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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
？
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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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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



アニミズムと絵解きが妖怪文化を生み出した9

総論　ぼくらには妖怪が必要だ

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
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『百鬼夜行絵巻』［原図 : 光重筆］模写。室町
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