
  
 

   

私
達
日
本
の
祖
先
は
、
日
本
の
国
土
は

八
百
万
（
や
お
よ
ろ
ず
）
の
神
々
様
か
ら
の
御

守
護
を
頂
き
、
私
達
は
生
か
さ
れ
て
い
る

と
い
う
、
畏
（
お
そ
）

れ
を
知
る
気
持
ち
を

持
ち
合
わ
せ
て
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
そ

ん
な
気
持
ち
を
共
有
し
な
が
ら
、
小
さ
な

部
落
や
村
単
位
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
柄

に
合
わ
せ
て
、
習
俗
と
い
う
ル
ー
ル
が
自

然
発
生
的
に
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
よ
う

で
す
。
そ
れ
は
目
に
は
見
え
な
い
神
々
様

を
崇
（
あ
が
）

め
る
事
で
、
自
分
の
気
持
ち

を
謙
虚
に
律
し
て
、
同
じ
土
地
に
住
む
村

人
達
と
仲
良
く
し
て
い
く
為
に
、
集
団
の

中
か
ら
生
ま
れ
た
智
慧
（
ち
え
）

の
集
積
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。 

そ
ん
な
先
人
達
が
遺
（
の
こ
）

し
て
く
れ

た
智
慧
の
宝
庫
を
顧
（
か
え
り
）

み
ず
、
そ

し
て
忘
れ
去
っ
た
結
果
が
、
自
分
本
意
で

心
が
虚
（
う
つ
）

ろ
な
私
達
現
代
人
の
姿
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

筑
波
大
学
名
誉
教
授
で
あ
り
、
遺
伝
子

工
学
の
世
界
的
第
一
人
者
の
村
上
和
雄
さ

ん
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
ま
す
…
『
今
回

の
大
地
震
で
や
っ
ぱ
り
科
学
や
技
術
と
い 

 

 

う
も
の
の
限
界
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。 

こ
れ
ま
で
私
達
は
科
学
や
技
術
、
デ
ー
タ
と

い
っ
た
目
に
見
え
る
も
の
ば
か
り
を
重
視
し

て
き
た
け
れ
ど
も
、
今
回
は
全
て
の
デ
ー
タ

を
覆
（
く
つ
が
え
）
す
よ
う
な
事
が
起
き
た
わ
け

で
す
。
そ
れ
は
科
学
技
術
が
駄
目
と
い
う
事

で
は
な
く
、
大
自
然
の
方
が
遙
か
に
凄
い
ん

だ
と
い
う
事
を
実
感
し
ま
し
た
。
今
回
の
大

地
震
は
、
日
本
人
全
体
に
対
し
て
「
も
っ
と

謙
虚
に
生
き
よ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
感
じ
た
。
「
地
球
に
優
し
い

エ
コ
」
な
ん
て
言
っ
て
い
る
が
、
「
地
球
が

人
間
に
優
し
い
」 

ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
人

間
の
傲
慢
を
今
ま
で
許
し
て
く
れ
た
。
し
か

し
そ
ろ
そ
ろ
目
を
覚
ま
せ
よ
、
と
い
う
意
味

な
の
で
は
な
か
と
思
う
』
と
述
べ
て
お
ら
れ

ま
す
。 

大
自
然
の
方
が
遙
か
に
凄
い
＝
人
智
で
は

及
ば
な
い
と
い
う
意
味
で
す
が
、
《
人
智
で

は
及
ば
な
い
も
の
》
は
何
で
し
ょ
う
か
？
そ

れ
は
目
に
は
見
え
な
い
《
神
々
様
の
存
在
》

と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。 

い
ま
私
達
改
め
て
、
「
生
命
」
の
大
切
さ

と
い
う
も
の
を
感
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
事
の
あ
り
が
た

さ
。
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
が
出
る
。
ス
イ
ッ

チ
を
入
れ
れ
ば
電
気
が
付
く
。
そ
れ
が
当
た

り
前
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
や
や
も
す
れ
ば 

 

 

私
達
が
忘
れ
て
し
ま
う
『
あ
り
が
た
い
、
お 

か
げ
さ
ま
、
も
っ
た
い
な
い
』
と
い
う
先
人

達
か
ら
絞
り
出
さ
れ
た
智
慧
の
集
積
を
、
今

こ
そ
有
り
難
く
受
け
取
る
時
で
は
な
い
か
と

声
を
大
に
し
て
申
し
上
げ
た
い
の
で
す
。 

そ
ん
な
智
慧
の
宝
庫
で
あ
る
伝
統
習
俗
を

通
じ
て
、
一
人
一
人
が
自
分
の
持
ち
場
で
、

目
に
見
え
な
い
神
仏
様
に
感
謝
し
つ
つ
、
他

者
の
為
に
尽
く
す
事
に
よ
っ
て
、
他
者
と
の

絆
を
深
め
、
そ
し
て
物
質
的
な
豊
か
さ
で
は

見
出
す
事
が
出
来
な
か
っ
た
、
精
神
的
喜
び

を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
確
信
致
し
て

お
り
ま
す
。 

さ
て
、
そ
こ
で
目
に
見
え
な
い
神
々
様
と

は
一
体
ど
の
様
な
存
在
な
の
で
し
ょ
う
か

…
？ 昔

か
ら
日
本
に
は
「
八
百
万
（
や
お
よ
ろ
ず
）

の
神
々
様
」
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
し
た
。

ち
ゃ
ん
と
名
称
が
付
い
て
お
ら
れ
る
神
様
を

数
え
上
げ
て
み
て
も
、
ざ
っ
と
七
十
九
も
の

神
々
様
が
お
ら
れ
ま
す
。
日
本
の
神
様
に
は
、

山
や
海
、
火
や
水
、
土
や
金
属
を
現
し
て
い

る
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
四
季
の
変

化
、
緑
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
風
土
に
生

き
て
来
た
日
本
人
は
、
地
上
の
森
羅
万
象
は
、

神
々
様
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
神
々
様
が

司
っ
て
お
ら
れ
る
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
日

本
の
神
々
様
は
、
そ
の
存
在
の
仕
方
も
機
能 

 

 

も
自
由
自
在
で
多
彩
で
す
。
私
達
は
【
八 

百
万
の
神
々
様
】
と
ひ
と
ま
と
め
に
呼
ん 

で
い
ま
す
が
、
各
神
様
に
は
経
歴
も
活
動 

ぶ
り
も
様
々
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
神 

と
し
て
の
個
々
を
発
揮
し
て
い
る
と
言
え 

ま
す
。
考
え
て
み
る
と
神
様
と
は
本
来
、 

信
じ
る
者
の
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
ま
ね
く
存 

在
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
と
思 

い
ま
す
。 

私
達
の
周
囲
を
取
り
巻
く
全
て
の
も
の 

に
は
命
が
宿
り
、
ま
た
目
に
は
見
え
な
い 

神
様
と
し
て
の
存
在
を
【
八
百
万
の
神
々 

様
】
と
し
て
崇
め
、
奉
（
た
て
ま
つ
）

っ
て
ま 

い
り
ま
し
た
。
私
達
の
祖
先
達
は
、
そ
ん 

な
八
百
万
の
神
々
様
の
中
で
も
、
特
に
格 

式
が
あ
り
、
偉
大
な
神
様
を
総
称
し
て
【 

三
十
番
神
様
（
さ
ん
じ
ゅ
う
ば
ん
じ
ん
さ
ま
）

】 

と
申
し
て
信
仰
し
て
き
ま
し
た
。 

【
三
十
番
神
様
と
は
？
】 

 

全
国
に
は
、
神
々
様
を
お
祀
り
す
る
神 

社
仏
閣
（
じ
ん
じ
ゃ
ぶ
っ
か
く
）

も
沢
山
あ
り 

ま
す
が
、
そ
の
日
本
の
神
々
様
の
中
で
も
、 

代
表
格
で
あ
る
三
十
体
の
神
様
が
存
在
し 

ま
す
。
一
ヶ
月
三
十
日
を
毎
日
ご
当
番
（ 

日
番
）
に
当
て
る
様
に
選
出
さ
れ
た
神
々 

様
を
総
称
し
て
【
三
十
番
神
様
】
と
呼
び 

ま
す
。 

い
わ
ゆ
る
神
仏
習
合
（
し
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
ご
う
） 

 

『
三
十
番
神
』
… 

八
百
万
の
神
々
様
の
総
称
】 



 
 
 

の
信
仰
で
、
そ
の
歴
史
は
、
【
法
華
経
を

布
教
さ
れ
た
伝
教
大
師
最
澄
（
で
ん
ぎ
ょ
う
だ

い
し
さ
い
ち
ょ
う
）

が
、
仏
像
と
し
て
比
叡
山

（
ひ
え
い
ざ
ん
）

に
祀
（
ま
つ
）

ら
れ
た
の
が
、

日
本
で
最
初
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
鎌
倉

時
代
に
は
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。 

 
 

仏
教
の
中
で
も
最
上
の
教
え
で
あ
る

『
法
華
経
』
で
は
、
こ
の
日
本
の
神
々
様

で
あ
る
【
三
十
番
神
様
】
を
、
と
て
も
大

切
に
信
仰
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で

す
。 

 
 

皆
様
の
ご
家
庭
に
あ
る
お
仏
壇
に
は
過

去
帳
（
か
こ
ち
ょ
う
）

と
言
っ
て
、
ご
先
祖
様

の
戒
名
（
か
い
み
ょ
う
）
が
記
さ
れ
た
小
さ
な

本
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
よ
く
見
る
と

毎
日
の
ペ
ー
ジ
の
真
ん
中
に
は
、
『
○
○

大
明
神
』
と
記
し
て
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
一
体
一
体
の
神
様
が
【
三
十
番
神
様
】

な
の
で
す
よ
。 

【
日
蓮
聖
人
と
三
十
番
神
様
】 

 
 

建
長
元
年
、
日
蓮
聖
人
二
十
八
歳
の
時
、

【
比
叡
山
横
川
（
ひ
え
い
ざ
ん
よ
か
わ
）
の
定
光

院
（
じ
ょ
う
こ
う
い
ん
）

】
で
、
毎
朝
沐
浴
（
も 

く
よ
く
）

し
て
法
華
経
を
唱
え
て
お
ら
れ
た

時
、
日
蓮
聖
人
の
大
願
に
歓
喜
さ
れ
て
、

日
蓮
聖
人
を
励
ま
す
為
に
現
わ
れ
た
の
が

【
法
華
経
守
護
の
三
十
番
神
】
だ
っ
た
と
伝 

 

 

え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

 
 
 
 

 

言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
…
『
日
蓮
聖
人
の
願

い
は
、
一
生
の
間
に
法
華
経
の
教
え
を
理
解

し
て
、
実
践
し
て
い
き
た
い
と
い
う
事
で
あ

り
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、
不
思
議
な
人
が
現

れ
て
お
経
の
声
を
聞
い
て
去
っ
て
い
き
ま
し

た
。
次
の
日
も
、
ま
た
次
の
日
も
、
毎
日
人

が
変
わ
っ
て
現
れ
出
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
の

で
す
。
日
蓮
聖
人
は
、
あ
る
日
そ
の
不
思
議

な
人
に
問
い
ま
し
た
。
「
あ
な
た
方
は
一
体

ど
な
た
で
す
か
？
」
す
る
と
そ
の
方
は
、「
わ

れ
ら
は
法
華
経
守
護
の
三
十
番
神
で
あ
り
ま

す
。
聖
人
が
大
誓
願
を
持
っ
て
精
進
さ
れ
て

い
る
の
を
見
て
、
わ
れ
ら
は
本
当
に
喜
ん
で

お
り
ま
す
。
わ
れ
ら
は
い
つ
ど
ん
な
時
で
も
、

ま
た
ど
ん
な
所
で
も
、
あ
な
た
の
布
教
を
守

護
い
た
し
ま
す
。
わ
れ
ら
は
お
釈
迦
様
が
【
法

華
経
】
を
説
か
れ
た
時
に
、
お
釈
迦
様
か
ら

【
法
華
経
】
を
信
じ
実
践
す
る
者
を
守
護
せ

よ
と
、
使
命
を
い
た
だ
い
た
者
で
あ
り
ま
す
」

と
答
え
た
』
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

実
は
、
【
法
華
経
】
が
説
く
と
こ
ろ
の
教

え
と
、
私
達
の
祖
先
達
が
信
仰
し
て
き
た
八

百
万
の
神
々
様
へ
の
信
仰
に
は
、
共
通
す
る

考
え
方
が
多
々
あ
り
ま
す
。
数
多
あ
る
宗
教 

の
中
で
【
法
華
経
】
を
信
仰
す
る
日
蓮
宗
で

は
、
そ
の
共
通
性
信
仰
が
現
在
に
至
る
ま
で

【
三
十
番
神
様
】
信
仰
と
し
て
、
脈
々
と
受 

 

 

け
継
が
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
檀

家
信
徒
の
皆
様
に
、
ご
承
知
頂
け
れ
ば
幸
い

に
存
じ
ま
す
。 
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副
住
職 

谷
川
寛
敬 

 

 

  

お
わ
ら
の
歴
史
は
？ 

元
禄
ご
ろ
か
ら
か
な
！ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ち
ょ
っ
と
い
っ
ぷ

お
わ
ら
が
い
つ
始
ま
っ
た
の
か
、
明
瞭
な

文
献
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
は
っ
き
り
し

ま
せ
ん
。 

「
越
中
婦
負
郡
志
」
に
よ
る
お
わ
ら
節
の

起
源
と
し
て
、
元
禄
十
五
年
（1702

）
三

月
、
加
賀
藩
か
ら
下
さ
れ
た
「
町
建
御
墨

付
」
を
八
尾
の
町
衆
が
、
町
の
開
祖
米
屋

少
兵
衛
家
所
有
か
ら
取
り
戻
し
た
祝
い

に
、
三
日
三
晩
歌
舞
音
曲
無
礼
講
の
賑

わ
い
で
町
を
練
り
歩
い
た
の
が
始
ま
り
と

さ
れ
て
い
ま
す
。 

ど
ん
な
賑
わ
い
も
お
と
が
め
な
し
と
言

う
こ
と
で
、
春
祭
り
の
三
日
三
晩
は
三
味

線
、
太
鼓
、
尺
八
な
ど
鳴
り
物
も
賑
々
し

く
、
俗
謡
、
浄
瑠
璃
な
ど
を
唄
い
な
が
ら

仮
装
し
て
練
り
廻
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
き

っ
か
け
に
孟
蘭
盆
会
（
旧
暦
七
月
十
五

日
）
も
歌
舞
音
曲
で
練
り
廻
る
よ
う
に
な

り
、
や
が
て
二
百
十
日
の
風
の
厄
日
に
風

神
鎮
魂
を
願
う
「
風
の
盆
」
と
称
す
る
祭

り
に
変
化
し
、
九
月
一
日
か
ら
三
日
に
行

う
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。 

 


