
京
都
妖
怪
観
光

　

　

　

 
 

 
 

 
 

堀

田

　

穣

京

都

を

学

生

た

ち

と

歩

く

　

大

学

に

来

て

い

る

学

生

た

ち

の

半

分

く

ら

い

は
、

関

西

以

外

の

出

身

で
、

下

宿

暮

ら

し

で

あ

り
、

ま

た

関

西

出

身

で

も
、

京

都

以

外

の

者

た

ち

は
、

遠

足

で

京

都

に

来

た

こ

と

が

あ

る

く

ら

い

で
、

ほ

と

ん

ど

し

げ

し

げ

と

京

都

を

歩

き

ま

わ

っ

た

こ

と

は

な

い

の

が

普

通

で

あ

る
。

ま

し

て

今

回

の

よ

う

な

「
お

ば

け
」

が

テ

ー

マ

で

京

都

を

歩

く

と

い

う

よ

う

な

こ

と

は
、

初

め

て

で

あ

ろ

う
。

　

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

に

使

う

の

は
、

小

松

和

彦

著

『
京

都

魔

界

案

内
』

（

光

文

社

知

恵

の

森

文

庫
、

二

〇

〇

二

）
。

日

本

の

妖

怪

文

化

研

究

の

第

一

人

者

で

あ

り
、

今

回

の

特

集

の

執

筆

者
、

香

川
、

真

鍋

両

氏

の

恩

師

で

も

あ

る

小

松

先

生

は

「
京

都

に

は
、

京

都

の

住

民

に

共

有

さ

れ

る

よ

う

な

『
異

界
』

や

『
魔

界
』

が

た

く

さ

ん

作

り

出

さ

れ
、

伝

承

さ



れ

て

き

た

の

だ

が
、

合

理

的

な

思

考

の

発

達

や

科

学

技

術

の

浸

透

に

よ

っ

て
、

そ

う

し

た

異

界

や

魔

界

も

人

間

に

よ

っ

て

征

服

さ

れ

て

日

常

生

活

の

領

域

に

組

み

込

ま

れ
、

そ

う

し

た

領

域

が

あ

っ

た

と

い

う

歴

史

さ

え

も

忘

れ

去

ら

れ

つ

つ

あ

っ

た
。

　

し

か

し
、

異

界

を

作

り

出

す

想

像

力

が

失

わ

れ

た

わ

け

で

は

な

い
。

い

や
、

む

し

ろ

現

代

人

は

異

界

を

意

識

す

る

こ

と

で
、

心

に

安

ら

ぎ

を

見

出

す

こ

と

が

で

き

る

こ

と

に
、

再

び

気

づ

き

始

め

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る
。

　

こ

の

よ

う

に

考

え

る

と
、

魔

界

探

し

は
、

じ

つ

は

京

都

の

人

び

と

の

心

の

歴

史

を

探

る

こ

と

だ

と

思

わ

れ

て

く

る
。

」

と
、

ま

え

が

き

に

書

い

て

い

る
。

　

た

し

か

に

学

生

た

ち

を

見

て

い

る

と
、

そ

の

興

味

が

神

話

だ

と

か
、

占

い

だ

と

か
、

オ

カ

ル

ト
、

妖

怪

な

ど

、

な

に

か

し

ら

現

代

科

学

技

術

的

な

世

界

観

か

ら

は

ず

れ

た

と

こ

ろ

に

向

い

て

い

る

よ

う

に

思

え

る
。

そ

れ

を

大

人

は

反

時

代

的

な

態

度

と

見

な

し

て
、

迷

信

に

惑

わ

さ

れ

て

い

る

と

だ

け

考

え

が

ち

だ
。

け

れ

ど

も
、

特

に

人

文

科

学

を

学

ぼ

う

と

し

て

い

る

学

生

に

と

っ

て
、

こ

れ

は

歴

史

学

や

民

俗

学

を

は

じ

め

と

す

る

諸

学

問

へ

の

よ

い

導

入

に

な

ら

な

い

だ

ろ

う

か
。

京

都

と

い

う

千

二

百

年

も

の

長

い

歴

史

を

も

ち
、

京

都

以

外

の

関

西

人

に

も

な

か

な

か

よ

く

見

通

せ

な

い

都

市

は
、

そ

の

た

め

の

絶

好

の

フ

ィ

ー

ル

ド

で

あ

る
。

こ

の

と

こ

ろ

や

た

ら

と

自

動

車

が

増

え

て
、

あ

ま

り

快

適

で

は

な

い

の

だ

が
、

奈

良

な

ど

に

比

べ

て

京

都

と

い

う

の

は

距

離

的

に

は

そ

れ

ほ

ど

拡

散

し

て

い

な

い
、

歩

き

ま

わ

る

に

は

ち

ょ

う

ど

良

い

都

市

で

も

あ

る
。

さ

て

『
京

都

魔

界

案

内
』

を

手

に
、

い

ざ

出

発

し

よ

う
。

暑

い

京

都

の

歩

き

方



　

決

行

し

た

の

は

真

夏
、

八

月

七

日

の

火

曜

日
、

ご

存

知

の

よ

う

に

今

年

の

夏

は

暑

か

っ

た
。

ま

し

て

京

都

は

暑

い

の

と

寒

い

の

に

定

評

が

あ

る
。

ア

ス

フ

ァ

ル

ト

舗

装

の

街

路

を

歩

く

に

は

か

な

り

つ

ら

い
。

な

る

べ

く

地

下

鉄

を

利

用

し
、

歩

く

の

は

お

寺

や

神

社

の

境

内

を

と

い

う

方

針

で

コ

ー

ス

を

決

め

た
。

　

今

回

の

コ

ー

ス

を

示

し

て

み

よ

う
。

集

合

　

Ｊ

Ｒ

二

条

駅

（

嵯

峨

野

線

）

午

後

一

時

駅

前

に

平

安

京

遺

構

の

案

内

板

が

あ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

↓

徒

歩

朱

雀

門

跡

の

石

碑

　

　

　

　

　

　

　

↓

徒

歩

神

泉

苑

　

　

　

　

　

　

　

↓

徒

歩

地

下

鉄

二

条

城

駅

　

 
 

 
 

駅

構

内

に

神

泉

苑

出

土

品

　

　

　

　

　

　

　

↓

 
 

 

烏

丸

御

池

で

烏

丸

線

に

乗

換

地

下

鉄

北

山

駅

　

　

　

　

　

　

　

↓

徒

歩

八

０

０

ｍ

深

泥

池

　

北

山

駅

に

戻

る

　

　

　

　

　

　

　

↓

　

　

　

　

　

　

地

下

鉄

鞍

馬

口

下

車

上

御

霊

神

社

　

　

　

　

　

　

　

↓

徒

歩

六

０

０

ｍ

相

国

寺

　

宗

旦

稲

荷

神

社

　

　

　

　

　

　

　

↓

徒

歩

六

０

０

ｍ

白

峯

神

社

　

　

　

　

　

　

　

↓

徒

歩

一

条

戻

り

橋

　

　

　

　

　

　

　

↓

徒

歩

晴

明

神

社

　

　

　

　

　

　

　

↓

徒

歩

地

下

鉄

今

出

川

駅

　

　

　

　

　

　

　

午

後

四

時

半

く

ら

い

な

る

べ

く

そ

ろ

そ

ろ

行

っ

た

つ

も

り

だ

っ

た

が
、

か

な

り

暑

か

っ

た

し
、

そ

れ

ぞ

れ

の

間

は

そ

れ

ほ

ど

遠

く

は

な

い

が
、

ち

り

も

つ

も

れ

ば

で
、

か



な

り

歩

い

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か
。

朱

雀

門

と

平

安

京

　

ま

ず

朱

雀

門

跡

に

行

っ

た

の

は
、

こ

こ

が

大

内

裏

で

あ

り
、

二

条

城

辺

り

ま

で

が

平

安

京

の

核

心

で

あ

っ

た

と

い

う

空

間

意

識

を

持

つ

た

め

だ
。

そ

し

て

朱

雀

門

は

『
長

谷

雄

草

紙
』

で

紀

長

谷

雄

が

鬼

と

双

六

を

し

て
、

鬼

が

死

体

を

集

め

て

創

っ

た

絶

世

の

美

女

を

手

に

入

れ

る

舞

台

で

も

あ

る
。

　

神

泉

苑

も

規

模

こ

そ

縮

小

さ

れ

て

い

る

が
、

古

代

か

ら

存

在

し

た

放

生

池

を

中

心

に

し

た

庭

園

で

あ

り
、

大

内

裏

と

の

関

係

か

ら
、

ち

ょ

う

ど

今

の

地

下

鉄

二

条

城

駅

の

北

あ

た

り

が

「
あ

は

は

の

辻
」

と

呼

ば

れ

た
、

百

鬼

夜

行

出

現

の

名

所

だ

っ

た

は

ず

で

あ

る
。

神

泉

苑

の

出

土

品

が

地

下

鉄

二

条

城

駅

に

展

示

さ

れ

て

お

り
、

暑

い

京

都

で

神

泉

苑

と

次

の

深

泥

池

は

水

辺

の

景

色

で

救

わ

れ

た
。

考

え

て

み

れ

ば
、

神

泉

苑

と

深

泥

池

は

ほ

と

ん

ど

南

北

一

直

線

に

位

置

し

て

い

て
、

地

下

水

脈

で

つ

な

が

り

も

あ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

？

大

蛇

と

鬼

と

幽

霊

ス

ポ

ッ
ト

の

深

泥

池　

地

下

鉄

北

山

駅

か

ら

八

百

メ

ー

ト

ル

北

に

歩

く

と
、

今

で

は

生

物

環

境

面

か

ら

注

目

さ

れ

る

深

泥

池

（

み

ど

ろ

が

い

け

）

が

あ

る
。

『
小

栗

判

官
』

で

は

こ

こ

は

大

蛇

が

住

み
、

た

び

た

び

美

女

に

化

け

て

い

た

所

で

あ

る
。



さ

ら

に

こ

の

北

の

貴

船

の

奥

の

谷

に

は

鬼

が

棲

み
、

穴

を

通

じ

て

出

口

が

深

泥

池

に

あ

っ

た

よ

う

で
、

鬼

が

出

没

し
、

豆

を

そ

の

穴

に

ま

い

た

と

い

う

豆

塚

（

魔

滅

塚

）

が

か

つ

て

あ

っ

た

そ

う

だ
。

　

周

囲

一

・

五

キ

ロ

の

小

さ

い

池

だ

が
、

そ

の

三

分

の

一

ほ

ど

を

浮

島

が

占

め

て

い

る
。

深

い

泥

と

い

う

名

前

の

と

お

り
、

い

ま

や

天

然

記

念

物

だ

か

ら

誰

も

入

っ

た

り

し

な

い

が
、

泳

い

だ

り

し

よ

う

も

の

な

ら

足

を

取

ら

れ

て

沈

ん

で

し

ま

い
、

二

度

と

浮

か

ん

で

こ

な

い

と

思

わ

れ

て

い

る
。

　

平

安

の

頃

か

ら

気

味

悪

が

ら

れ

て

い

た

ら

し

い

が
、

な

ん

と

い

っ

て

も

タ

ク

シ

ー

を

つ

か

ま

え

て

消

え

失

せ

る

幽

霊

の

本

場

が

こ

こ

だ

っ

た

よ

う

だ
。

現

在

は

氷

河

時

代

以

来

の

動

植

物

が

生

息

す

る

と

い

う

の

で
、

監

視

員

も

駐

在

し
、

貴

重

な

自

然

遺

産

と

し

て

イ

メ

ー

ジ

は

変

わ

ろ

う

と

し

て

い

る

の

だ
。

御

霊

信

仰

と

上

御

霊

神

社

　

地

下

鉄

北

山

駅

ま

で

戻

り
、

鞍

馬

口

ま

で

地

下

鉄

で
。

駅

と

車

内

の

冷

房

が

あ

り

が

た

い
。

さ

て
、

平

安

京

を

造

っ

た

の

は

桓

武

天

皇

だ

が
、

上

御

霊

神

社

（

か

み

ご

り

ょ

う

じ

ん

じ

ゃ

）

に

は

弟

の

早

良

親

王

（

さ

わ

ら

し

ん

の

う

）

が

祀

ら

れ

て

い

る
。



桓

武

天

皇

は

皇

位

継

承

権

を

め

ぐ

っ

て

早

良

親

王

を

結

果

的

に

謀

殺

す

る

の

だ

が
、

恨

み

を

呑

ん

で

死

ん

だ

も

の

は

怨

霊

と

な

っ

て

祟

っ

た
。

こ

れ

を

神

と

祀

り

鎮

め

る

の

が

御

霊

信

仰

で

あ

り
、

上

御

霊

神

社

な

ど

は

菅

原

道

真

の

北

野

天

満

宮

と

並

ん

で
、

ま

さ

に

そ

の

代

表

選

手

み

た

い

な

と

こ

ろ

な

の

だ
。

早

良

親

王

は

祟

道

天

皇

と

い

う

尊

号

を

追

贈

さ

れ

こ

こ

に

神

と

し

て

ま

つ

ら

れ

て

い

る
。

怨

霊

を

鎮

め

る

儀

式

を

御

霊

会

（

ご

り

ょ

う

え

）

と

い

う

の

だ

が
、

こ

の

最

初

の

も

の

は

神

泉

苑

で

行

な

わ

れ

た

と

い

う

記

録

が

あ

り
、

今

回

の

コ

ー

ス

選

定

な

か

な

か

よ

く

で

き

て

い

る

と

自

画

自

賛
。

宗

旦

稲

荷

か

ら

白

峯

神

社

へ

　

上

御

霊

神

社

か

ら

南

へ

向

か

う

と

程

な

く

相

国

寺

（

し

ょ

う

こ

く

じ

）

の

境

内

に

入

る
。

広

い

境

内

で

承

天

閣

美

術

館

な

ど

も

あ

る

の

だ

が
、

夏

場

は

残

念

な

が

ら

お

休

み

だ
。

美

術

館

の

少

し

南

側

に

小

さ

な

宗

旦

稲

荷

が

鎮

座

す

る
。

千

利

休

の

孫
、

千

宗

旦

の

名

前

に

由

来

す

る

の

は
、

ど

う



も

こ

の

狐

が

よ

く

宗

旦

に

化

け

た

と

い

う

こ

と

ら

し

い
。

　

こ

こ

か

ら

南

へ

出

る

と

右

手

は

同

志

社

大

学
。

キ

ャ

ン

パ

ス

を

通

り

抜

け

る

と

地

下

鉄

今

出

川

駅

で

あ

る
。

そ

の

角

を

西

に
、

今

出

川

通

を

歩

く

。

そ

ろ

そ

ろ

ば

て

て

来

て

い

る

し
、

大

通

り

の

歩

道

歩

き

は

つ

ら

い

の

だ

が

、

六

百

メ

ー

ト

ル

ほ

ど

で

白

峯

神

社

に

着

く
。

　

さ

き

ほ

ど

の

上

御

霊

神

社

が

祟

道

天

皇

な

ら
、

こ

ち

ら

は

祟

徳

上

皇

の

神

社

で

あ

る
。

祟

る

と

い

う

字

を

尊

号

に

使

わ

れ

る

の

は
、

や

っ

ぱ

り

祟

っ

た

か

ら

で
、

保

元

の

乱

（

ほ

う

げ

ん

の

ら

ん

）

の

首

謀

者
。

『
保

元

物

語
』

で

は

配

流

の

地

讃

岐

で

生

き

な

が

ら

天

狗

の

よ

う

な

姿

に

な

っ

て

大

魔

縁

（

学

問

や

修

行

を

妨

げ

る

悪

神

）

と

し

て

天

皇

家

を

呪

い

続

け

る

と

宣

言

し

て

い

る
。

明

治

天

皇

が

讃

岐

か

ら

勧

請

し

て

来

た

の

だ

が
、

今

で

は

サ

ッ

カ

ー

の

神

様

で

も

あ

る
。

一

条

戻

り

橋

と

晴

明

神

社

　

白

峯

神

社

か

ら

す

ぐ

に

堀

川

通

り



で
、

南

に

向

か

え

ば

一

条

戻

り

橋

で

あ

る
。

陰

陽

師

ブ

ー

ム

で

こ

こ

ら

あ

た

り

は

あ

ま

り

解

説

し

な

く

て

も

よ

い

だ

ろ

う
。

百

鬼

夜

行

で

い

え

ば
、

あ

は

は

の

辻

と

こ

の

一

条

戻

り

橋

が

一

番

良

く

出

会

え

る

場

所

で

あ

る
。

少

し

前

ま

で

こ

の

堀

川

通

り

か

ら

晴

明

神

社

は

見

え

な

か

っ

た

の

だ

が
、

ブ

ー

ム

で

神

社

の

前

も

整

備

さ

れ

て

、

通

り

か

ら

も

見

え

る

よ

う

に

な

っ

て

い

た
。

仕

方

が

な

い

の

で

寄

る

こ

と

に

し

た
。

安

倍

晴

明

の

桔

梗

紋
、

五

芒

星

の

Ｔ

シ

ャ

ツ

な

ど

も

売

っ

て

い

る
。

す

れ

違

っ

た

親

子

連

れ

の

お

父

さ

ん

が
、

小

学

生

の

娘

に

「
陰

陽

師

は

ど

こ

に

お

る

ね

ん

？
」

と

聞

い

て
、

娘

が

困

っ

た

顔

を

し

て

い

た

の

が

お

も

し

ろ

か

っ

た
。

そ

れ

で

も
、

神

泉

苑

の

中

に

あ

る

歳

徳

神

の

社

は
、

毎

年

変

わ

る

恵

方

（

吉

を

も

た

ら

す

方

角

）

に

伴

っ

て

動

き
、

そ

れ

が

陰

陽

道

に

よ

っ

て

決

め

ら

れ

て

い

る

な

ん

て

こ

と

を

知

っ

て

い

て

じ

っ

さ

い

に

そ

こ

を

訪

れ

て

い

る

と
、

も

う

少

し
、

歴

史

や

民

俗

の

中

の

魑

魅

魍

魎

の

類

も
、

身

近

な

も

の

に

思

え

て

く

る

こ

と

だ

ろ

う
。

映

画

「
陰

陽

師
」

の

背

景

に

平

安

神

宮

が

フ

ル

に

活

用

さ

れ

て

い

た

が
、

あ

れ

が

明

治

の

博

覧

会

で

平

安

京

を

模

し

て

造

ら

れ

た

パ

ビ

リ

オ

ン

で

あ

る

こ

と

を

知

っ

て

い

れ

ば

な

る

ほ

ど

と

納

得

す

る

に

違

い

な

い
。

妖

怪

か

ら

京

都

を

見

る

と

は
、

お

さ

ま

り

か

え

っ

て

文

化

財

の

顔

し

か

見

せ

な

い

こ

の

都

市

を
、

も

う

一

度

人

間

く

さ

い
、

怨

念

や

哄

笑

や

悲

嘆

の

中

に

戻

す

こ

と

な

の

だ
。

（

二

〇

〇

七

年

八

月

七

日

）

子

ど

も

の

文

化

二

〇

〇

七

年

十

月

号

特

集

「
お

化

け

の

世

界
」

　

　

　

　

　

子

ど

も

の

文

化

研

究

所

http://www.kodomonobunnka.or.jp/index.htm

