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日
本
人
は
、
身
の
回
り
の
環
境
の
な
か
に
実
に
多
様
な
神
や
妖
怪
を
生
み
出
し
、
語
り
継
い
で
き
た
。
こ
の
事
実
を
、「
防
災
」

と
い
う
実
践
的
な
課
題
の
も
と
に
捉
え
直
し
、
地
域
、
学
校
、
自
治
体
な
ど
で
の
防
災
訓
練
や
防
災
教
育
、
あ
る
い
は
防
災
計
画

策
定
に
向
け
た
新
た
な
視
点
と
方
法
論
を
提
示
す
る
の
が
本
書
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
、
神
や
妖
怪
へ
の
言
及

に
多
く
の
紙
面
を
費
や
し
て
い
る
も
の
の
、
民
俗
学
や
日
本
文
化
論
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
防
災
論
」
の
本
で
あ
る
。

　

筆
者
は
土
木
工
学
の
人
間
で
あ
る
。
さ
ら
に
詳
細
な
専
門
を
問
わ
れ
た
ら
、「
地
域
計
画
論
」、
あ
る
い
は
市
民
・
行
政
・
専
門

家
な
ど
多
様
な
人
び
と
が
対
話
し
な
が
ら
公
共
事
業
や
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た
め
の
「
合
意
形
成
学
」
で
あ
る
と
答
え
て

い
る
。
で
は
土
木
工
学
の
分
野
で
合
意
形
成
を
専
門
に
し
て
い
る
筆
者
が
、
な
ぜ
神
と
妖
怪
に
つ
い
て
語
る
の
か
。
そ
の
重
要
な

契
機
と
な
っ
た
の
は
、
新
潟
県
佐
渡
島
で
の
経
験
で
あ
る
。

　

わ
た
し
は
「
自
然
再
生
事
業
に
お
け
る
合
意
形
成
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
を
テ
ー
マ
に
学
位
を
取
得
し
た
。
大
学
院
生
だ
っ
た
時
、

新
潟
県
佐
渡
島
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
、
ト
キ
の
野
生
復
帰
事
業
に
伴
っ
て
新
潟
県
が
進
め
て
い
た
「
天
王
川
自
然
再
生
事
業
」
の
合

意
形
成
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
従
事
し
て
い
た
。
天
王
川
は
、
ト
キ
野
生
復
帰
事
業
の
重
要
な
エ
リ
ア
を
流
れ
る
小
さ
な
二
級
河
川
で

あ
る
。
そ
の
自
然
再
生
計
画
に
つ
い
て
地
域
住
民
と
議
論
す
る
な
か
で
、
下
流
域
に
お
け
る
洪
水
の
リ
ス
ク
に
強
い
懸
念
を
示
す

声
が
あ
が
っ
た
。
川
幅
は
数
メ
ー
ト
ル
の
小
さ
な
河
川
で
あ
る
が
、
昔
か
ら
た
び
た
び
氾
濫
を
起
こ
す
暴
れ
川
だ
と
い
う
認
識
を

地
域
住
民
は
も
っ
て
い
た
。
天
王
川
下
流
域
の
河
岸
段
丘
上
に
は
牛う

し

尾お

神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
。
現
在
の
主
祭
神
は
ス
サ
ノ
オ
ノ

ミ
コ
ト
で
あ
る
。
か
つ
て
は
牛ご

頭ず

天て
ん

王の
う

を
祀
っ
て
お
り
、「
天
王
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
。
天
王
川
と
い
う
名
称
も
、

はしがき
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牛
頭
天
王
に
由
来
し
て
い
る
。
細
長
く
伸
び
た
尾
根
の
先
端
に
位
置
す
る
牛
尾
神
社
は
、
仮
に
天
王
川
が
氾
濫
し
て
も
浸
水
し
な

い
立
地
に
あ
る
。
過
去
に
天
王
川
が
氾
濫
し
た
時
、
牛
尾
神
社
の
境
内
に
避
難
し
た
人
も
い
た
と
い
う
。
牛
尾
神
社
を
氏
神
と
す

る
潟か

た

上が
み

と
吾あ

潟が
た

の
集
落
で
は
、
春
に
行
わ
れ
る
「
鬼
太
鼓
」
と
い
う
伝
統
行
事
の
な
か
で
、
こ
の
牛
尾
神
社
に
宮
入
り
し
、
鬼
の

舞
を
奉
納
す
る
。
つ
ま
り
、
治
水
上
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
、
伝
統
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
空
間
と
し
て
の
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

天
王
川
自
然
再
生
事
業
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
従
事
す
る
な
か
で
、
わ
た
し
は
神
社
と
災
害
リ
ス
ク
の
関
係
に
つ
い
て
強
い

関
心
を
抱
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
視
点
で
日
本
各
地
の
神
社
の
立
地
を
み
て
み
る
と
、
河
岸
段
丘
や
海
岸
段
丘
、
山
麓

か
ら
伸
び
た
細
長
い
台
地
状
の
地
形
、
あ
る
い
は
氾
濫
原
の
な
か
の
微
高
地
の
上
に
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と

に
気
付
く
。
そ
の
よ
う
な
立
地
に
あ
る
神
社
は
、
河
川
氾
濫
や
津
波
が
発
生
し
た
と
し
て
も
浸
水
し
な
い
可
能
性
が
高
い
。
本
書

は
こ
の
事
実
を
、
現
在
の
地
域
防
災
の
実
践
の
な
か
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
妖
怪
へ
の
着
目
も
佐
渡
島
で
の
経
験
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
天
王
川
は
、
加か

茂も

湖こ

と
い
う
汽
水
湖
に

流
入
し
て
い
る
。
そ
の
加
茂
湖
に
は
「
一い

ち

目も
く

入に
ゅ
う

道ど
う

」
と
呼
ば
れ
る
妖
怪
が
棲
ん
で
い
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
一
目
入
道
は
、
約

束
を
守
る
人
間
に
は
加
茂
湖
の
豊
か
な
水
産
資
源
を
も
た
ら
す
一
方
で
、
約
束
を
破
る
人
間
に
対
し
て
は
仲
間
を
連
れ
て
容
赦
な

く
集
落
を
襲
う
と
い
う
恐
ろ
し
い
一
面
を
も
つ
。
集
落
の
人
び
と
は
、
一
目
入
道
が
襲
っ
て
く
る
と
伝
わ
る
正
月
に
、
加
茂
湖
の

ほ
と
り
に
あ
る
観
音
堂
に
立
て
こ
も
り
、
床
や
壁
を
叩
い
て
音
を
鳴
ら
す
「
目
一
つ
行
事
」
と
い
う
奇
祭
を
数
十
年
前
ま
で
行
っ

て
い
た
。

　

加
茂
湖
は
、
地
域
が
共
同
で
管
理
し
、
資
源
を
獲
得
す
る
た
め
の
コ
モ
ン
ズ
（
共
有
地
）
で
あ
る
。
持
続
可
能
な
コ
モ
ン
ズ
を

実
現
す
る
う
え
で
は
、
適
切
な
ル
ー
ル
と
規
範
が
共
同
体
の
な
か
で
共
有
・
実
践
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
一

目
入
道
の
伝
承
を
知
っ
た
時
、
妖
怪
は
人
び
と
が
自
然
の
資
源
と
リ
ス
ク
を
適
切
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
う
え
で
も
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を
も
つ
に
至
っ
た
。
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以
上
の
よ
う
な
経
験
を
端
緒
と
し
て
、
神
と
妖
怪
を
自
然
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
で
論
じ
る
と
い
う
構
想
が
わ
た
し
の
な

か
に
生
ま
れ
た
。
本
書
は
、
特
に
自
然
環
境
の
も
た
ら
す
リ
ス
ク
の
側
面
、
つ
ま
り
神
と
妖
怪
と
い
う
超
自
然
的
存
在
を
ふ
ま
え

た
災
害
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
実
践
的
研
究
の
一
つ
の
到
達
点
で
あ
り
、
通
過
点
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
わ
た

し
は
土
木
工
学
の
人
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
も
重
要
な
関
心
は
、
今
を
生
き
る
人
び
と
の
安
全
で
豊
か
な
暮
ら
し
に
い
か
に
貢

献
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
書
で
論
じ
て
い
る
神
話
や
伝
承
の
考
察
、
あ
る
い
は
歴
史
認
識
に
つ
い
て
は
、
一
面
的
で

不
十
分
な
点
が
多
く
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
を
き
っ
か
け
に
、
一
人
で
も
多
く
の
人
が
身
近
な
地
域
の
神

社
や
妖
怪
伝
承
に
目
を
向
け
、
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
の
実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
を
始
め
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
著
者
と
し

て
こ
れ
に
勝
る
喜
び
は
な
い
。

はしがき
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