
変
地
異
』（
亜
紀
書
房
・
2 

0 

1 

2
）

に
は
、
薩
摩
の
阿
久
根
の
山
の
中
、
四

助
が
山
に
入
っ
て
雨
に
遭
い
、
土
手
の

か
げ
み
で
休
ん
で
い
る
と
、「
崩く

ゆ
崩

ゆ
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
、
四
助
は
こ

の
声
に
応
じ
て
「
崩
ゆ
な
ら
崩
え
て
見

よ
」
と
い
う
と
、
た
ち
ま
ち
土
手
が
崩

れ
、
沢
山
の
山
の
薯い

も

が
と
れ
た
。
三
助

は
こ
の
話
を
聞
い
て
、
山
に
入
り
、
ど

こ
か
ら
と
も
な
く
、「
流
る
流
る
」
と
い

う
声
が
す
る
。「
流
る
る
な
ら
流
れ
て
み

よ
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
今
度
は
松ま

つ
や
に脂

が
ど
っ
と
流
れ
て
き
て
三
助
の
体
に
巻

き
つ
き
、
三
助
の
父
が
松
明
を
も
っ
て
、

探
し
に
出
か
け
て
、
三
助
を
見
つ
け
て
、

松
明
を
差
し
向
け
た
途
端
、
火
が
移
っ

て
三
助
は
焼
け
死
ん
だ
と
い
う
。
崩
壊

の
災
害
と
妖
怪
に
関
す
る
同
様
な
こ
と

が
、
入
鹿
池
、
木
曽
の
与
川
の
川
上
で

も
起
こ
っ
て
い
る
。

河
童
の
児
童
書

　

子
ど
も
は
最
初
河
童
と
接
す
る
と
き

は
、
恐
怖
感
を
抱
く
も
の
の
、
次
第
に

仲
よ
し
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な

内
容
の
児
童
書
が
多
い
。
小
暮
正
夫
・

作
／
こ
ぐ
れ
け
ん
じ
ろ
う
・
絵
『
河
童

の
ク
ゥ
と
夏
休
み
』（
岩
崎
書
店
・
2 

0 

0 

7
）
は
、
少
年
康
一
が
河
原
で
ふ
し
ぎ

な
石
を
見
つ
け
て
、
そ
の
石
を
割
っ
て

水
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
中
か
ら
河
童
の

ク
ゥ
が
現
れ
て
き
た
。
康
一
君
と
ク
ゥ

と
の
友
情
を
つ
づ
り
、
一
見
、
ア
メ
リ

カ
映
画
『
E
・
T
』
を
彷ほ

う
ふ
つ彿

と
さ
せ
る
。

シ
ゲ
タ
サ
ヤ
カ
・
作
／
絵
『
カ
ッ
パ
も

や
っ
ぱ
り
キ
ュ
ウ
リ
で
し
ょ
？
』（
講
談

社
・
2 

0 

1 

4
）
は
、
あ
る
河
童
が
冷
蔵

庫
に
胡
瓜
が
な
く
な
り
、
胡
瓜
の
自
動

販
売
機
で
購
入
後
、
帰
り
道
に
、
で
っ

か
い
病
気
の
胡
瓜
君
（
本
当
は
パ
ン
）
に

遭
遇
し
、
看
病
し
て
助
け
て
や
る
が
、

今
度
は
河
童
君
が
病
気
に
な
り
、
胡
瓜

君
が
胡
瓜
を
沢
山
も
っ
て
、
河
童
君
を

見
舞
う
と
い
う
話
で
あ
る
。
武
田
美
穂

作
『
か
っ
ぱ
ぬ
ま
』（
あ
す
な
ろ
書
房
・
2 

0 

1 

4
）
は
、
少
年
が
か
っ
ぱ
沼
の
ほ
と

り
で
昼
寝
を
し
て
い
る
間
に
、
馬
が
河

童
に
引
か
れ
か
け
た
が
、
河
童
は
馬
に

力
負
け
し
た
。
少
年
は
河
童
を
許
し
て

仲
よ
し
に
な
る
話
で
あ
る
。
他
に
、
た

か
し
よ
い
ち
・
作
／
斎
藤
博
之
・
絵

『
が
わ
っ
ぱ
』（
岩
崎
書
店
・
1 

9 

7 

1
）、
だ

ん
ち
あ
ん
・
作
／
太
田
一
希
・
絵
『
瓢

箪
池
の
河
童
』（
銀
の
鈴
社
・
2 

0 

1 

3
）、

橋
本
香
折
・
作
／
橋
本
淳
子
・
絵
『
水

の
扉
』（
ひ
く
ま
の
出
版
・
1 

9 

9 

8
）
を
掲

げ
る
。

河
童
の
事
典

　

最
後
に
、
河
童
の
こ
と
に
つ
い
て
、

す
べ
て
の
こ
と
を
著
し
た
、
和
田
寛
編

『
河
童
伝
承
大
事
典
』（
2 

0 

0 

5
）、
同
著

『
河
童
の
文
化
誌
―
明
治
・
大
正
・
昭

和
編
』（
2 

0 

1 

0
）、
同
著
『
河
童
の
文

化
誌
―
平
成
編
』（
2 

0 

1 

2
）
が
岩
田
書

院
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西

洋
に
関
し
て
は
山
北
篤
著
『
図
解 

水
の

神
と
精
霊
』（
新
紀
元
社
・
2 

0 

0 

9
）
が
あ

る
。
以
上
、
河
童
に
関
す
る
書
を
挙
げ

て
き
た
が
、
河
童
は
一
体
な
に
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

〈
葉
か
げ
な
る
お
化
け
胡
瓜
や
土
ま
み
れ
〉

　
（
磯
部
協
子
）
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冬の結晶を夏にいただく
日光 天然の氷
水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回は、厳寒期に水を溜め、天

候と気温を見ながら凍らせる「天然氷」です。戦前まで重宝された天然氷も、電気冷蔵

庫が普及してからは全国で廃業が相次ぎ、今では希少な存在となりました。豊かな森が育

んだ水を用いた日光の「天然の氷」は、どのようにつくられ、保管されているのでしょうか。

食の風土記 5

天然氷
（栃木県日光市）

天然の氷を削ったかき氷は、ふわふわ感たっぷり。地
元産の「とちおとめ」を使った手づくりシロップも絶品
（日光霧降高原「チロリン村」）

だ
氷こ

お
り
い
け池と

氷
室
が
あ
る
。
水
は
5 

0 

0 

m

ほ
ど
遡
っ
た
場
所
の
湧
水
を
導
水
管
で
引

き
入
れ
る
。
冬
は
日
が
あ
た
ら
ず
、
冷
気

だ
け
で
凍
ら
せ
る
に
は
絶
好
の
場
所
だ
。

市
内
で
観
光
施
設
を
営
む
山
本
さ
ん
が
氷

づ
く
り
を
始
め
た
の
は
10
年
前
。
自
身
の

施
設
で
提
供
す
る
か
き
氷
用
に
天
然
氷
を

仕
入
れ
て
い
た
が
、
卸
業
者
か
ら
「
氷
づ

く
り
を
や
め
る
ら
し
い
」
と
聞
い
た
。
山

本
さ
ん
は
一
面
識
も
な
い
先
代
に
「
手
伝

い
ま
す
か
ら
続
け
て
く
れ
ま
せ
ん
か
？
」

と
掛
け
合
っ
た
が
首
を
縦
に
振
ら
な
い
。

「
私
が
つ
く
る
の
で
教
え
て
く
だ
さ
い
」

と
頼
ん
で
も
断
ら
れ
る
。
あ
き
ら
め
き
れ

ず
翌
朝
か
ら
氷
室
に
毎
日
通
い
、「
こ
れ
は

先
代
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
日
光
の
大

日
光
の
氷
は

大
切
な
食
文
化

「
ヴ
ィ
ー
ン
、
キ
リ
キ
リ
キ
リ
…
…
」
と

い
う
耳
慣
れ
な
い
音
が
響
く
。
1
月
下
旬

の
栃
木
県
日
光
市
。
住
宅
街
を
抜
け
た
川

べ
り
の
池
で
は
、
雪
が
舞
う
な
か
天
然
氷

の
「
切
り
出
し
」
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

　
池
に
張
っ
た
氷
の
上
で
男
性
が
特
製
の

動
力
カ
ッ
タ
ー
を
操
り
氷
を
切
り
出
す
。

そ
れ
を
一
つ
ず
つ
竹
で
組
ん
だ
レ
ー
ル
に

乗
せ
、
氷ひ

む
ろ室

ま
で
滑
ら
せ
て
い
く
。
運
び

込
ま
れ
た
氷
は
き
れ
い
に
並
べ
ら
れ
、
杉

の
大お

が
く
ず

鋸
屑
が
た
っ
ぷ
り
か
け
ら
れ
る
。

　
こ
こ
に
は
「
四
代
目
徳
次
郎
」
こ
と
山

本
雄
一
郎
さ
ん
が
、
先
代
か
ら
受
け
継
い
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切
な
食
文
化
で
す
」
と
食
い
下
が
り
、
と

う
と
う
継
承
を
許
さ
れ
た
。
2 

0 

0 

7
年

（
平
成
19
）
の
冬
に
教
え
を
乞
い
、
翌
年
か

ら
「
四
代
目
徳
次
郎
」
と
名
乗
っ
て
出
荷

し
は
じ
め
た
。

天
候
を
予
測
し
て

「
凍
ら
せ
ど
き
」
を
探
る

　

清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』
に
か
き
氷
の

記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
氷
は
遅
く
と
も
平

安
時
代
に
は
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
日
光
は

冬
こ
そ
寒
い
も
の
の
、
東
北
や
日
本
海
側

ほ
ど
雪
が
降
ら
な
い
の
で
氷
づ
く
り
に
適

し
て
い
る
が
、
本
格
化
し
た
の
は
明
治
期

後
半
。
産
地
と
し
て
は
後
発
だ
が
、
こ
の

地
に
は
外
国
人
向
け
の
民
宿
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
た
「
日
光
金
谷
ホ
テ
ル
」（
創
業
明
治
6

年
）
な
ど
が
あ
り
冷
凍
・
冷
蔵
設
備
が
必

要
だ
っ
た
。
最
盛
期
に
は
十
数
軒
の
氷
室

が
あ
り
、
地
元
の
み
な
ら
ず
東
京
な
ど
へ

も
貨
車
で
運
ば
れ
て
い
た
。

　

四
代
目
は
、
例
年
11
月
初
旬
か
ら
氷
池

の
清
掃
な
ど
準
備
を
始
め
、
12
月
〜
2
月

で
氷
を
つ
く
る
。
厚
さ
15 

cm
を
目
安
に
切

り
出
す
が
、
通
常
は
2
回
、
多
く
て
も
3

回
し
か
切
り
出
せ
な
い
。
た
だ
池
に
水
を

入
れ
た
だ
け
で
は
、
質
の
よ
い
「
硬
い

氷
」
に
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

普
段
は
池
を
凍
ら
せ
な
い
た
め
に
常
に

右：天然の氷づくりを継承した四代目徳次郎さん
❶前日に引いたラインに沿って氷を切り出してい
く　❷切り出した氷は竹のレールで滑らせながら
運ぶ。氷の重さは約 40kg　❸氷が運び込まれる
前の氷室。壁板、床板も地元の杉材。床板の下
は砂利で水分を逃がす　❹氷室に運び込まれた
氷。大鋸屑をかけることで 1年以上保管できる　
❺ゴミをとるためだけに凍らせ、表層に張った氷ご
と捨てるので不純物が少なく透明感に優れている

水
を
引
き
入
れ
て
表
層
を
波
立
た
せ
て
お

き
、
よ
い
氷
が
つ
く
れ
そ
う
だ
と
判
断
し

た
と
き
に
水
を
止
め
る
。
大
事
な
の
は
温

度
と
凍
り
方
。
表
面
の
氷
が
硬
く
な
け
れ

ば
、
そ
の
下
も
硬
く
な
ら
な
い
。

「
氷
は
夜
に
育
つ
の
で
、
そ
の
と
き
の
温

度
が
大
切
で
す
。
凍
る
の
に
時
間
が
か
か

り
す
ぎ
る
と
柔
ら
か
い
氷
に
な
っ
て
し
ま

う
し
、
急
激
に
凍
っ
て
も
柔
ら
か
く
な
っ

て
し
ま
う
」
と
四
代
目
は
言
う
。
氷
点
下

7
〜
8
度
の
寒
さ
が
数
日
続
く
の
が
氷
づ

く
り
に
適
し
て
い
る
が
、
予
想
外
に
気
温

が
下
が
ら
な
い
、
あ
る
い
は
逆
に
下
が
り

す
ぎ
た
場
合
は
で
き
た
氷
を
割
り
捨
て
、

次
の
チ
ャ
ン
ス
を
窺
う
。
だ
か
ら
一
冬
に

2
、
3
回
し
か
つ
く
れ
な
い
し
、
天
候
の

予
測
も
重
要
だ
。
天
気
予
報
の
精
度
は
高

ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
四
代
目
は
「
先
代

の
予
測
の
方
が
よ
く
当
た
る
よ
」
と
笑
う
。

「
あ
の
山
（
赤
薙
山
﹇
あ
か
な
ぎ
さ
ん
﹈）
を
見

て
く
だ
さ
い
。
稜
線
に
雲
が
か
か
っ
て
い

る
で
し
ょ
？ 

雲
が
の
ん
び
り
流
れ
て
い

る
の
で
よ
い
氷
は
で
き
ま
せ
ん
。
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
先
代
に
教
わ
り
ま
し
た
」

氷
づ
く
り
で
伝
え
る

昔
の
知
恵
と
工
夫

　　

天
候
の
予
測
と
同
様
に
、
氷
を
保
管
す

る
氷
室
に
も
先
人
の
知
恵
が
つ
ま
っ
て
い

る
。
気
温
が
上
が
る
と
氷
は
表
面
か
ら
溶

け
、
に
じ
み
出
た
そ
の
水
分
が
温
ま
り
、

さ
ら
に
氷
を
溶
か
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で

日
光
杉
の
大
鋸
屑
を
入
れ
る
の
だ
。
大
鋸

屑
は
表
面
に
溶
け
た
水
分
を
吸
っ
て
ゆ
っ

く
り
発
散
さ
せ
、
壁
と
床
の
杉
材
が
受
け

止
め
る
た
め
、
1
年
以
上
保
管
で
き
る
。

ま
た
、
氷
を
守
る
大
鋸
屑
は
、
逆
に
氷
で

冷
や
さ
れ
る
た
め
腐
ら
な
い
と
い
う
補
完

関
係
に
あ
る
。
氷
室
で
今
使
っ
て
い
る
大

鋸
屑
は
50
〜
60
年
前
の
も
の
。「
大
鋸
屑
は

氷
に
く
っ
つ
い
て
外
に
出
た
分
を
補
給
す

る
だ
け
で
す
」
と
四
代
目
は
語
る
。

　

切
り
出
し
た
氷
を
滑
ら
せ
る
レ
ー
ル
に

日
光
の
孟も

う
そ
う
ち
く

宗
竹
を
使
う
の
は
、
毎
年
地
元

か
ら
調
達
す
れ
ば
竹
林
は
人
の
手
が
入
り
、

荒
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
だ
。
四
代
目
は

「
滑
ら
せ
る
と
き
に
竹
の
節
が
ブ
レ
ー
キ

代
わ
り
に
も
な
る
。
そ
う
し
た
昔
の
知
恵

を
少
し
で
も
残
し
て
い
き
た
い
」
と
言
う
。

「
い
い
氷
を
つ
く
る
に
は
、
水
が
よ
く
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
水
は
森
が
育
ん

で
い
る
」
と
考
え
る
四
代
目
を
中
心
に
、

「
森
と
水
の
会
」
と
い
う
団
体
も
立
ち
上

げ
、
森
の
保
全
に
着
手
し
て
い
る
。

　

先
人
の
知
恵
と
工
夫
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま

っ
た
日
光
の
「
天
然
の
氷
」。
硬
い
氷
だ

か
ら
こ
そ
の
ふ
わ
ふ
わ
感
を
こ
の
夏
、
ど

こ
か
で
味
わ
い
た
い
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
12
月
22
日
取
材
）

❶

❷

❺ ❹

❸
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制約を味方にする
小さなベンチャー

長崎県小値賀島（五島列島）

中庭 光彦 さん
なかにわ みつひこ

多摩大学経営情報学部事業構想学科教授
多摩大学研究開発機構総合研究所副所長

1962年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士課程退学。
専門は地域政策・観光まちづくり。郊外や地方の開発政策史研究を続け、
人口減少期における地域経営・サービス産業政策の提案を行なっている。
並行して 1998年よりミツカン水の文化センターの活動にかかわり、2014
年よりアドバイザー。主な著書に『オーラルヒストリー・多摩ニュータウン』
（中央大学出版部 2010）、『N P Oの底力』（水曜社 2004）ほか。

人口減少期の地域政策を研究し、自治体や観光協会な

どに提案している多摩大学教授の中庭光彦さんが「おも

しろそうだ」と思う土地を巡る連載です。将来を見据えて、

若手による「活きのいい活動」と「地域の魅力づくりの

今」を切り取りながら、地域ブランディングの構造を解き

明かしていきます。その土地ならではの魅力や思いがけな

い文化資産、そして思わぬ形で姿を現す現代の水文化・

生活文化にご注目ください。今回は九州本土からおよそ

50kmほどの西の海上にある、かつてアジアの交通の要

衝として栄えた「小
お ぢ か じ ま

値賀島」です。

隔
絶
は
魅
力
な
の
か
？

「
大
半
の
島
に
は
人
を
ひ
き
つ
け
る
よ
う

な
歴
史
も
な
い
し
風
景
も
な
い
。
そ
れ
で

い
て
島
に
は
魅
力
が
あ
る
。
隔
絶
せ
ら
れ

た
社
会
だ
か
ら
で
あ
る
。
憩
い
の
場
と
し

て
、
海
を
利
用
し
た
ス
ポ
ー
ツ
、
保
養
の

場
と
し
て
利
用
す
る
な
ら
ば
、
利
用
の
道

は
多
い
し
、
そ
れ
な
ら
島
民
も
と
も
に
参

加
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

　

1 

9 

7 

0
年
（
昭
和
45
）
に
書
か
れ
た

小値賀島の北部にある「長崎鼻」。ここは牛の放牧地で、草を食（は）
む牛の姿と青い海がすばらしい光景をつくる

「
離
島
の
現
状
」
の
一
節
だ
。
書
い
た
の

は
宮
本
常
一
。
全
国
を
見
て
・
聞
い
て
・

歩
い
た
民
俗
学
者
と
し
て
有
名
だ
。
彼
は

1 

9 

5 

3
年
（
昭
和
28
）
離
島
振
興
法
成
立

に
尽
力
し
、
同
年
設
立
さ
れ
た
全
国
離
島

振
興
協
議
会
の
初
代
事
務
局
長
に
な
っ
た
。

時
代
は
戦
後
復
興
か
ら
高
度
成
長
期
へ
と

移
る
。
島
か
ら
人
口
が
流
出
し
無
人
島
が

増
え
る
な
か
、
島
の
人
々
の
生
活
を
支
援

し
た
い
と
考
え
た
。

　

時
を
経
た
現
在
。
島
の
文
化
を
人
々
は
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長崎

佐世保

五島列島

小値賀島

野崎島

長崎県

歴史民俗資料館の前に
ある古い石畳の坂。捕
鯨で栄えた小田家のか
つての船着場跡だ

め
た
。
二
代
目
・
小
田
伝で

ん
じ
べ
え
し
げ
と
し

次
兵
衛
重
利

（
1 

6 

7 

1
年
生
ま
れ
）
は
対
馬
や
平
戸
ま
で

出
漁
し
た
。
そ
こ
で
得
た
膨
大
な
富
の
一

部
を
藩
に
も
献
上
し
た
。
そ
の
後
、
海
産

物
販
路
を
開
拓
す
る
ば
か
り
か
自
ら
船
を

つ
く
り
、
廻
船
業
、
酒
造
業
、
さ
ら
に
は

新
田
・
植
林
の
開
発
も
行
な
っ
た
。

　

小
田
家
と
同
様
に
い
わ
ば
島
の
ベ
ン
チ

ャ
ー
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
の
が
尼
﨑
家
だ
。

初
代
の
尼
﨑
忠
兵
衛
は
1 

8 

6 

9
年
（
明

治
2
）
笛
吹
郷
生
ま
れ
。
彼
は
海
藻
を
燃

や
し
た
灰
が
ヨ
ー
ド
、
そ
し
て
火
薬
や
薬

の
原
料
と
な
る
こ
と
に
目
を
つ
け
、
小
値

賀
沃
度
製
造
所
を
創
立
。
そ
の
後
は
1 

9 

0 

7
年
（
明
治
40
）
に
劇
場
布
袋
座
を
設
立
。

魚
市
場
、
海
運
業
、
発
電
所
建
設
、
銀
行
、

醤
油
・
酒
醸
造
、
衣
料
品
販
売
と
、
五
島

と
長
崎
を
ま
た
ぐ
島
々
の
総
合
商
社
と
な

っ
て
い
っ
た
。
島
の
方
に
歴
史
を
伺
う
と

「
尼あ

ま
ち
ゅ
う忠

さ
ん
」
と
い
う
呼
び
名
が
何
度
も

出
て
く
る
。

　

笛
吹
郷
は
要
衝
の
島
な
ら
で
は
の
ベ
ン

チ
ャ
ー
の
活
躍
が
刻
ま
れ
た
ま
ち
な
の
だ
。

活
版
文
化
で
小
値
賀
を

世
界
に
発
信

　

そ
の
笛
吹
郷
の
小
路
に
、
島
唯
一
の
印

刷
所
、
晋し

ん
こ
う
し
ゃ

弘
舎
活
版
印
刷
所
が
あ
る
。
1 

0 

0 

年
以
上
続
い
て
い
る
印
刷
所
の
四
代

ど
の
よ
う
に
捉
え
、
生
活
し
て
い
る
の

か
？ 

島
に
抱
く
私
た
ち
の
離
島
イ
メ
ー

ジ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
よ
い
の
か
？ 

そ

こ
で
、
今
回
は
宮
本
も
訪
れ
た
長
崎
県
五

島
列
島
の
小
値
賀
島
を
訪
ね
て
み
た
。

か
つ
て
の
小
値
賀
の

ベ
ン
チ
ャ
ー
た
ち

　

佐
世
保
か
ら
フ
ェ
リ
ー
「
な
る
し
お
」

で
3
時
間
20
分
。
小
値
賀
港
に
着
く
。
長

崎
県
小
値
賀
町
は
こ
の
小
値
賀
島
と
周
辺

の
島
々
か
ら
な
る
人
口
2 

6 

0 

2
名
（
2 

0 

1 

6
年
5
月
6
日
）
の
ま
ち
だ
。

　

港
の
あ
る
笛
吹
郷
は
島
の
中
心
街
だ
。

島
の
歴
史
は
古
く
、
奈
良
時
代
に
は
遣
唐

使
の
経
由
地
だ
っ
た
し
、
江
戸
時
代
か
ら

明
治
時
代
に
か
け
て
は
捕
鯨
拠
点
で
も
あ

っ
た
。
さ
ら
に
五
島
列
島
の
島
々
を
結
ぶ

商
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
地
で
も
あ
っ

た
。
笛
吹
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
と
路
地

に
は
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
中
心
部
に
あ
る
「
歴
史
民
俗
資

料
館
」。
こ
こ
は
島
の
旧
家
・
小
田
家
の

屋
敷
を
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
し
た
も
の
で
、

平
戸
藩
を
治
め
て
い
た
松
浦
の
殿
様
も
こ

こ
を
訪
れ
て
い
た
。
松
浦
氏
は
捕
鯨
を
保

護
し
た
の
だ
。

　

小
田
家
の
初
代
・
小お

だ
で
ん
べ
え
し
げ
の
り

田
伝
兵
衛
重
憲
は

壱
岐
か
ら
小
値
賀
に
移
り
、
捕
鯨
業
を
始
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目
と
し
て
活
動
し
て
い
る
の
が
横
山
桃
子

さ
ん
だ
。「
活
版
印
刷
を
通
し
て
小
値
賀
を

世
界
に
発
信
し
て
い
き
た
い
」
と
言
う
。

　

今
は
珍
し
く
な
っ
た
活
字
棚
が
ず
ら
り

と
並
ん
だ
工
房
は
圧
巻
で
、
観
光
客
に
も

公
開
し
て
い
る
。

　

横
山
さ
ん
は
笛
吹
郷
生
ま
れ
。
大
学
で

デ
ザ
イ
ン
を
学
び
、
東
京
で
も
編
集
の
仕

事
を
し
た
。
現
在
は
島
に
戻
り
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
S 

N 

S 

で
も
情
報
公
開
し
、
北

海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
顧
客
を
広
げ
て
い
る
。

　

活
版
は
名
刺
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
が
、

紙
に
少
し
窪
み
が
で
き
独
特
の
書
体
が
並

ぶ
風
合
い
が
美
し
い
。
大
量
の
文
字
の
活

版
棚
か
ら
文
字
を
拾
い
、
そ
れ
を
組
ん
で

版
に
し
て
印
刷
す
る
。
P 
C
で
版
を
つ
く

る
の
が
現
在
の
印
刷
業
界
の
主
流
だ
が
、

活
版
の
質
感
を
求
め
て
横
山
さ
ん
に
注
文

が
集
ま
る
の
だ
。

「
活
版
の
よ
さ
は
、
す
ぐ
に
は
で
き
な
い

こ
と
で
す
。
時
間
が
か
か
る
。
時
間
が
か

か
る
こ
と
は
デ
メ
リ
ッ
ト
と
は
思
っ
て
い

な
い
の
で
。
島
の
人
は
船
が
欠
航
し
た
ら

あ
き
ら
め
な
く
て
は
い
け
な
い
。
自
然
と

よ
り
そ
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
で
は
ど
う

し
よ
う
も
で
き
な
い
」

　

島
に
生
き
る
自
然
の
制
約
感
覚
と
仕
事

の
制
約
感
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。

「
パ
ソ
コ
ン
は
な
ん
で
も
で
き
る
。
で
も

活
版
に
は
い
っ
ぱ
い
制
限
が
あ
る
。
組
み

方
、
文
字
の
大
き
さ
も
決
ま
っ
て
い
る
。

制
限
が
あ
る
な
か
で
、
ど
れ
だ
け
お
も
し

ろ
い
も
の
が
で
き
る
か
が
活
版
の
よ
さ
」

と
言
う
横
山
さ
ん
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
小
値

賀
島
特
産
の
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
ペ
ー
ス
ト
の
ラ

ベ
ル
や
多
く
の
印
刷
物
に
使
わ
れ
て
い
る
。

制
約
を
な
く
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

制
約
を
受
け
止
め
強
み
に
変
え
る
創
造
力

に
、
私
は
感
じ
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

先
々
代
と
な
る
祖
父
は
、
活
版
印
刷
は

文
化
と
話
し
て
い
た
と
い
う
。

「
続
け
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
1 

0 

0 

年
続
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ

に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
人
が
い
る
。
そ
れ
を

継
が
な
く
て
は
い
け
な
い
。
2 

0 

0 

年
続

け
ば
さ
ら
に
魅
力
的
に
な
る
」
と
、
歴
史

そ
の
も
の
が
魅
力
の
源
と
横
山
さ
ん
は
話

し
て
く
れ
た
。

「活版のよさは、時間がかかること」と言う晋弘舎活版印刷所
の四代目、横山桃子さん。活版印刷の昔のイラストは、円内
の写真のように一つずつ手で彫った版を用いていた。下は笛
吹郷にかつてあった劇場布袋座の宣伝チラシ
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会
の
皆
さ
ん
だ
。

　

理
事
長
は
尼
﨑
豊
さ
ん
。
そ
う
、
尼
忠

さ
ん
の
お
孫
さ
ん
だ
。
今
、
こ
の
協
会
は

日
本
版
D 

M 

O 

（
注
）
の
先
駆
け
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
注
目
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
尼
﨑
さ
ん
は
流
行
に
流
さ
れ
る
こ
と

な
く
慎
重
に
成
り
行
き
を
見
守
っ
て
い
る
。

　

小
値
賀
町
で
は
観
光
協
会
を
1 

9 

9 

6

年
（
平
成
8
）
に
設
立
し
、
尼
﨑
さ
ん
は
事

務
局
長
と
な
っ
た
。

　

2 

0 

0 

1
年
（
平
成
13
）
に
は
、
1 

9 

8 

9
年
（
平
成
元
）
か
ら
続
い
て
い
た
廃
校
を

簡
易
宿
泊
所
と
し
て
使
っ
た
「
野
崎
島
自

然
学
塾
村
」
が
、「
な
が
さ
き
島
の
自
然
学

校
」
と
い
う
全
国
に
自
然
体
験
学
校
を
つ

く
る
総
務
省
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
採
用
さ
れ
た
。

夏
期
に
2
週
間
、
子
ど
も
の
キ
ャ
ン
プ
を

野
崎
島
で
行
な
う
の
だ
が
、
途
中
で
小
値

賀
島
本
島
に
い
っ
た
ん
戻
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
子
ど
も
た
ち

全
員
を
島
の
旅
館
だ
け
で
は
収
容
で
き
な

い
。
そ
こ
で
民
泊
を
導
入
し
た
の
が
き
っ

か
け
だ
っ
た
。
当
時
、
大
分
県
の
安あ

じ

む
心
院

で
も
同
様
の
取
り
組
み
を
始
め
て
お
り
、

尼
﨑
さ
ん
は
研
修
に
赴
き
「
や
れ
る
」
と

思
っ
た
と
い
う
。

　

2 

0 

0 

6
年
（
平
成
18
）
に
は
民
泊
の
組

織
で
あ
る
ア
イ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進

協
議
会
、
観
光
協
会
、
な
が
さ
き
島
の
学

校
（
野
崎
島
自
然
学
塾
村
）、
こ
の
三
つ
が
合

（注）日本版DMO

行政、観光業者、地域住民など立場ごとに分かれている機能
を、地域全体の観光マネジメントとして一本化する、着地型
観光のプラットフォーム組織を指す。DMOとはDestination 
Marketing Organizationの略。

島
の
環
境
を
活
か
し
て

健
康
的
な
子
牛
を
育
て
る

　

小
値
賀
島
に
は
た
く
さ
ん
の
牛
が
い
る
。

畜
産
業
が
盛
ん
な
の
だ
。
一
般
に
、
畜
産

農
家
は
繁
殖
農
家
と
肥
育
農
家
に
分
か
れ

る
。

　

繁
殖
農
家
は
母
牛
に
子
を
産
ま
せ
て
1

年
未
満
で
出
荷
す
る
。
そ
の
牛
を
全
国
の

肥
育
農
家
が
仕
入
れ
、
三
重
に
行
け
ば
松

阪
牛
に
な
る
し
長
崎
に
行
け
ば
長
崎
牛
と
、

肥
育
さ
れ
た
土
地
の
ブ
ラ
ン
ド
牛
と
な
る
。

小
値
賀
は
牧
草
に
海
水
に
よ
る
ミ
ネ
ラ
ル

「民泊おくばと」の濱元さんご一家。弥一郎さん、照美さ
んご夫婦は民泊がスタートした当初からの受け入れ家庭

牛を 50頭ほど育てる迎真志さんは二児の父。諫早市の農業大学校で学び、帰島した

分
が
増
え
る
た
め
質
が
よ
い
と
、
昔
か
ら

繁
殖
農
家
に
よ
る
畜
産
が
盛
ん
な
の
だ
。

　

迎む
か
え
ま
さ
し

真
志
さ
ん
も
繁
殖
農
家
の
一
人
だ
。

牛
を
育
て
る
お
も
し
ろ
さ
は
何
か
。

「
牧
草
、
畑
、
育
て
方
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
な
か
で
育
て
た
牛
に
値
段
が
つ
く
。
そ

れ
が
う
れ
し
い
」
と
い
う
。
千
葉
や
新
潟

の
牧
場
か
ら
も
買
い
付
け
に
来
る
そ
う
で
、

販
路
は
広
い
。

「
健
康
的
な
子
牛
が
た
く
さ
ん
で
き
れ
ば

い
い
。
島
だ
か
ら
病
気
も
入
っ
て
き
に
く

い
」
と
、
健
や
か
な
牛
に
こ
だ
わ
っ
て
育

て
て
い
る
。

　

畜
産
業
も
、
島
の
環
境
を
活
か
し
た
商

社
と
同
じ
よ
う
な
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
な
い

か
？ 

健
康
な
牛
を
育
て
る
の
に
こ
ん
な

適
し
た
場
は
な
い
と
私
に
は
思
え
た
。

親
戚
の
家
に
来
た
よ
う
な

民
泊
の
雰
囲
気

　

さ
て
、
島
の
宿
泊
。
わ
れ
わ
れ
は
濱
元

さ
ん
夫
婦
が
営
む
「
民
泊
お
く
ば
と
」
に

お
世
話
に
な
っ
た
。
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
と
い

う
意
味
の
「
民
泊
」
で
小
値
賀
島
で
は
こ

の
民
泊
受
け
入
れ
家
庭
が
約
30
軒
あ
る
。

　

濱
元
さ
ん
ご
夫
妻
も
畜
産
農
家
、
そ
し

て
息
子
さ
ん
と
の
三
人
暮
ら
し
。
イ
ナ
カ

の
親
戚
に
帰
省
し
た
感
じ
だ
。

　

夜
は
濱
元
さ
ん
一
家
と
お
食
事
。
新
鮮

な
鰤ぶ

り

刺
な
ど
を
い
た
だ
き
、
話
も
盛
り
上

が
る
。

「
家
っ
て
昔
は
こ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
な
」

と
思
い
出
し
た
。
民
泊
は
、
家
族
の
か
か

わ
り
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
場
な
の

だ
。
お
客
さ
ん
の
な
か
に
は
「
帰
り
た
く

な
い
」
と
泣
き
じ
ゃ
く
っ
た
女
子
高
生
も

い
た
そ
う
だ
が
、
そ
れ
も
わ
か
る
気
が
し

た
。

き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
会

　

こ
れ
ま
で
登
場
し
た
方
々
を
紹
介
い
た

だ
き
、
小
値
賀
島
で
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

提
案
、
ガ
イ
ド
、
こ
れ
ら
を
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
サ
ー
ビ
ス
で
提
供
い
た
だ
い
た
の
が
N 

P 

O 

お
ぢ
か
ア
イ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
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併
し
て
N 

P 

O 

法
人
に
な
り
現
在
に
至
っ

て
い
る
。
民
泊
は
目
玉
サ
ー
ビ
ス
に
育
っ

て
い
る
。
私
た
ち
は
3
日
間
在
島
し
た
が
、

き
め
細
や
か
な
サ
ー
ビ
ス
は
小
値
賀
島
の

よ
う
な
コ
ン
パ
ク
ト
な
規
模
だ
か
ら
可
能

な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
協
会
に
は
12
名
の
ス
タ
ッ
フ
が
い

る
。
木
寺
智
美
さ
ん
は
神
奈
川
県
平
塚
生

ま
れ
。
東
京
で
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
を

し
て
い
た
が
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
ガ
イ
ド

の
育
成
研
修
で
小
値
賀
に
来
た
と
こ
ろ

「
ビ
ビ
ッ
と
き
て
」
こ
ち
ら
に
住
む
よ
う

に
な
っ
た
。
小
値
賀
に
来
て
か
ら
「
自
分

が
幸
せ
だ
な
、
と
感
じ
る
こ
と
が
増
え
ま

し
た
」
と
語
る
。

　

一
方
、
地
元
生
ま
れ
の
畑
村
真
美
さ
ん

は
、
地
元
で
仕
事
が
し
た
か
っ
た
と
い
う
。

「
自
分
の
地
元
を
好
き
に
な
っ
て
く
れ
る

人
が
増
え
る
の
は
あ
り
が
た
い
し
、
気
づ

か
せ
て
く
れ
る
の
も
あ
り
が
た
い
」
と
話

す
。

　

お
二
人
だ
け
で
は
な
く
、
お
会
い
し
た

み
ん
な
か
ら
感
じ
ら
れ
る
、
島
を
信
じ
る
、

お
そ
ら
く
理
由
な
ど
な
い
心
も
ち
は
、
ど

の
よ
う
に
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

制
約
を
強
み
に
し
て

稼
ぐ
ビ
ジ
ネ
ス
を

　

わ
れ
わ
れ
は
野
崎
島
に
も
渡
っ
た
。
2 

0 

0 

1
年
（
平
成
13
）
に
最
後
の
住
人
が
離

村
し
、
う
ち
捨
て
ら
れ
た
集
落
を
抜
け
る

と
「
野
崎
島
自
然
学
塾
村
」
に
着
く
。
そ

こ
か
ら
5
分
ほ
ど
山
を
上
が
る
と
「
旧

野の
く
び首

教
会
」
だ
。
禁
教
令
が
撤
廃
（
1 

8 

7 

3
年
）
さ
れ
た
後
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン

た
ち
が
信
仰
の
証
と
し
て
つ
く
っ
た
教
会

で
、
建
築
し
た
の
は
他
に
も
長
崎
の
多
く

の
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
建
築
を
手
が
け
た
鉄

川
与
助
。
1 

9 

0 

8
年
（
明
治
41
）
に
完
成

し
た
。

　

空
間
に
は
意
味
が
あ
り
、
そ
の
歴
史
と

出
会
う
こ
と
で
体
験
が
生
ま
れ
る
。
ほ
ぼ

無
人
の
島
の
教
会
の
な
か
に
佇
む
と
、
私

は
3
日
間
の
体
験
に
つ
い
て
考
え
込
ん
で

し
ま
っ
た
。

　

今
回
お
会
い
し
た
人
々
は
、
皆
さ
ん
島

の
ベ
ン
チ
ャ
ー
、
言
い
換
え
れ
ば
「
仕
事

を
創
っ
て
い
る
人
々
」
だ
。
共
通
し
て
い

た
思
考
は
「
島
で
あ
る
こ
と
の
制
約
」
に

魅
力
を
感
じ
強
み
に
し
て
い
る
こ
と
だ
っ

た
。
制
約
を
打
ち
破
る
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
な

く
、
制
約
を
受
け
入
れ
稼
ぐ
ビ
ジ
ネ
ス
を

進
化
さ
せ
て
い
る
。

　

小
値
賀
島
の
旅
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
多
く
の
人
を
雇
う
「
大
き
い
」

ベ
ン
チ
ャ
ー
の
夢
で
は
な
く
、
魅
力
を
伴

っ
た
仕
事
を
営
ん
で
い
る
「
小
さ
い
」
ベ

ン
チ
ャ
ー
の
確
か
な
現
場
だ
っ
た
。
地
域

創
生
の
鍵
が
こ
こ
に
あ
る
。

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

　

地
域
に
は
必
ず
制
約
が
あ
る
。
制
約
を

破
壊
す
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
も
い
れ
ば
、
受
け

入
れ
て
進
化
さ
せ
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
も
い
る
。

制
約
と
ど
う
付
き
合
う
か
は
、
文
化
と
魅

力
づ
く
り
の
大
き
な
論
点
だ
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
3
月
22
〜
24
日
取
材
）

野崎島の高台にそびえる「旧野首教会」。建設費をつ
くるために、17世帯の信者たちが共同で暮らし、食
事も一日二食に切りつめて建てたもの。廃村後は荒れ
てしまったものの、小値賀町が改修した

NPOおぢかアイランドツーリズム
協会の尼﨑豊理事長

東京を離れて小値賀島に移り住んだ木寺智美さん（左）
と小値賀島生まれの畑村真美さん（右）

廃校となった小値賀小中学校野崎分校は、簡易宿泊施設・休憩施設「野崎島自然学塾村」と
して利用され、夏には子ども向けのキャンプも行なう
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坂本 貴啓 さん
さかもと たかあき

筑波大学大学院 
システム情報工学研究科 博士後期課程 

構造エネルギー工学専攻 在学中

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、
高校生になってから下校途中の遠賀川へ寄り道を
するようになり、川に興味を持ちはじめ、川に青春
を捧げる。高校時代にはY N H C（青少年博物学
会）、大学時代にはJ O C（Joint of College）を
設立。白川直樹研究室『川と人』ゼミ所属。河川
市民団体の活動が河川環境改善に対する潜在力
をどの程度持っているかについて研究中。

【荒川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河川データ
（平成 19年）、流域界データ（昭和 52 
年）、ダムデータ（平成 17年）、鉄道デ
ータ（平成 26年）」より編集部で作図

道の記憶と原風景を留める
「越後の荒川」
（山形県・新潟県）

坂本クンと行く川巡り  第10回  
Go ! Go ! 109水系

日
本
海
に
注
ぐ

知
ら
れ
ざ
る
「
荒
川
」

　

坂
本
く
ん
が
選
ん
だ
川
は
「
荒
川
」。

と
い
っ
て
も
埼
玉
・
東
京
を
流
れ
る
荒
川

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
山
形
県
小お

ぐ
に
ま
ち

国
町
の
大

朝
日
岳
か
ら
新
潟
平
野
北
部
を
横
断
し
て

日
本
海
に
注
ぐ
、
長
さ
73
㎞
の
荒
川
で
す
。

　

坂
本
く
ん
は
「
荒
川
と
名
の
つ
く
川
は

全
国
に
30
近
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で

一
級
水
系
の
本
川
が
荒
川
と
い
う
川
は
二

つ
あ
る
の
で
す
が
、
今
回
は
山
形
県
・
新

潟
県
を
流
れ
る
荒
川
を
ご
紹
介
し
た
い
の

で
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
巡
っ
た
川
の

な
か
で
も
っ
と
も
資
料
が
少
な
い
う
え
、

僕
も
河
口
付
近
を
一
度
訪
れ
た
だ
け
な
の

で
、
手
探
り
の
川
め
ぐ
り
に
な
る
は
ず
で

す
」
と
言
い
ま
す
。

　
「
清
流
荒
川
」
と
も
呼
ば
れ
る
越
後
の

荒
川
は
、
ど
ん
な
川
な
の
で
し
ょ
う
か
？

 荒川
 水系番号  ： 33
 都道府県  ： 山形県、新潟県
 源流  ： 大朝日岳（1870 ｍ） 
 河口  ： 日本海  
 本川流路延長  ： 73 km 70位／ 109

 支川数  ： 61河川 59位／ 109

 流域面積  ： 1150 km2 59位／ 109

 流域耕地面積率  ： 4.9 ％ 89位／ 109

 流域年平均降水量  ： 2209.30 mm 36位／ 109

 基本高水流量  ： 8000 m3/ s 39位／ 109

 河口の基本高水流量  ： 8598 m3/ s 47位／ 109

 流域内人口  ： 3万 8160人 92位／ 109

 流域人口密度 ： 33人 / km2 98位／ 109

（基本高水流量観測地点：花立〈河口から8.0km地点〉）
河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点の集水面積）
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面）

109水系
1964年（昭和39）に制定された
新河川法では、分水界や大河川の
本流と支流で行政管轄を分けるの
ではなく、中小河川までまとめて治
水と利水を統合した水系として一
貫管理する方針が打ち出された。
その内、「国土保全上又は国民経
済上特に重要な水系で政令で指
定したもの」（河川法第4条第1
項）を一級水系と定め、全国で
109の水系が指定されている。

川名の由来【荒川】
水源から河口に達する距離が短
く勾配も急なうえ、水源地帯が多
雨・多雪地帯で、古くから洪水に
よる災害が発生する暴れ川だっ
た。「荒ぶる川」が転じて荒川に
なったと思われる。

川
系
男
子 

坂
本
貴
啓
さ
ん
の
案
内
で
、
編
集
部
の
面
々
が
全
国
の
一
級
河
川
「
1
0
9
水

系
」
を
巡
り
、
川
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
探
り
な
が
ら
、
川
の
個
性
を
再
発
見
し
て
い
く
連

載
で
す
。
な
お
、
博
士
論
文
の
執
筆
に
奮
闘
中
の
坂
本
く
ん
に
代
わ
っ
て
、
今
回
の
原
稿
は

編
集
部
が
ま
と
め
ま
し
た
。
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（注 1）旧米沢（越後）街道

越後から米沢に向かう意味では「米沢街
道」と呼ぶが、逆に米沢から越後に向かう場
合は「越後街道」と呼ぶ。峠を中心に見た
場合は「（越後米沢）十三峠」だが、これら
はおおむね同じ経路を指す。

（注 2）青苧

木綿以前の衣服の主原料の一つ。小千谷や
十日町などを中心に産する麻織物のうち、特
に上等なものを「越後上布（じょうふ）」と呼
び、青苧はその原料として重宝された。戦国
武将の上杉謙信は青苧商人や港に出入りす
る船から税を取り立てて財政力を強めた。

（注 3）十三峠

1521年（大永元）に伊達氏十四代・稙宗（た
ねむね）が大里（おおり）峠を開いたことが始
まりとされる。1878年（明治 11）にはイギ
リスの女性旅行家で『日本奥地紀行』を著し
たイザベラ・バードも十三峠を通ったという。

上杉家と越後について
語る米沢市上杉博物館
の佐藤正三郎さん

黒沢峠の帰り道に通った横川は
水量豊富で清らかな流れだった

胎内市教育委員会の水
澤幸一さんの案内で訪
れた「桃崎浜文化財収
蔵庫」の船絵馬（右）。
事前に申し込めば、北
前船の船主が絵馬師に
自分の船を描かせて神
社などに奉納した絵馬
を見ることができる

　

米
沢
市
上
杉
博
物
館
の
学
芸
員
、
佐
藤

正
三
郎
さ
ん
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
の
上

杉
家
の
当
主
は
代
々
「
わ
が
家
の
出
は
越

後
で
あ
る
」
と
い
う
意
識
を
も
ち
つ
づ
け

て
い
た
よ
う
で
す
。

「
越
後
は
上
杉
家
の
旧
領
地
な
の
で
思
い

入
れ
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
預
か
り
地

も
今
の
新
潟
県
村
上
市
付
近
に
あ
り
ま
し

た
。
特
産
品
の
青あ

お
そ苧

（
注
2
）
は
越
後
・

小お
ぢ
や
ち
ぢ
み

千
谷
縮
の
原
料
で
す
の
で
、
日
本
海
と

の
距
離
が
近
い
米
沢
街
道
を
利
用
し
た
の

は
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

新
潟
と
の
県
境
に
あ
る
小
国
町
は
米
沢

藩
領
。
つ
ま
り
荒
川
本
流
の
手
前
ま
で
は

自
由
に
荷
が
運
べ
た
の
で
す
。
た
だ
し
谷

が
深
い
た
め
、
越
後
へ
抜
け
る
に
は
「
十

三
峠
」（
注
3
）
と
呼
ば
れ
る
難
所
を
歩
い

て
越
え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
十
三
峠
の
保
存
や
整
備
、
情

報
発
信
に
取
り
組
む
N
P
O
法
人
こ
こ
掘

れ
和わ

ん
話わ

ん
探
検
隊
の
事
務
所
を
訪
ね
、

岡
村
俊
春
さ
ん
に
荒
川
の
支
流
・
横
川
の

そ
ば
を
通
る
「
黒
沢
峠
」
を
案
内
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
約
5 

0 

0 

年
前
に
つ
く

ら
れ
た
と
い
う
十
三
峠
。
そ
の
な
か
で
も

苔
む
し
た
敷
石
が
3 
6 

0 

0
段
続
く
黒
沢

峠
は
美
し
い
街
道
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
小
国
の
交
通
』
に
よ
る
と
、
米
沢
藩

か
ら
は
青
苧
、
漆
、
蝋
な
ど
の
特
産
物
を

運
び
、
越
後
方
面
か
ら
は
生
魚
、
塩
、
塩

米
沢
藩
と
日
本
海
を

つ
な
ぐ
交
通
路
と
し
て

　

坂
本
く
ん
と
編
集
部
は
、
ま
ず
山
形
県

米
沢
市
を
訪
れ
ま
し
た
。
荒
川
は
米
沢
藩

と
関
係
が
深
い
よ
う
な
の
で
す
。

　

米
沢
藩
は
、
越
後
や
佐
渡
な
ど
を
治
め

て
い
た
上
杉
景
勝
が
関
ヶ
原
の
戦
い
の
時

期
に
徳
川
家
康
に
敵
対
し
た
た
め
、
会
津

若
松
1 

2 

0 

万
石
か
ら
わ
ず
か
30
万
石
に

減
封
さ
れ
、
1 

6 

0 

1
年
（
慶
長
6
）
に
成

立
し
ま
す
。
米
沢
藩
の
交
通
路
は
、
日
本

海
に
接
し
た
山
形
県
庄
内
地
方
と
内
陸
部

を
結
ぶ
最
上
川
の
舟
運
と
と
も
に
、
米
沢

か
ら
西
へ
向
か
い
、
小
国
町
を
過
ぎ
て
越

後
に
至
る
旧
米
沢
（
越
後
）
街
道
（
以
下
、

米
沢
街
道
）（
注
1
）
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

距
離
で
見
る
と
米
沢
街
道
の
方
が
日
本
海

に
近
か
っ
た
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
後
期
、
荒
川
は
河
口
に
海
老

江
湊
、
桃
崎
浜
湊
、
塩
谷
湊
の
三
港
を
擁

し
、
特
に
海
老
江
湊
は
荒
川
筋
の
天
領
領

民
か
ら
の
願
い
で
1 

7 

9 

7
年
（
寛
政
9
）

に
西
回
り
廻
船
（
北
前
船
）
の
積
み
出
し
港

と
な
っ
て
活
況
を
呈
し
ま
し
た
。
米
沢
街

道
は
荒
川
の
左
岸
を
走
り
、
海
老
江
湊
、

桃
崎
浜
湊
ま
で
通
じ
て
い
ま
し
た
。
湊
の

痕
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
河
口
部
に
あ
る

桃
崎
浜
文
化
財
収
蔵
庫
に
は
「
船
絵
馬
」

86
枚
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
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う
で
す
。
瀬
番
所
の
跡
地
と
さ
れ
て
い
る

場
所
も
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
地
で
廻
船
業
と
酒
造
業
、
新
田
開

発
で
財
を
な
し
、
新
潟
で
も
指
折
り
の
大

地
主
と
な
っ
た
の
が
「
渡
邉
家
」（
注
5
）

で
す
。
最
初
の
酒
造
の
記
録
は
1 

6 

7 

6

年
（
延
宝
四
）
で
、
時
代
を
追
う
ご
と
に
規

模
を
拡
大
し
利
益
を
上
げ
ま
し
た
。
そ
こ

に
目
を
つ
け
た
の
が
30
万
石
か
ら
15
万
石

へ
と
石
高
が
半
減
さ
れ
、
財
政
難
に
陥
っ

て
い
た
米
沢
藩
（
注
6
）。
渡
邉
家
三
代
善

久
は
1 

7 

2 

6
年
（
享
保
11
）、
米
沢
藩
に

融
資
し
ま
す
。
そ
の
後
も
代
々
に
わ
た
り
、

特
に
第
九
代
藩
主
・
上
杉
治
憲
（
鷹
山
）

の
藩
政
改
革
で
は
多
額
な
資
金
を
提
供
し
、

そ
の
功
に
よ
っ
て
苗
字
帯
刀
も
許
さ
れ
ま

す
。
渡
邉
家
は
幕
末
ま
で
総
額
10
万
両
以

上
を
用
立
て
た
の
で
す
。

「
渡
邉
家
は
米
や
酒
を
河
口
の
桃
崎
浜
湊

ま
で
船
で
下
ろ
し
、
そ
の
荷
は
北
前
船
で

運
ば
れ
て
い
き
ま
し
た
。
荒
川
は
暴
れ
川

な
の
で
川
筋
は
変
わ
り
ま
し
た
が
、
か
つ

て
渡
邉
家
の
邸
宅
付
近
は
入
江
で
、
川
船

に
荷
を
直
接
積
み
こ
ん
で
い
た
そ
う
で

す
」
と
安
久
さ
ん
。
渡
邉
家
は
、
荒
川
を

う
ま
く
使
い
な
が
ら
米
沢
藩
も
支
え
た
の

で
す
。

　

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る

「
渡
邉
邸
」
も
見
学
し
ま
し
た
が
、
実
に

立
派
な
佇
ま
い
で
し
た
。

魚
な
ど
の
海
産
物
や
小
千
谷
縮
や
絣か

す
り
お
り織、

鉄
な
ど
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
道
を
、
物
資
を
牛
に
載
せ
、
あ
る
い

は
自
ら
背
負
っ
て
運
ん
で
い
た
先
人
を
考

え
る
と
、
そ
の
労
苦
が
偲
ば
れ
ま
す
。

　

宿
に
向
か
う
途
中
、
横
川
が
滔
々
と
流

れ
る
夕
暮
れ
の
風
景
に
出
合
い
ま
し
た
。

雪
解
け
水
で
満
た
さ
れ
た
水
量
豊
か
な
様

は
、
支
流
と
い
う
気
が
し
ま
せ
ん
。
い
つ

ま
で
も
眺
め
て
い
た
い
。
そ
ん
な
気
分
に

な
り
ま
し
た
。

米
沢
藩
を
支
え
た

豪
農
・
渡
邉
家

　

翌
朝
、
横
川
が
本
流
・
荒
川
と
合
流
す

る
小
国
町
西
端
の
赤
芝
峡
で
、
坂
本
く
ん

は
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
や
っ
と
荒
川
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
す
ご

く
い
い
川
で
す
ね
！ 

流
量
が
豊
富
で
、

瀬
と
淵
の
連
続
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
見
ら

れ
る
。
と
て
も
き
れ
い
で
す
」

　

赤
芝
峡
を
抜
け
、
蛇
行
す
る
荒
川
を
見

て
い
る
と
す
ぐ
に
新
潟
県
関
川
村
で
す
。

荒
川
の
中
流
域
に
あ
た
る
関
川
村
は
、
米

沢
街
道
の
宿
場
町
で
あ
り
、
か
つ
荒
川
の

水
運
の
船
着
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

関
川
村
教
育
委
員
会
の
安あ

ん
き
ゅ
う久昭

男
さ
ん

は
「
関
川
村
に
は
上
関
に
番
所
が
あ
り
ま

し
た
。
ま
た
通
行
す
る
船
を
検
査
し
て
税

の
徴
収
な
ど
に
あ
た
る
瀬
番
所
も
あ
っ
た

の
で
す
よ
」
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。『
関

川
村
史
』
に
よ
る
と
、
米
と
酒
（
注
4
）

は
川
船
で
自
由
に
運
ぶ
こ
と
が
で
き
た
そ

苔むした敷石が続く黒沢峠

NPO法人ここ掘れ
和ん話ん探検隊の
皆さん。右から加藤
喜一さん、栗田金男
さん、岡村俊春さん

荒川の赤芝峡。山が迫る
狭窄部を避け、かつては
十三峠で行き来していた

右は関川村教育委員会の
安久昭男さん。下は、かつ
て荒川で使われていた川船
と、渡邉邸の外観

（注 4）米と酒

複雑な領有関係があったため、米
と酒は「百姓産物」として船で運
べたが、そのほかのものについては
宿駅伝馬制度に基づき、いったん
陸揚げしなければならなかった。

（注 5）渡邉家

初代儀右エ門（ぎえもん）善高は、
村上藩の郡奉行を務めていたが、
藩主国替えのときに家督を譲り、桂
村（関川村桂）に隠居。1667年
（寛文 7）、現在地に移転。

（注 6）15万石に半減

1664年（寛文 4）に三代藩主綱
勝が急死して養子を迎えたため石
高が半分に。しかも家臣は減らさな
かったので、領内のみならず領外の
豪商や豪農からも借財を重ねた。
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し
た
。
地
域
名
が
つ
く
ほ
ど
な
じ
み
深
い

風
景
で
あ
り
、
大
事
に
し
て
き
た
の
で
し

ょ
う
」
と
坂
本
く
ん
は
言
い
ま
し
た
。

「
昔
、
荒
川
は
も
っ
と
蛇
行
し
て
い
た
う

え
氾
濫
も
多
か
っ
た
の
で
た
ん
ぽ
と
礫
河

原
は
自
然
に
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し

羽
越
水
害
以
降
の
河
川
環
境
の
変
化
に
伴

い
減
少
し
つ
つ
あ
り
ま
す
」
と
今
井
さ
ん
。

往
時
の
川
風
景
を
保
と
う
と
す
る
こ
の
取

り
組
み
に
は
、
地
域
住
民
や
N
P
O
も
多

数
連
携
。
た
ん
ぽ
は
8
カ
所
で
再
生
・
改

善
さ
れ
、
さ
ら
に
増
や
す
計
画
で
す
。

　

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
原
風
景
を
取
り
戻
そ

う
と
す
る
試
み
に
、
坂
本
く
ん
は
「
河
道

が
広
が
り
流
れ
方
が
変
わ
る
と
、
川
の
環

境
も
変
化
し
ま
す
。
そ
れ
を
敏
感
に
察
知

し
た
川
づ
く
り
は
す
ば
ら
し
い
で
す
」
と

驚
い
て
い
ま
し
た
。

「
清
流
荒
川
」
の

秘
め
ら
れ
た
意
味

　

で
は
、
流
域
の
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
に

大
蛇
伝
説
と

頻
発
す
る
水
害

　

安
久
さ
ん
が
「
暴
れ
川
」
と
形
容
し
た

よ
う
に
、
荒
川
は
水
害
が
頻
発
す
る
川
で

し
た
。
関
川
村
に
は
支
流
・
女お

ん
な
か
わ川を

舞
台

に
し
た
大
蛇
伝
説
（
注
7
）
が
あ
り
、
同

じ
よ
う
な
伝
承
は
上
流
域
の
山
形
県
小
国

町
に
も
あ
り
ま
す
。
坂
本
く
ん
は
こ
う
説

明
し
ま
す
。

「
昔
か
ら
蛇
は
『
山
の
崩
れ
』
を
表
す
言

葉
と
し
て
も
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
大
蛇

が
川
を
塞
ぎ
水
害
を
起
こ
す
の
は
土
砂
崩

れ
に
よ
る
河
道
閉
塞
、
い
わ
ゆ
る
天
然
ダ

ム
の
発
生
す
る
危
険
性
を
表
し
て
い
ま
す
。

大
蛇
伝
説
は
危
険
の
内
在
性
を
後
世
に
伝

え
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
」

　

国
土
交
通
省
北
陸
地
方
整
備
局
羽う

え
つ越

河

川
国
道
事
務
所
を
訪
ね
ま
し
た
。
調
査
課

長
の
近
藤
栄
一
さ
ん
は
「
流
域
の
多
く
が

脆
弱
な
地
質
で
、
特
に
上
流
域
は
崩
落
・

地
す
べ
り
の
多
発
地
帯
で
す
。
河
床
勾
配

は
急
で
、
雨
も
雪
も
多
い
。
水
害
の
記
録

は
平
安
時
代
か
ら
あ
り
、
1 

7 

5 

7
年

（
宝
暦
7
）
の
大
水
害
で
は
復
旧
に
50
年
か

か
っ
た
そ
う
で
す
」
と
話
し
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
荒
川
が
一
級
河
川
に
指
定
さ

れ
た
き
っ
か
け
は
、
1 

9 

6 

7
年
（
昭
和
42
）

年
8
月
に
発
生
し
た
「
羽
越
水
害
」。
死

者
行
方
不
明
者
90
名
、
全
壊
・
流
出
家
屋

1 

0 

5 

6
戸
、
被
害
金
額
約
2 

2 

6 

億
円

（
当
時
）
と
い
う
大
水
害
で
し
た
。「
右
岸
と

左
岸
で
18
カ
所
、
堤
防
が
き
れ
ま
し
た
」

と
近
藤
さ
ん
。
翌
春
か
ら
抜
本
的
な
河
川

改
修
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
洪
水
調
整
な

ど
の
目
的
で
支
流
・
大
石
川
に
大
石
ダ
ム

を
1 

9 

7 

8
年
（
昭
和
53
）
に
、
支
流
・
横

川
に
横
川
ダ
ム
を
2 

0 

0 

8
年
（
平
成
20
）

に
建
設
。
近
年
は
洪
水
時
に
水
を
流
れ
や

す
く
す
る
た
め
土
砂
を
取
り
除
い
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
対
策
が
功
を
奏
し
、
現
在

ま
で
大
き
な
水
害
は
起
き
て
い
ま
せ
ん
。

　

来
年
は
羽
越
水
害
50
年
の
節
目
で
す
。

渡
邉
邸
の
あ
っ
た
関
川
村
も
、
こ
こ
村
上

市
も
、
ま
ち
な
か
に
は
羽
越
水
害
の
浸
水

深
を
示
す
表
示
板
が
各
所
に
あ
り
、
記
憶

を
つ
な
ぐ
大
切
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

下
流
部
の
原
風
景
は

「
た
ん
ぽ
」
と
「
礫
河
原
」

　

羽
越
河
川
国
道
事
務
所
の
施
策
の
も
う

一
つ
の
軸
が
、
自
然
再
生
で
す
。
河
川
調

査
係
長
の
今
井
達
也
さ
ん
は
「
た
ん
ぽ
」

と
「
礫れ

き

河
原
」
が
柱
と
言
い
ま
し
た
。

「
た
ん
ぽ
」
と
は
湧
水
の
あ
る
ワ
ン
ド

（
注
8
）
を
指
す
こ
の
地
域
独
特
の
呼
び
方
。

湧
水
の
あ
る
環
境
を
好
む
ト
ミ
ヨ
（
注
9
）

の
生
息
に
適
し
て
い
ま
す
。「
ワ
ン
ド
を

『
た
ん
ぽ
』
と
呼
ぶ
の
は
初
め
て
聞
き
ま

（注 7）大蛇伝説

「ある夫婦が蛇喰（じゃばみ）
という集落に住んでいた。夫
が山で大蛇を殺して味噌漬け
にしたのを妻が食べてしまい、
蛇になって女川の上流に去る。
数年後、妻は盲人の琵琶（び
わ）法師に『荒川や女川一帯
を湖にして住むつもりだ』と告
げる。琵琶法師からそれを聞
いた村人たちは蛇が嫌いな鉄
釘を打ち込み大蛇を殺し、大
水害を防いだ」というもの。

「金屋たんぽ」から遊歩道を通
って荒川へ。水がきれいで川
底が透き通って見えた

「金屋たんぽ」観察中の坂
本くん。右は国土交通省羽
越河川国道事務所の河川
調査係長、今井達也さん

甚大な被害をもたらした「羽越水害」（提
供：村上市／『洪水魔荒川 8.28羽越水
害の記録』）。左は国土交通省羽越河川
国道事務所の調査課長、近藤栄一さん

大蛇伝説の舞台となった
女川（上）と蛇になった
妻「おりの」の碑。この
碑は関川村蛇喰にある
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る
会
」。
1 

9 

9 

8
年
（
平
成
10
）
か
ら
グ

リ
ー
ン
パ
ー
ク
あ
ら
か
わ
総
合
運
動
公
園

で
子
ど
も
た
ち
の
植
樹
（
育
樹
）
体
験
に

取
り
組
み
ま
す
。
1 

1 

4 

種
・
2 

3 

0 

0

本
あ
ま
り
の
苗
を
植
え
ま
し
た
。
会
長
の

佐
藤
巧
さ
ん
は
「
小
学
校
6
年
生
ま
で
に

里
山
で
遊
ぶ
と
多
く
の
こ
と
が
学
べ
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
で
、

森
も
ま
た
健
全
に
な
る
。
川
の
水
を
き
れ

い
に
す
る
に
は
、
い
い
森
を
育
て
る
こ
と

が
大
切
で
す
」
と
語
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
同
じ
く
佐
藤
さ
ん
が
代
表
を
務

め
る
「『
清
流
』
荒
川
を
考
え
る
流
域
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
は
、
流
域
で
活
動
す
る

市
民
団
体
の
連
携
組
織
で
す
。
た
ん
ぽ
の

保
全
に
か
か
わ
る
ほ
か
、
春
に
ク
リ
ー
ン

作
戦
を
、
夏
に
「
荒
川
と
里
山
と
田
畑
の

め
ぐ
み
体
験
」（
注
10
）
と
い
っ
た
流
域
を

一
体
化
す
る
事
業
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

出
羽
と
越
後
の
交
通
路
だ
っ
た
荒
川
は
、

長
ら
く
こ
の
地
域
の
文
化
や
経
済
を
支
え

る
社
会
的
な
基
盤
で
し
た
。
坂
本
く
ん
は
、

羽
越
水
害
が
転
機
に
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。

「
羽
越
水
害
を
機
に
一
級
河
川
に
昇
格
し

た
荒
川
は
、
川
幅
を
広
げ
堤
防
を
築
き
水

害
が
減
り
ま
し
た
。
住
民
の
方
々
は
安
堵

す
る
だ
け
で
な
く
、
見
慣
れ
た
豊
か
な
川

の
環
境
も
保
っ
て
い
こ
う
と
特
色
の
あ
る

川
づ
く
り
を
行
な
っ
て
い
ま
す
」

　

そ
れ
が
表
れ
て
い
る
の
が
、
連
携
組
織

名
に
も
用
い
ら
れ
る
「
清
流
荒
川
」
と
い

う
名
称
で
す
。
坂
本
く
ん
は
語
り
ま
し
た
。

「
荒
川
の
本
流
に
は
、
発
電
用
の
小
さ
な

ダ
ム
は
あ
る
も
の
の
、
大
き
な
河
川
横
断

構
造
物
が
な
い
の
で
水
が
不
自
然
に
減
ら

ず
、
水
量
が
保
た
れ
る
の
で
多
少
の
汚
れ

な
ら
希
釈
で
き
ま
す
。
ま
た
は
っ
き
り
と

し
た
瀬
と
淵
が
連
続
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。

瀬
や
淵
を
通
っ
た
水
は
空
気
を
多
く
取
り

込
む
の
で
、
有
機
物
を
吸
収
・
分
解
す
る

微
生
物
が
活
発
化
し
水
を
浄
化
す
る
作
用

が
あ
る
。
だ
か
ら
荒
川
の
水
は
き
れ
い
で

す
。
さ
ら
に
地
理
や
文
化
、
産
業
を
反
映

し
た
川
づ
く
り
を
し
て
い
る
人
た
ち
が
い

る
。『
清
流
荒
川
』
と
い
う
言
葉
に
は
、
水

の
き
れ
い
さ
だ
け
で
な
く
、
住
民
の
荒
川

に
対
す
る
愛
情
を
表
す
特
別
な
意
味
も
あ

る
と
感
じ
ま
し
た
。
荒
川
の
澄
ん
だ
川
の

水
は
、
地
域
を
映
す
鏡
で
す
」。

　
　
（
2 

0 

1 

6
年
5
月
9
〜
11
日
取
材
）

荒
川
と
接
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
坂

本
く
ん
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
「
川
に

お
け
る
住
民
活
動
」
を
探
る
べ
く
、
三
つ

の
団
体
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
支
流
・
大
石
川
で
活
動
す
る

「
大
石
・
山
と
川
に
親
し
む
会
」。
巨
大
か

ま
く
ら
で
雪
と
親
し
む
「
お
お
い
し
・
ど

も
ん
こ
祭
り
」
な
ど
交
流
事
業
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。
き
っ
か
け
は
2 

0 

0 

4
年

（
平
成
16
）
に
国
土
交
通
省
が
策
定
し
た

「
大
石
ダ
ム
水
源
地
域
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
ワ

ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
。
事
務
局
長
の
髙
橋

正
衛
さ
ん
は
「
観
光
客
が
年
々
少
な
く
な

り
ま
し
て
ね
。
関
川
村
の
活
性
化
の
た
め

に
や
る
気
に
な
っ
た
の
で
す
」
と
話
し
ま

す
。
坂
本
く
ん
は
「
水
源
地
域
ビ
ジ
ョ
ン

が
地
域
に
根
づ
き
10
年
以
上
も
実
践
さ
れ

つ
づ
け
て
い
る
の
は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
」
と
感
心
し
た
様
子
で
す
。

　

続
い
て
、
羽
越
水
害
20
周
年
を
機
に

「
水
害
を
忘
れ
ず
、
未
来
に
残
る
川
に
し

よ
う
」
と
右
岸
の
堤
防
と
河
川
敷
で
桜
の

植
樹
を
始
め
た
「
神か

み
は
や
し林

さ
く
ら
の
会
」。

初
代
会
長
で
今
は
副
会
長
の
鈴
木
昌
平
さ

ん
は
「
現
代
版
の
花
咲
じ
い
さ
ん
だ
よ
」

と
笑
い
ま
す
が
、
1 

9 

8 

8
年
（
昭
和
63
）

に
一
本
一
万
円
の
オ
ー
ナ
ー
制
度
で
始
め

た
こ
の
取
り
組
み
は
今
、
1 

0 

0 

0
本
近

く
に
ま
で
広
が
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
「
特
色
の
あ
る
緑
の
公
園
を
造

（注 8）ワンド

本川内で池や入り江状となっている地形のこと。
魚の休息場や産卵場、洪水時の避難場所になる。
川の多様性を構成する大事な要素の一つ。

（注 9）トミヨ

トゲウオ目トゲウオ科トミヨ属に属する淡水魚の総
称。湧水など水温が安定した環境が必要。新潟
県レッドデータブック絶滅危惧種Ⅰ類。

参考文献
『人づくり風土記（山形版、新潟版）』（農文協）
『藩史大事典 第一巻 北海道・東北編』（雄山閣）
『小国の交通』（小国町誌編集委員会 編）
『関川村史』『越後せきかわ大蛇伝説』（ともに関川村）

（注 10）荒川と里山と田畑のめぐみ体験

小中学生を対象に、一日かけて実施。荒川の水
質・生物調査、農業や農業用水の学び、ネギの収
穫体験などを通じて、荒川流域の恵みを体験する。

「特色のある緑の公園を造る
会」の会長、佐藤巧さん。上は
子どもたちが植樹（育樹）して
いる公園の緑地

「神林さくらの会」の副会長、鈴
木昌平さん。上は植樹した桜並
木が続く同会の活動拠点「神林
水辺の楽校」

「大石・山と川に親しむ
会」の事務局長、髙橋
正衛さん。上は支流・
大石川の風景

小国盆地の夕暮れ。荒川と十三峠
を行き来していた先人たちも、同
じような風景を見ていたのだろう
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　ミツカン水の文化センターでは、「使いながら守る水循環」を学ぶための

「里川文化塾」を年に数回開いております。第 24回目となる今回は、房総

丘陵の小
おびつがわ

櫃川周辺に今も残るトンネル状の用水路「二五穴」に着目しました。

「二五穴」は江戸時代後期から明治時代初期にかけてつくられましたので、

100年以上使いつづけられています。その名の由来は、幅二尺×高さ五尺

（およそ 60cm×150cm）の大きさ。長いトンネルは 200～700mあり、

これをつないで用水路を形づくっています。

　房総の住民たちの知恵と工夫の結晶ともいえる「二五穴」を再発見した国

立歴史民俗博物館 研究部 教授の西
にしたに

谷 大
まさる

さんと千葉県立中央博物館 主任

上席研究員の島
しまだて

立理
り こ

子さんを講師に迎え、先人の苦労と工夫を学び、そし

て往時の里山のあり方についても考えたいと思います。

　なお、里川文化塾は第 25回以降も企画中です。今後はホームページやメ

ールマガジン「里川だより」でお知らせしますので、ぜひご参加ください！

まだ知らない人に機関誌の最新号を

　年3回発行している機関誌『水の文化』。
取材などで初めてお会いする方々に「こうい
う雑誌を出しているのですね！」と言われるこ
ともあります。そこで「多くの人に読んでい
ただきたい」と思い、ホームページ上に機関
誌の「試し読み申し込みボタン」を加えました。
　クリックすると連絡先フォームに飛び、氏名
やご住所などを入力していただくと、最新号
が1冊お手元に届きます。
　読者の皆さまの周囲で機関誌を知らない
方には、ぜひ「試し読み申し込みボタン」の
ことをお伝えください。

「この記事、いいな」と思ったらポチッ！

　ホームページでは機関誌（Web版、PDF版）をはじめ、里川文化
塾、水の風土記、調査報告など水にまつわる情報を発信していますが、
皆さまがどんな情報に共鳴しているのか、どのような記事に関心が高
いのかはなかなかわかりません。
　少しでも皆さまの反応を知りたいと思い、ソーシャルボタンを設けま
した。ホームページをご覧になって、「こういう情報は知らせたいな」
「この記事おもしろかった！」と思った場合は、ぜひ「ポチッ」と押して
みてください。

センター活動報告

2016年7月31日（日）開催決定！
（千葉県君津市・小櫃川周辺）

※小雨決行。荒天時の順延日は8月3日（水）

第24回里川文化塾

山を貫くトンネル用水路「二
に ご あ な

五穴」
参加者募集中！

ホームページに新しく２つのボタンが加わりました！
★機関誌の「試し読み申し込みボタン」を設置 ★「ソーシャルボタン」が全ページに

 日時： 2016年 7月 31日（日）9:00～17:00ごろ
  （小雨決行。荒天時の順延日＝8月 3日（水））
 フィールド： 千葉県君津市・小櫃川周辺
 座学会場： 君津市立久留里城址資料館（千葉県君津市久留里字内山）
 集合・解散場所： ［集合］9:00　JR総武線「津田沼駅」南口
  　　　　→貸切バスで君津市立久留里城址資料館へ移動
  ［解散］17:00ごろ　JR総武線「津田沼駅」南口
  　　　　（交通状況により遅延の可能性あり）
 当日の予定： 午前中＝講師 2名による座学
  午後＝大戸用水・平山用水の現地視察
  ※上記は予定です。変更する場合もございますので、
  　詳しくはホームページをご覧ください

 講師： 西谷 大 さん
  　国立歴史民俗博物館 研究部 教授・メタ資料学研究センター長
  島立理子 さん
  　千葉県立中央博物館 主任上席研究員

新設したソーシャルボタン。左から「Facebookいいね」「Facebookシ
ェア」「Twitter」「はてなブックマーク」

メニューボタンの下に設置した機関誌『水
の文化』の「試し読み申し込みボタン」

「平山用水」の出口となる二五穴。田植えに備えて水を通し、稲刈りが始
まる前のお盆過ぎに水を止める

水のない二五穴。秋から冬にかけ
てはこのような状態となる

久留里城（くるりじょう）の復興天守
閣から丘陵地帯を眺める

座学会場となる君津市立久留里城址
資料館



編
集
後
記

当
セ
ン
タ
ー
の
活
動
で
水
辺
や
川
を
訪
れ
る
こ
と
も
多
い
。
水
辺
に

は
か
わ
い
い
河
童
の
看
板
や
像
を
よ
く
見
か
け
る
。
私
の
子
供
の
頃
、

河
童
は
怖
い
も
の
だ
っ
た
。
い
つ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
が
変
っ
た
の
だ
ろ

う
か
？ 

取
材
を
通
じ
て
人
間
が
水
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
こ
と
が
変
容
の
背
景
に
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
し

か
し
、
今
で
も
水
難
事
故
は
絶
え
な
い
。
河
童
は
か
わ
い
く
て
も
い

い
が
、
自
然
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
。
過
信
す
る
こ
と
な
く
水

に
接
し
て
い
き
た
い
。（
後
）

小
松
先
生
の
取
材
の
日
の
夜
、
5
歳
の
息
子
に
先
生
か
ら
伺
っ
た
話

を
し
た
。
す
る
と
「
僕
び
び
っ
ち
ゃ
っ
た
。」
と
、
見
え
な
い
妖
怪
を

気
に
し
て
、
普
段
に
な
い
早
さ
で
お
利
口
に
寝
入
っ
た
。
育
児
や
生

活
に
妖
怪
の
力
は
絶
大
で
、
知
ら
ぬ
間
に
古
来
か
ら
の
智
恵
を
自
分

も
引
き
継
い
で
い
る
の
を
実
感
し
た
。（
松
）

ア
ニ
メ
や
絵
本
の
中
の
も
の
だ
っ
た
妖
怪
が
日
本
人
の
生
活
に
根
ざ

し
た
文
化
な
の
だ
と
よ
く
わ
か
っ
た
。
子
ど
も
の
頃
に
好
き
だ
っ
た

民
話
な
ど
を
紐
解
く
機
会
が
あ
っ
た
ら
、「
怖
い
」「
面
白
い
」「
可
愛

い
」
だ
け
で
な
い
妖
怪
の
裏
側
を
探
り
、
挿
絵
以
上
に
恐
ろ
し
い
そ

の
背
景
に
も
迫
っ
て
み
た
い
。（
原
）

人
間
に
は
様
々
な
人
が
お
り
、
妖
怪
に
は
色
々
な
種
類
が
あ
る
。
人

間
界
の
私
は
、
妖
怪
と
い
う
世
界
が
実
在
し
、
妖
怪
自
身
が
実
は
普

通
に
生
活
を
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
。
自
分
の
世
界

が
当
た
り
前
で
は
な
く
、
他
者
の
世
界
も
当
た
り
前
。
違
う
こ
と
を

受
け
入
れ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
再
認
識
し
た
号
で
あ
っ
た
。（
吉
）

お
化
け
屋
敷
は
嫌
い
だ
。
つ
く
り
も
の
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
子
ど

も
の
頃
か
ら
刷
り
込
ま
れ
た
不
気
味
さ
や
、
普
通
の
人
間
で
は
太
刀

打
ち
で
き
な
い
恐
ろ
し
さ
の
印
象
が
強
い
か
ら
だ
。
で
も
、
相
撲
で

勝
つ
こ
と
が
で
き
る
河
童
に
は
話
し
か
け
て
み
た
い
と
思
う
。（
力
）

妖
怪
が
日
本
人
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
存
在
だ
っ
た
と
は
…
…
。

「
河
童
も
水
辺
に
い
る
し
、
妖
怪
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
？
」
と
少

し
軽
く
考
え
て
企
画
し
た
こ
と
が
今
と
な
っ
て
は
恥
ず
か
し
い
で
す
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
今
号
か
ら
印
刷
用
紙
を
替
え
、
背
表
紙
に
特

集
名
と
号
数
を
記
載
し
ま
す
。「
ど
の
号
だ
っ
け
？
」
と
悩
ま
ず
に
、

ス
ッ
と
手
が
伸
び
る
よ
う
に
な
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。（
前
）

水の文化  Information
■ 『水の文化』に関する情報をお寄せください
 本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水のかかわ
り」に焦点をあてた活動や調査・研究などを紹介していき
ます。

 ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる
地域に根ざした調査や研究がありましたら、自薦・他薦を問
いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

■ ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください。
 http://www.mizu.gr.jp/

■ 水の文化 バックナンバーをホームページで
 本誌はホームページからPDFファイルとしてダウンロード
できるほか、冊子をご希望の方はホームページの「最新号
のお申し込みボタン」からお申し込みいただけます。どうぞ
ご利用ください。

■ 里川文化塾レポート詳細版は、ホームページで
 里川文化塾のレポート詳細版は、参加できなかった方も楽
しめる内容です。今後の企画についても、順次ホームペー
ジでご案内します。ご注目ください。

発行日
2016年（平成 28）6月
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沖　大幹 東京大学生産技術研究所教授

古賀邦雄 水・河川・湖沼関係文献研究会

陣内秀信 法政大学教授

鳥越皓之 大手前大学学長

中庭光彦 多摩大学教授

制作
後藤喜晃
松本裕佳
小林夕夏
原田朱野
吉田奈保子

編集製作
前川太一郎  編集
中野公力  デザイン・撮影

発行
ミツカン水の文化センター 
〒104-0033  東京都中央区新川 1-22-15 茅場町中埜ビル 4F
株式会社 Mizkan Partners
Tel. 03（3555）2607　Fax. 03（3297）8578

お問い合わせ
ミツカン水の文化センター 事務局
〒103-0014  東京都中央区日本橋蛎殻町 1-11-3 中銀NM・5F
Tel. 03（6264）9471　Fax. 03（6685）7596

執筆
佐々木　聖 （pp.6-9、pp.24-25）

手塚ひとみ （pp.13-15、pp.31-34）

開　洋美 （pp.10-12、pp.20-23、pp.26-30）

前川太一郎 （pp.16-19、pp.38-39）

撮影
大平正美 （p.13）

川本聖哉 （pp.2-3、pp.20-23）

鈴木拓也 （pp.16-19）

中野公力 （p.11、p.25、pp.45-49）

藤牧徹也 （p.6、pp.26-34、pp.38-44）

描画
わたなべじゅんじ　（pp.5-36）

印刷
中埜総合印刷株式会社

ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化 第53号
ホームページアドレス

http://www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

ミツカン水の文化センターは、時期やテーマに沿ったさ

まざまな「水の文化」にかかわる情報を盛り込んだメー

ルマガジン「里川だより」を配信しています。

「里川だより」では、機関誌の発行や里川文化塾の募集

告知など、センターからの情報をいち早くお届け。1人

でも多くの人にご覧いただきたいと考えております。

メールマガジンの配信をご希望の方は、タイトルに「水

の文化センターメルマガ配信希望」と記載して「tokyo-

of�ce@mizu.gr.jp」までメールをお送りください。

ご連絡をお待ちしております ！

メールマガジン配信中 ！

「里川だより」



	 表紙：	障子に穴を開けて、こちら側（人間界）を覗き込む妖怪たち（撮影協力：百妖箱
「妖怪アートフリマ	モノノケ市」／撮影：川本聖哉／河童描画：わたなべじゅんじ）

	 裏表紙上：	滝と淵が連なる徳島県三好市山城町の「どろめき淵」。河童のような姿を
した「エンコ」が潜み、苔の生えた滑りやすい岩場に近づく人間や家畜を
狙う。どろめきとは轟く（どろめく）に由来する（撮影：鈴木拓也）

	 裏表紙下：	（右）鳥山石燕『今昔百鬼拾遺』から「蜃気楼」。昔の人たちは蜃気楼を「大
きなハマグリが気を吐き出すために起きる」と考えていたという（国立国
会図書館蔵）

	 	（左）桃山人筆・竹原春泉画『絵本百物語』から「船幽霊」。「盆（や大晦日）は
海に出るものではない」とされるのは船幽霊が現れると思っていたから
（川崎市市民ミュージアム蔵）


