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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
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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
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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。


