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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
。
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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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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
）


