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の
幻
獣
３

河カ

ッ

パ童
な
ど

河
童

　
「
も
う
そ
ろ
そ
ろ
氷
で
も
張
ろ
う
か
と
い
ふ

頃
に
な
っ
て
、メ
ド
チ
の
話
を
始
め
る
の
も
気

が
利
か
な
い
が
…
」、柳
田
國
男
が
昭
和
７
年

（
１
９
３
２
）10
月
に「
奥
南
新
報
」へ
寄
せ
た

「
盆
過
ぎ
メ
ド
チ
談
」は
、こ
の
よ
う
な
一
節
で

始
ま
り
ま
す
。メ
ド
チ
と
は
河
童
の
方
言
で
あ

り
、季
節
外
れ
の
怪
談
話
は
…
の
よ
う
な
意
味

で
す
。

　

さ
て
、こ
の「
盆
過
ぎ
メ
ド
チ
談
」に
は
、河

童
の
起
源
譚
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
昔
左
甚
五
郎
が
某
地
の
仏
閣
を
建
立
し

た
折
に
、大
工
の
手
が
足
ら
ぬ
の
で
人
形
を
多

く
作
り
こ
れ
に
気
を
吹
き
込
ん
で
働
か
せ
た

後
川
に
捨
て
た
。そ
れ
が
川
童
に
な
っ
て
今
で

も
い
る
の
だ
」

　

神
野
善
治
氏
の『
木こ
だ
ま
ろ
ん

霊
論
』に
よ
れ
ば
、こ
の

よ
う
な
説
話
は
西
日
本
に
多
く
、全
国
で
30

ほ
ど
の
事
例
が
あ
り
、大
工
は
左
甚
五
郎
の
他

に「
飛
騨
の
甚
五
郎
」や「
竹
田
の
番
匠
」な
ど
。

ま
た
、河
童
が
尻
子
玉
を
抜
く
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、大
工
が
藁わ
ら

人
形
を
川
へ
捨
て
よ
う
と
す

る
と
、人
形
が「
こ
れ
か
ら
何
を
食
っ
た
ら
よ
か

ろ
う
」と
い
う
の
で
、「
人
間
の
尻
を
食
え
」と

答
え
た
か
ら
と
の
こ
と
で
す
。

　

な
ぜ
、尻
を
食
え
と
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
。も

し
か
す
る
と「
そ
ん
な
こ
と
知
る
か
糞
く
ら

え
」の
よ
う
な
捨
て
台
詞
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

井
伏
鱒
二
の
河
童

　
『
旅
と
伝
説
』の
昭
和
３
年
11
月
号
に
は
、

河
童
が
関
東
平
野
を
造
成
し
た
話
が
あ
り
ま

す
。作
家
の
井
伏
鱒
二
に
よ
る
報
告
で
、「
落

合
の
河
童
」と
い
う
落
語
の
よ
う
な
話
で
す
が
、

一
応『
公
事
手
控
艸
』と
い
う
出
典
も
挙
げ
て

い
る
の
で
、彼
の
創
作
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
よ

う
で
す
。

　
「
元
亀
二
年（
１
５
７
１
）の
春
か
ら
七
月
に

か
け
て
、毎
日
大
雨
が
降
り
続
き
、江
戸
の
北

方
五
里
の
落
合
村
は
水
の
底
に
沈
ん
で
し
ま
っ

た
。そ
の
頃
の
関
東
平
野
は
、ま
っ
た
く
平
坦

な
土
地
だ
っ
た
の
で
落
合
村
だ
け
で
は
な
く
、

平
野
全
体
が
沈
没
し
た
の
だ
。

　

落
合
村
の
下
落
合
に
、佐
貫
坊
と
い
う
修

験
者
が
お
り
、洪
水
を
な
ん
と
か
す
る
た
め
一

計
を
案
じ
、洪
水
の
波
打
っ
て
い
る
渚
に
で
て
、

尻
を
ま
く
っ
て

座
っ
て
い
た
。す

る
と
、佐
貫
坊

の
尻
を
狙
っ
て
、

河
童
が
現
れ
た
。

佐
貫
坊
は
、す

ば
や
く
皿
の
水

を
払
っ
て
し
ま

い
、河
童
を
捕

ま
え
た
。

　

佐
貫
坊
は

河
童
を
い
ろ
い

ろ
と
問
い
た
だ

し
、人
魚
に
惚

れ
て
い
る
こ
と
を
白
状
さ
せ
て
し
ま
う
。そ
し

て
、洪
水
を
な
ん
と
か
す
れ
ば
人
魚
と
の
仲
を

取
り
持
っ
て
や
る
と
約
束
す
る
。

　
「
胸
が
ど
ぎ
ど
ぎ
い
た
し
ま
す
」

　

河
童
は
急
い
で
仕
事
に
か
か
り
、二
、三
日
の

内
に
洪
水
は
引
い
て
し
ま
っ
た
。そ
し
て
、水
が

乾
い
た
あ
と
に
は
、縦
横
に
谷
が
出
来
て
い
た
。

水
を
速
や
か
に
流
す
た
め
、河
童
が
掘
っ
た
に

違
い
な
か
っ
た
。こ
う
し
て
関
東
平
野
は
で
こ

ぼ
こ
と
し
た
平
野
と
な
っ
た
」

河
童
の
正
体

　

さ
て
、こ
の
よ
う
な
河
童
の
正
体
は
、い
か
な

る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。昔
は
日
本
各
地
に
生

息
し
て
い
た
カ
ワ
ウ
ソ
と
い
う
説
も
あ
れ
ば
、い

や
猿
だ
の
、ス
ッ
ポ
ン
だ
の
、川
の
渦
だ
の
、挙
句

の
果
て
は
山
に
逃
げ
込
ん
で
布
教
活
動
を
続

け
た
宣
教
師
だ
の
と
、い
ろ
い
ろ
と
言
い
分
が

あ
り
、こ
れ
と
いっ
た
定
説
は
な
い
よ
う
で
す
。

た
だ
、現
在
確
認
で
き
る
史
料
の
中
で
、河
童

と
い
う
言
葉
が
初
出
す
る
室
町
時
代
の
辞
典

『
下か
が
く
し
ゅ
う

学
集
』（
１
４
４
４
年
序
）に
は
、カ
ワ
ウ
ソ

の
項
に「
老
而
成
河
童
者
」と
あ
り
、つ
ま
り

年
を
経
た
カ
ワ
ウ
ソ
が
河
童
に
な
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

Y
ouT
ube

な
ど
の
動
画
で
見
る
実
際
の
カ

ワ
ウ
ソ
の
行
動
は
、相
撲
を
取
る
よ
う
に
仲
間

と
じ
ゃ
れ
つ
い
て
い
た
り
、頭
だ
け
水
か
ら
出
し

て
周
囲
を
う
か
が
っ
た
り
、三
、四
歳
児
が
立
っ

た
よ
う
に
見
え
た
り
、河
童
の
そ
れ
と
当
て
は

ま
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、河
童
は
全
国
各
地
に
分
布
し
て
お

り
、そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
ガ
タ
ロ
や
カ
シ
ャ
ン
ボ

や
メ
ド
チ
な
ど
と
、実
に
多
様
な
名
称
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、ま
っ
た
く
の
想
像
の
産

物
だ
っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。そ
う
し
た
こ
と

を
ふ
ま
え
て
、私
の
考
え
と
し
て
は
最
初
期
に

お
け
る
河
童
の
モ
デ
ル
は
カ
ワ
ウ
ソ
で
あ
り
、お

そ
ら
く
河
童
と
カ
ワ
ウ
ソ
は
同
義
語
に
近
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

セ
コ
子

　

河
童
の
類
縁
の
よ
う
な
妖
怪
た
ち
も
ご

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。一つ
目
は「
セ
コ
子
」で
す
。

な
ぜ
か
大
工
道
具
を
欲
し
が
る
よ
う
で
す
。

柳
田
國
男
の『
妖
怪
談
義
』か
ら
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

　
「
石
川
日
観
・
石
川
泰
恵
二
人
の
話
を
集

め
た
ゆ
え
に『
観か
ん
け
い
こ
う
わ

恵
交
話
』と
題
し
て
あ
る

一
書
に
も
、い
ず
れ
の
地
方
の
こ
と
か
ま
だ

知
ら
ぬ
が
次
の
よ
う
な
一
条
が
あ
る
。曰
く
、

左さ
え
も
ん
の
す
け

衛
門
佐
殿
領
分
の
山
に
セ
コ
子
と
い
う
者
が

い
る
。三
、四
尺
ほ
ど
に
て
眼
は
顔
の
真
ん
中
に

一つ
あ
る
。そ
の
他
は
人
と
同
じ
だ
。何
も
身

に
着
け
ず
、毛
も
な
い
。二
、三
十
ず
つ
ほ
ど
連

れ
立
て
歩
く
。こ
れ
に
出
会
っ
て
も
特
に
害
は

な
い
が
、大
工
の
墨
壷
を
欲
し
が
る
。し
か
し
、

与
え
る
と
良
か
ら
ぬ
こ
と
が
お
こ
る
の
で
や
ら

な
い
の
だ
と
杣そ
ま

た
ち
が
語
っ
た
。言
葉
は
聞
こ

え
ず
、声
は
ヒ
ウ
ヒ
ウ
と
高
く
響
く
」

　

こ
の
話
に
あ
る「
左
衛
門
佐
領
分
」と
は
、

お
そ
ら
く
有
馬
左
衛
門
佐や
す
ず
み

康
純
の
領
分
の
意

味
で
、日
高
国
延
岡
領
を
指
す
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。

ヤ
マ
ワ
ロ

　

さ
て
、セ
コ
子
の
話
に
続
き『
観
恵
交
話
』に

は
次
の
よ
う
な
話
が
あ
り
ま
す
。

　
「
同
領
分（
セ
コ
子
と
同
じ
左
衛
門
佐
領
の

こ
と
）に
や
ま
わ
ろ
と
い
う
も
の
有　

せ
こ
子

よ
り
細
く
し
て
背
は
高
く
是
は
多
く
は
出
ず

走
り
罷
り
出
る
よ
し
也
」

　

ヤ
マ
ワ
ロ
は「
山
童
」と
書
き
、四
、五
歳
く

ら
い
の
大
き
さ
で
全
身
に
毛
が
あ
り
、後
ろ
足

で
立
っ
て
歩
き
ま
す
。非
常
に
長
い
手
は
河
童

と
同
じ
よ
う
に
左
右
繋
が
っ
て
お
り
、右
を
伸

ば
す
と
左
が
縮
ま
る
と
言
い
ま
す
。

　

ヤ
マ
ワ
ロ
は
川
に
入
る
と
河
童
に
な
る
と
言

い
、春
の
彼
岸
に
川
に
入
っ
て
、秋
の
彼
岸
に
は

山
に
帰
る
な
ど
、入
れ
替
わ
る
日
は
地
方
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、暖
か
く
な
り
田
畑
の

農
耕
が
始
ま
る
時
期
に
な
る
と
川
に
入
る
よ

う
で
す
。ヤ
マ
ワ
ロ
は
山
の
神
で
あ
る
と
と
も
に
、

田
の
神
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

熊
本
出
身
の
民
俗
学
者
で
あ
っ
た
丸
山
学

は
、「
河
童
の
丸
山
先
生
」と
称
さ
れ
た
人
物

で
、故
郷
熊
本
に
お
け
る
ヤ
マ
ワ
ロ
伝
承
に
つ
い

て
詳
細
に
調
べ
、「
山
童
伝
承
」と
し
て
ま
と
め

ま
し
た
。

　

ヤ
マ
ワ
ロ
は
歌
が
好
き
で
、人
間
が
山
で
歌

う
と
す
ぐ
に
覚
え
て
し
ま
い
、そ
の
晩
に
は
ヤ

マ
ワ
ロ
が
同
じ
歌
を
歌
っ
て
い
る
の
が
聞
こ
え

る
そ
う
で
す
。そ
の
よ
う
な
も
の
ま
ね
好
き
か

ら
か
、ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
の
音
ま
で
も
ま
ね
し
て

し
ま
う
と
か
。丸
山
が
球く
ま
ぐ
ん
い
つ
き
む
ら

磨
郡
五
木
村
で
採

集
し
た
話
か
ら
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　
「（
ヤ
マ
ワ
ロ
は
）夏
の
間
、山
の
中
を
一
定

の
と
こ
ろ
に
群
居
し
て
い
て
、木
を
倒
し
た
り
、

木
流
し
の
音
を
さ
せ
た
り
、土
工
の
マ
イ
ト
の

音
ま
で
真
似
を
す
る
。今
こ
の
奥
地
に
多
く
の

土
工
が
入
り
込
ん
で
発
電
所
工
事
を
や
っ
て
い

る
が
、土
工
た
ち
は
ヤ
マ
ワ
ロ
が
マ
イ
ト
の
音
を

さ
せ
る
の
を
き
く
と
、ヤ
マ
ワ
ロ
が
加
勢
し
て

く
れ
る
と
いっ
て
悦
ぶ
そ
う
で
あ
る
」

　

と
こ
ろ
で
、ヤ
マ
ワ
ロ
は
五ご
か
の
し
ょ
う

家
荘
や
球
磨
郡

五
木
村
で
は
セ
コ（
背
子
）と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。こ
れ
は
尊
称
ら
し
く
、ヤ
マ
ワ
ロ
と
面
と
向

か
っ
た
場
合
に
は
そ
の
よ
う
に
呼
ば
な
け
れ
ば

腹
を
立
て
る
の
だ
そ
う
で
す
。

　
つ
ま
り
、延
岡
の
セ
コ
と
熊
本
の
ヤ
マ
ワ
ロ
は

同
一
の
も
の
を
指
し
、こ
う
し
た
妖
怪
の
話
は

九
州
の
山
々
で
伐
木
な
ど
の
仕
事
を
し
た
山

師
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、山
を
渡
っ
て
歩
く
う

ち
に
残
し
て
いっ
た
も
の
だ
と
、丸
山
は「
山
童

伝
承
」の
中
で
推
測
し
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、セ
コ
子
は
墨
壷
を
欲
し
が
る
と

紹
介
し
ま
し
た
が
、ヤ
マ
ワ
ロ
は
苦
手
と
し
て

い
る
よ
う
で
す
。

　
「
キ
コ
リ
は
墨
壷
を
持
っ
て
い
る
と
安
心
で

あ
る
。自
分
の
仕
事
場
の
ま
わ
り
に
墨
を
う
っ

て
お
け
ば
ヤ
マ
ワ
ロ
は
決
し
て
そ
の
中
に
入
っ
て

来
な
い
も
の
で
あ
る
。（
昭
和
二
十
六
年
九
月　

於
八
代
郡
河
俣
村
）」

　
「
五
家
荘
一
帯
の
山
に
は
土
佐
か
ら
大
勢
の

山
師
が
来
て
い
た
が
、こ
の
人
た
ち
が
よ
く
セ

コ
の
話
を
し
た
。モ
ト
ヤ
マ（
山
師
の
仕
事
の
分

担
で
伐
木
作
業
の
こ
と
）師
は
み
な
墨
壷
を

持
っ
て
い
る
の
で
、そ
の
墨
糸
を
山
小
屋
に
張

ま
わ
し
て
お
い
た
ら
セ
コ
が
ワ
ザ
を
し
に
来
な

い
と
言
っ
て
い
た
。（
昭
和
二
十
七
年　

於
柿

迫
村
）」

　

延
岡
と
熊
本
で
セ
コ
の
嗜
好
に
差
が
生
じ

る
の
は
、話
を
残
し
た
山
師
の
集
団
の
違
い
や
、

そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
語
ら
れ
る
う
ち
に
差
異

が
生
じ
た
な
ど
、そ
の
よ
う
な
こ
と
が
原
因
だ

と
思
い
ま
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）
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