
木国の大屋毘古神

「
古
事
記
』
の
稲
羽
の
素
兎
神
話
か
ら
根
之
堅
州
国
訪
問
神
話
ま
で
は
、

大
穴
牟
遅
神
が
兄
神
達
を
退
け
、
大
国
主
神
と
な
っ
て
国
作
り
を
始
め
る

ま
で
の
過
程
を
描
く
ま
と
ま
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、

（１）

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
稲
羽
の
素
兎
神
話
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て

（２）
いブ（》Ｏ故

、
此
の
大
國
主
神
の
兄
弟
、
八
十
神
坐
し
き
。
鯛
叔
刈
醐
剖
１
留

よぱ

の
八
十
神
、
各
稲
羽
の
八
上
比
責
を
婚
は
む
の
心
有
り
て
、
共
に
稲

と
も
ぴ
と

羽
に
行
き
し
時
に
、
大
穴
牟
遅
神
に
岱
を
負
せ
、
従
者
と
為
て
率
性

聖式ご聖弐ごＯ

そ
し
て
根
之
堅
州
国
訪
問
神
話
の
終
わ
り
の
ほ
う
に
は
次
の
一
文
が
あ

ブ（》○

故
、
其
の
大
刀
・
弓
を
持
ち
て
、
其
り
ん
禍
神
秘
習
剤
溜
淵
馴
創
断
胸
、

坂
の
御
尾
毎
に
追
ひ
伏
せ
、
河
の
瀬
毎
に
遭
祝
鐵
叫
可
、
始
め
て
國

を作りたまひき。

こ
こ
で
八
十
神
の
「
避
り
し
所
以
」
の
説
明
が
終
了
し
て
い
る
こ
と
に

木
国
の
大
屋
毘
古
神

幽
幽
１
丸
國
調
榔
胤
蹴
轌
切
羽
。
Ｗ
割

｜
「
木
」
の
国
の
神
話

特
集
・
神
話
を
考
え
る

・通Ｗ剥列ＷＵ所以閥、其

よ
っ
て
、
一
連
の
神
話
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
さ
て
、
こ
の
一
連

の
神
話
が
「
木
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
展
開
し
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と

は
、
一
読
す
れ
ば
誰
し
も
気
付
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
特
に
大
穴
牟
遅
神

が
兄
神
達
の
恨
み
を
買
い
、
殺
さ
れ
る
場
面
か
ら
、
根
之
堅
州
国
へ
と
逃

げ
て
ゆ
く
場
面
に
お
い
て
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。
以
下
は
大
穴
牟
遅
神
が

二
度
目
に
殺
さ
れ
る
場
面
か
ら
根
之
堅
州
国
へ
行
く
ま
で
の
と
こ
ろ
で
あ

る。

ま
た

是
に
、
八
十
神
見
、
且
欺
き
て
山
に
率
入
り
て
、
対
樹
を
切
り
伏

ひ
め
や

せ
、
茄
矢
を
剣
剛
洞
Ｈ
割
引
列
国
可
、
其
の
中
に
入
ら
し
む
る
即
ち
、

ひ

め

や

℃《■〃

み

其
の
氷
目
矢
を
打
ち
離
ち
て
、
拷
ち
殺
し
き
。
余
し
て
、
亦
其
の
御

お
や祖

、
突
き
つ
つ
求
む
れ
ば
、
見
得
る
即
ち
、
剣
刎
利
剣
。
珈
剖
ｄ
取
り

の

》」》」

出
で
活
け
、
其
の
子
に
告
げ
て
言
ら
し
し
く
、
「
汝
は
此
間
に
有
ら
ぱ
、

遂に八十神の為に滅ぼさえむ。」とのらして、乃ち柿馴の

雄勵鯏對冊峨の紳卵に違へ遣りたまひき。余して、八十神

ま

い侭』

て
云
ら
し
し
く
、
「
須
佐
能
男
命
の
坐
す
根
の
堅
州
國
に
参
向
ふ
く

し
。
必
ず
其
の
大
神
議
り
た
ま
は
む
。
」
。

木
に
挟
ま
れ
て
殺
さ
れ
た
大
穴
牟
遅
神
が
木
の
国
へ
行
き
、
そ
し
て
木

ま

い
た

寛
ぎ
追
ひ
藻
り
て
、

ｌ

の
て
云
ら
し
し
く
、
’

谷
口
雅
博

矢
刺
し
乞
ふ
時
に
、

言
語
遊
戯
と
神
話
の
創
造

の
俣
よ
り
漏
き
逃
が
し
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の
俣
か
ら
根
之
堅
州
国
へ
と
逃
れ
た
。
木
の
国
か
ら
根
の
国
へ
と
い
う
繋

が
り
は
、
言
語
遊
戯
的
な
読
み
の
指
摘
を
得
意
と
す
る
西
郷
信
綱
が
、
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
な
ぜ
突
如
「
木
国
」
が
出
て
く
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
大

樹
を
切
り
伏
せ
」
「
其
の
木
を
打
ち
立
て
」
「
其
の
木
を
折
き
て
」
等

も
っ
ぱ
ら
「
木
」
と
い
う
の
が
こ
の
話
の
種
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で

ふめ》フ（》Ｏ

そ
し
て
「
木
（
紀
）
国
」
は
オ
ク
ッ
キ
（
墓
）
、
ア
ラ
キ
（
蹟
）
の
「
キ
」
（
乙

類
）
と
も
重
な
っ
て
お
り
、
墳
墓
へ
の
連
想
も
伴
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
指
摘
し
、
「
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
が
「
木
国
の
大
屋
毘
古
神
」
の
も
と
に
逃

れ
た
の
は
、
そ
こ
が
地
下
の
根
の
国
に
ゆ
く
入
り
口
の
一
つ
に
あ
た
る
と

（３）

見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
」
と
説
い
て
い
る
。

「
木
」
と
の
関
わ
り
は
、
根
之
堅
州
国
か
ら
の
帰
還
の
後
に
も
及
ん
で

い
る
。
八
上
比
売
は
約
束
通
り
大
穴
牟
遅
神
と
結
婚
す
る
が
、
適
妻
須
勢

理
毘
売
を
畏
れ
て
、
生
ん
だ
子
を
木
の
俣
に
刺
し
挟
ん
で
返
っ
た
と
あ
り
、

ま
た
其
の
子
を
名
付
け
て
木
俣
神
（
亦
名
御
井
神
）
と
す
る
。
こ
れ
ら
の

要
素
は
、
舞
台
が
木
の
国
だ
か
ら
集
ま
っ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
と
も
木
の

要
素
の
あ
る
話
だ
か
ら
木
の
国
が
舞
台
と
な
っ
た
の
か
、
に
わ
か
に
は
判

断
し
が
た
い
が
、
と
も
か
く
木
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
様
々
な
要
素
が
ふ

く
れ
あ
が
っ
て
き
た
神
話
で
あ
る
と
い
う
感
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
ん

な
中
で
一
つ
分
か
ら
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
木
の
国
の
神
が
何
故
大

屋
毘
古
神
な
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

二
木
の
国
の
神

木
の
国
の
神
話
と
い
う
範
嬬
で
考
え
た
時
、
大
屋
毘
古
神
登
場
の
理
由

が
不
明
確
で
あ
る
。
大
屋
毘
古
神
は
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
二
神
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
神
だ
が
、
同
じ
く
二
神
が
生
ん
だ
神
に
、
木
の
神

と
し
て
「
久
久
能
智
神
」
が
い
る
。
「
日
本
書
紀
』
に
も
同
様
に
二
神
が

生
ん
だ
神
と
し
て
「
木
の
祖
句
句
廼
馳
」
が
い
る
。
何
故
こ
の
神
で
は
な

い
の
か
。
ま
た
、
『
古
事
記
」
に
は
見
え
な
い
話
だ
が
、
『
日
本
書
紀
』
に

は
素
菱
鳴
尊
の
子
と
木
の
神
、
そ
し
て
紀
伊
国
と
の
関
わ
り
を
示
す
話
が

（４）

載っている。

こ
だ
ね

初
め
五
判
割
掴
側
、
天
降
り
ま
す
時
に
、
多
に
樹
種
を
將
ち
て
下
る
。

か
ら
く
に

然
れ
ど
も
韓
地
に
殖
ゑ
ず
し
て
、
蓋
に
持
ち
歸
る
。
遂
に
筑
紫
よ
り

ま

お

ほ

始
め
て
、
凡
て
大
八
洲
國
の
内
に
、
播
き
殖
し
て
青
山
に
成
さ
ず
と

な
づ
い
さ
を
し

い
ふ
こ
と
莫
し
。
所
以
に
、
五
十
猛
命
を
稲
け
て
、
有
功
の
神
と
す
。

則
制
細
例
剛
同
調
捌
卦
別
刃
倒
遇
割
刎
。
〈
神
代
上
八
段
一
書
四
〉

一
書
に
日
は
く
、
素
菱
鳴
尊
の
日
は
く
、
「
韓
郷
の
鴫
に
は
、
是
金

た
と
ひ

し

ら

う
く
た
か
ら

銀
有
り
。
若
使
吾
が
兒
の
所
御
す
國
に
、
浮
寶
有
ら
ず
は
、
未
だ

ひ
げ

あ
か

佳
か
ら
じ
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
鬚
篝
を
抜
き
て
散
っ
。
即
ち
杉

か
く
れ

に
成
る
。
又
、
胸
の
毛
を
抜
き
散
つ
。
是
、
桧
に
成
る
。
尻
の
毛

ま
き

く
す

は
、
是
披
に
成
る
。
眉
の
毛
は
是
椴
樟
に
成
る
。
已
に
し
て
其
の
用

こ
と
あ
げ

ゐ
る
べ
き
も
の
を
定
む
。
乃
ち
穂
し
て
日
は
く
、
「
杉
及
び
椴
樟
、

ふ
た
つ

ひ
の
き

み
つ
の
み
や
つ
く

此
の
雨
の
樹
は
、
以
て
浮
寶
と
す
べ
し
。
桧
は
以
て
瑞
宮
を
爲

う
つ
し
き
あ
を
ひ
と
く
さ
お
き
つ
す
た
へ
も

る
材
に
す
べ
し
。
被
は
以
て
顯
見
蒼
生
の
奥
津
棄
戸
に
將
ち
臥
さ

そなへ

そ

く

ら

や
そ
こ
だ
れ

ほ
ど
こ
う

む
具
に
す
べ
し
。
夫
の
閲
ふ
べ
き
八
十
木
種
、
皆
能
く
播
し
生
う
」

と
の
た
ま
ふ
。
剛
刺
１
劃
對
制
劉
司
判
訓
剣
Ｊ
調
刷
可
到
刊
凋
制
剖
印

く
ま
な
り
の
た
け
ま

素
菱
鳴
尊
、
熊
成
峯
に
居
し
ま
し
て
、
遂
に
根
國
に
入
り
ま
し
き
。

。
然
し
て
後
に
、
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木国の大屋毘古神

〈
神
代
上
八
段
一
書
五
〉

こ
の
話
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
紀
伊
国
に
い
る
木
の
神
と
し
て
相
応
し

い
の
は
、
素
美
鳴
尊
の
子
の
五
十
猛
命
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
五
十
猛
命
の
妹
に
大
屋
津
姫
命
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

兄
で
あ
る
五
十
猛
命
と
大
屋
毘
古
神
と
を
同
一
神
と
す
る
見
方
も
あ
る
。

（５）

「
先
代
旧
事
本
紀
』
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

次
五
十
猛
神
［
亦
云
大
屋
彦
神
］
次
大
屋
姫
神
次
抓
津
姫
神

已
上
三
柱
。
並
坐
紀
伊
国
。
則
紀
伊
国
造
齋
祠
神
也
。

〈巻四地祇本紀〉

五
十
猛
命
と
大
屋
毘
古
神
と
が
同
一
の
神
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
神
が

木
の
国
に
い
て
、
し
か
も
ス
サ
ノ
ヲ
の
も
と
へ
大
穴
牟
遅
神
を
誘
う
と
い

う
役
割
に
は
適
切
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
『
古

事
記
」
に
は
五
十
猛
神
の
名
は
見
え
ず
、
須
佐
之
男
命
の
子
神
が
「
木
」

及
び
「
木
国
」
と
関
わ
る
と
い
う
神
話
も
な
い
。
大
屋
毘
古
神
は
伊
耶
那

岐
命
・
伊
耶
那
美
命
二
神
が
生
ん
だ
神
で
あ
り
、
木
の
神
で
も
な
い
の
で

辛め｝ヲ（》Ｏ大
屋
毘
古
神
の
名
義
を
考
え
て
み
る
と
、
「
大
」
は
美
称
で
あ
ろ
う
し
、

「
毘
古
」
は
多
く
の
男
の
神
・
人
名
に
付
さ
れ
る
名
称
で
あ
る
か
ら
、
名

義
の
中
心
は
「
屋
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
連
の
神
話
の
キ
ー
ワ
ー

ド
に
は
、
実
は
「
木
」
以
外
に
こ
の
「
屋
（
ヤ
）
」
も
そ
の
位
置
を
担
う

も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
出
雲
神
話
の
中
に
「
八
（
ャ
と
が
多
く
見
受

（６）

け
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
八

岐
大
蛇
神
話
を
見
れ
ば
非
常
に
多
く
の
「
八
」
が
見
ら
れ
る
の
は
確
か
で

あ
る
。
当
該
神
話
に
お
け
る
「
八
十
神
」
や
「
八
上
比
売
」
に
つ
い
て
も
、

そ
の
流
れ
で
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
神

話
の
中
に
、
「
茄
矢
」
「
氷
目
矢
」
「
矢
刺
乞
」
「
矢
羽
」
「
生
弓
矢
」
な
ど
、

繰
り
返
し
「
矢
（
ャ
）
」
が
登
場
す
る
点
も
合
わ
せ
見
る
な
ら
ば
、
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
の
「
ヤ
」
を
考
え
て
み
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
「
八
」
と
「
矢
」

と
「
屋
」
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
「
出
雲
国
風
土
記
』
の
話
を
参
照
す

（７）

れ
ぱ
、
関
連
性
が
見
え
る
。

八
野
の
郷
。
（
中
略
）
須
佐
能
衰
の
命
の
御
子
、
刈
到
の
若
日
女
の

命
坐
し
き
。
そ
の
時
、
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
大
穴
持
の
命
、
姿
ひ

給
は
む
と
為
て
、
屋
を
造
ら
し
め
給
ひ
き
。
故
れ
、
刈
矧
と
云
ふ
。

〈神門郡〉

屋代の郷。（中略）天の下造らしし大神脇黙ち（弓を射る的

と
な
る
土
盛
り
ｌ
筆
者
注
）
立
て
射
た
ま
ひ
し
処
な
り
。
故
れ
、
矢

代
と
云
ふ
。
［
神
亀
三
年
、
字
を
屋
代
と
改
む
。
］
〈
大
原
郡
〉

屋
裏
の
郷
。
（
中
略
）
古
老
伝
え
て
云
ひ
し
ぐ
、
天
の
下
造
ら
し
し

し
ｒ
た

大
神
、
笑
を
殖
て
し
め
給
ひ
し
処
な
り
。
故
れ
、
矢
内
と
云
ふ
。
［
神

亀
三
年
、
字
を
国
裂
と
改
む
・
］
〈
大
原
郡
〉

こ
の
よ
う
に
、
「
八
」
「
屋
」
「
矢
」
は
音
の
連
想
に
よ
る
転
換
が
起
こ

り
う
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
ど
の
文
字
を
用
い
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
意
味
を
相
互
に
連
想
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
木
の
神
と
「
屋
」
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
と
き
に
、
次
の
「
大

（８）

殿
祭
」
祝
詞
の
表
現
が
気
に
掛
か
る
。

や
ふ
ね
く
く
の
ち
の
み
こ
と

や
ふ
れ
と
よ
う
け
ぴ
め
の
み
こ
と

屋
船
久
久
渥
命
（
是
は
木
の
霊
也
。
）
屋
船
豐
宇
氣
姫
命
と
、
（
是
は
稻
の

霊
也
。
俗
に
宇
賀
能
美
多
麻
と
謂
ふ
。
今
の
世
産
屋
に
辞
き
た
る
木
、
束
ね
た
る

稻
を
以
ち
て
戸
の
遥
に
置
き
、
乃
ち
米
を
以
ち
て
屋
中
に
散
ら
す
類
也
・
）
御
名

三
「
屋
」
を
め
ぐ
る
神
話
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特集・神話を考える

を
ば
稲
へ
奉
り
て
、
皇
御
孫
命
の
御
世
を
堅
磐
に
常
磐
に
護
り
奉

甦
ｎ
ｍ
ソ
、
●
●
●

「
大
殿
祭
」
は
祝
賀
の
言
葉
を
奏
上
し
て
宮
殿
の
安
泰
を
祈
る
も
の
だ

が
、
そ
こ
で
奉
ら
れ
て
い
る
神
が
「
屋
船
久
久
暹
命
」
と
「
屋
船
豐
宇
氣

姫
命
」
で
あ
る
。
前
者
は
、
『
記
』
『
紀
」
に
見
え
る
木
の
神
ク
ク
ノ
チ
に
、

後
者
は
食
物
神
ト
ョ
ウ
ケ
ビ
メ
に
そ
れ
ぞ
れ
「
屋
船
」
が
冠
さ
れ
た
神
名

で
あ
る
が
、
こ
の
前
の
段
に
お
い
て
は
二
神
と
り
ま
と
め
て
「
屋
船
命
」

と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
に
、
「
屋
船
」
の
神
が
宮
殿
安
泰
に

関
わ
る
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
。
「
屋
」
は
「
家
屋
を
蓋
ふ
屋
根
の
義
」

か
ら
転
じ
て
家
の
義
に
な
っ
た
も
の
と
い
い
、
ま
た
「
船
」
は
「
宇
氣
槽
」
「
酒

槽
」
「
湯
槽
」
な
ど
と
あ
る
ご
と
く
物
を
入
れ
る
器
の
汎
称
と
い
う
こ
と
で
、

（９）

即
ち
「
屋
船
命
」
は
宮
殿
の
神
格
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
木
は

勿
論
家
を
造
る
材
料
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
し
、
木
の
国
の

神
と
し
て
は
ク
ク
ノ
チ
が
相
応
し
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
単
に
木
の
神
で
は

な
く
、
「
家
屋
」
の
神
が
要
請
さ
れ
た
が
た
め
に
、
『
古
事
記
」
の
中
で
登

場
す
る
「
屋
」
の
神
、
つ
ま
り
大
屋
毘
古
神
が
こ
こ
に
登
場
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
「
家
屋
」
が
要
請
さ
れ
た
の
か
と
言

え
ば
、
前
述
の
通
り
こ
の
神
話
は
、
大
穴
牟
遅
神
が
大
国
主
神
と
な
っ
て

国
を
造
り
始
め
る
こ
と
を
語
る
目
的
を
も
っ
て
い
た
訳
だ
が
、
そ
の
帰
着

点
と
し
て
、
大
国
主
神
の
宮
殿
造
営
の
こ
と
が
話
題
と
な
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。
大
穴
牟
遅
神
が
根
之
堅
州
国
か
ら
逃
げ
出
す
途
中
、
追
い
か
け
て

き
た
須
佐
之
男
命
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
発
し
て
い
る
。

は
る
は
る
み
さ

故
余
し
て
、
黄
泉
比
良
坂
に
追
ひ
至
り
て
、
遙
に
望
け
て
、
呼
ば

の

ひ
て
大
穴
牟
遅
神
に
謂
ら
し
て
日
ひ
し
ぐ
、
「
其
の
、
汝
が
持
て
る

ま
ま
あ
に
お
と

生
大
刀
・
生
弓
矢
以
ち
て
、
汝
が
庶
兄
弟
は
、
坂
の
御
尾
に
追
ひ
伏

せ
、
亦
河
の
瀬
に
追
ひ
擬
ひ
て
、
意
礼
［
二
字
は
音
を
以
ゐ
よ
・
］
大
國

主
神
と
為
り
、
亦
宇
都
志
國
玉
神
と
為
り
て
、
其
の
我
が
女
須
世
理

む
か
ひ
め

毘
實
を
適
妻
と
為
て
、
宇
迦
能
山
［
三
字
は
音
を
以
ゐ
ょ
。
］
の
山
本
に
、

底
津
石
根
に
宮
柱
布
刀
斯
理
、
［
此
の
四
字
は
音
を
以
ゐ
ょ
。
］
高
天
の
原

に氷橡多迦斯理［此の四字は音を以ゐょ・］て居れ。是の奴や。」。

こ
の
言
葉
の
通
り
に
宮
殿
が
造
営
さ
れ
た
の
か
否
か
は
定
か
で
は
な

い
。
神
話
の
流
れ
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
葦
原
中
国
平
定
神
話
の
終
わ
り
に
、

天
神
側
に
対
し
て
右
と
同
様
の
表
現
に
よ
っ
て
宮
殿
の
造
営
を
依
頼
す
る

場
面
が
あ
り
、
そ
れ
が
国
譲
り
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
「
宇
迦

能
山
の
山
本
」
に
宮
を
営
ん
だ
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
の
だ
が
、
こ

の
一
連
の
神
話
に
お
い
て
大
国
主
神
が
最
終
的
に
落
ち
着
く
べ
き
と
こ
ろ

と
し
て
「
宇
迦
能
山
の
山
本
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
と

い
う
の
も
、
先
の
「
大
殿
祭
」
の
祭
神
が
、
一
方
が
木
の
神
ク
ク
ノ
チ
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
も
う
一
方
が
「
ト
ョ
ウ
ケ
」
の
神
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
「
大
殿
祭
」
に
お
い
て
「
ト
ョ
ウ
ケ
」
神
が
祭
ら
れ
る
理
由
は
諸

説あって判断が難しい伽、宮殿の安泰に必要な神であった点は

動
か
な
い
。
そ
の
こ
と
と
、
大
国
主
神
の
住
む
宮
殿
が
「
宇
迦
能
山
」
で

あ
る
こ
と
は
、
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。
西
郷
信
綱
も
、
次
の
よ
う
に
指

（Ⅱ）

摘する。しか
し
こ
の
ウ
カ
は
た
ん
に
地
名
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
宇

迦
之
御
魂
の
ウ
カ
、
つ
ま
り
食
物
の
意
で
も
あ
り
う
る
。
ス
サ
ノ
ヲ

か
ら
大
国
主
に
至
る
系
譜
に
農
の
印
象
が
強
く
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と

は
前
に
見
た
と
お
り
だ
が
、
大
国
主
も
ま
た
そ
う
し
た
農
業
王
で

あった。

そ
の
須
佐
之
男
命
か
ら
大
国
主
神
に
至
る
系
譜
の
中
に
は
ま
さ
に
「
宇
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木国の大屋毘古神

迦
之
御
魂
神
」
も
登
場
す
る
。
た
だ
、
こ
こ
は
「
農
業
王
」
と
し
て
の
大

国
主
神
と
関
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
宮
殿
と
の
関
わ
り
で
見
る

べ
き
で
は
な
い
か
。
「
ウ
カ
」
の
地
は
、
『
出
雲
国
風
土
記
」
で
見
れ
ば
、

出
雲
郡
に
宇
賀
郷
が
あ
り
、
そ
の
北
の
海
の
浜
に
は
「
脳
礒
」
が
あ
り
、
「
脳

礒
」
の
西
方
に
は
「
黄
泉
の
坂
・
黄
泉
の
穴
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
黄
泉
比
良
坂
か
ら
戻
っ
て
く
る
地
と
し
て
の
「
ウ
カ
」
と
い

う
認
識
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
葦
原
中
国
に
宮
殿
を
造
営
せ
よ
と

の
命
が
下
さ
れ
る
地
と
な
る
の
も
、
異
界
か
ら
出
た
場
所
と
い
う
位
置
付

け
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
「
木
国
」
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
神
話
の
地
名
に
は
象
徴
的
意
味
を
も
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
こ
の
一
連
の
神
話
の
舞
台
が
「
稲
羽
」
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
、
意
味
の
あ
る
こ
と
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

現
実
的
な
地
理
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
出
雲
を
出
発
し
た
一
行
が
、
ま
ず
イ

ナ
バ
に
至
る
の
は
至
極
当
然
の
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
先
の

「
大
殿
祭
」
の
詞
章
の
屋
船
豊
宇
氣
姫
に
つ
い
て
の
分
注
に
「
是
は
稻
の

霊
也
。
俗
に
宇
賀
能
美
多
麻
と
謂
ふ
。
今
の
世
産
屋
に
辞
き
た
る
木
、
束

ね
た
る
稻
を
以
ち
て
戸
の
邊
に
置
き
、
乃
ち
米
を
以
ち
て
屋
中
に
散
ら
す

類
也
」
と
あ
る
の
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ナ
バ
は
『
日
本

書
紀
』
『
続
日
本
紀
』
に
「
因
幡
」
と
あ
り
、
木
簡
類
で
も
管
見
の
限
り

「
稲
羽
」
と
い
う
地
名
表
記
は
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
だ
。
『
古
事
記
」
は
全

般
的
に
古
い
地
名
表
記
を
残
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
で
、
単
純
に
「
因

幡
」
以
前
の
表
記
が
「
稲
羽
」
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
が
、
出
発
地

と
し
て
の
「
イ
ナ
バ
」
に
「
稲
」
を
、
到
着
地
と
し
て
の
「
ウ
カ
」
に
「
食

物
」
の
意
を
重
ね
て
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
宮

殿
造
営
を
基
盤
に
据
え
て
見
る
こ
と
で
、
様
々
な
要
素
の
結
び
つ
き
の
所

以
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

大
国
主
神
の
国
譲
り
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
天
神
側
に
宮
殿
造
営
の

要
求
を
し
、
そ
の
実
行
が
条
件
と
な
っ
て
果
た
さ
れ
る
。
出
雲
の
神
の
側

と
し
て
、
そ
れ
が
い
か
に
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
の
か
が
伺
え
る
。
神
話

内
の
み
な
ら
ず
、
天
皇
の
世
に
な
っ
て
も
、
こ
の
問
題
は
継
続
し
て
関
わ

り
を
持
っ
て
い
る
。
即
ち
垂
仁
記
の
ホ
ム
チ
ワ
ケ
御
子
へ
の
崇
り
の
話
で

あ
る
。
あ
る
と
き
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
父
・
垂
仁
天
皇
の
夢
に
、
御
子
の
口

の
き
け
な
い
理
由
は
自
分
の
崇
り
に
よ
る
と
告
げ
る
。
そ
し
て
神
の
宮
を

修
理
す
る
な
ら
ば
、
崇
り
は
収
ま
る
と
告
げ
る
。
そ
の
他
、
『
日
本
書
紀
」

斉
明
天
皇
五
年
七
月
是
歳
条
に
は
出
雲
の
神
の
宮
修
繕
に
関
す
る
記
述
が

あ
り
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
熊
野
大
社
を
指
す
と
い
う
見
方
も
あ
る
）
、

ま
た
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
楯
縫
郡
の
郡
名
由
来
に
、
出
雲
大
社
創
建

に
関
わ
る
記
事
を
載
せ
る
な
ど
、
各
所
に
出
雲
大
社
造
営
に
纏
わ
る
神
話

的
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
古
事
記
』
の
大
国
主
神
の
神
話
の
テ
ー

マ
が
、
神
殿
造
営
と
い
う
要
素
を
陰
に
陽
に
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
十
二

分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
に
あ
っ

て
は
、
出
雲
神
に
た
い
す
る
宮
殿
造
営
と
い
う
の
が
一
つ
の
大
き
な
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
テ
ー
マ
は
当
然
大
穴
牟
遅
神
か
ら
大

国
主
神
へ
と
い
う
成
長
の
神
話
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
木
の
国
か
ら
根
の
国
へ
、
そ
し
て
そ
れ
を
含
む
稲
羽
の
素
兎

神
話
か
ら
根
之
堅
州
国
神
話
に
至
る
一
連
の
神
話
は
、
宮
殿
造
営
に
関
わ

る
諸
要
素
を
取
り
込
む
形
で
、
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
存
在
が
大
屋
毘
古
神
で
あ
っ
た
と
見
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ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
菅
野
雅
雄
「
出
雲
系
神
話
の
構
想
」
含
古
事
記
構
想
の
研
究
」
別

～
〃
頁
、
桜
楓
社
、
一
九
九
三
年
六
月
）
。

（
２
）
『
古
事
記
』
の
引
用
は
、
西
宮
一
民
編
『
古
事
記
」
修
訂
版
、
お

う
ふ
う
刊
の
本
文
を
読
み
下
し
た
も
の
に
よ
る
。

（
３
）
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
」
第
二
巻
、
朗
頁
、
平
凡
社
、

（
９
）
注
（
８
）
前
掲
書
、
鰯
頁
。

（
皿
）
此
榊
實
は
稻
穀
を
生
た
ま
へ
る
稗
に
坐
を
餘
草
を
も
生
し
給
へ
る

は
其
幸
魂
の
御
業
な
る
故
に
、
此
は
本
御
霊
の
名
を
以
て
云
る
な

り
亀
古
史
徴
」
二
之
巻
上
第
十
三
段
、
『
平
田
篤
胤
全
集
」
第
五
巻
、

洲
頁
、
一
九
三
九
年
八
月
）
。
屋
船
豐
宇
氣
姫
命
は
屋
根
に
葺
く
所

の
草
祁
な
り
（
中
略
）
、
辞
木
束
稻
の
事
を
も
兼
ね
た
る
が
爲
に
、

其
本
御
霊
の
名
を
表
章
せ
る
な
り
含
延
喜
式
祝
詞
講
義
』
九
之
巻
、

（
７
）
「
風
土
記
」
訓
読
文
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風

土
記
』
小
学
館
、
一
九
九
七
年
一
○
月
に
よ
る
。

（
８
）
「
祝
詞
」
の
引
用
は
、
次
田
潤
『
祝
詞
新
講
』
明
治
書
院
、
一
九
二
七

（
６
）
川
副
武
胤
『
古
事
記
の
研
究
・
改
訂
増
補
版
」
馴
頁
、
至
文
堂
、

一
九
八
一
年
四
月
。
但
し
川
副
は
「
八
」
を
出
雲
に
限
定
的
な
数
字

と
は
せ
ず
、
広
く
非
高
天
原
性
を
有
す
る
も
の
に
見
ら
れ
る
と
結
論

（
４
）
『
日
本
書
紀
」
訓
読
文
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本

書
紀
」
（
上
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
三
月
に
よ
る
。

（
５
）
鎌
田
純
一
『
先
代
薑
事
本
紀
の
研
究
・
校
本
の
部
」
Ⅲ
頁
、
吉
川

年
七
月
に
よ
る
。

付けている（淵～捌頁）。

弘
文
館
、
一
九
六
○
年
三
月
。

一
九
七
六
年
四
月
。

『
鈴
木
重
胤
全
集
」
第
十
一
、
Ⅲ
頁
、
一
九
三
九
年
七
月
）
。
食
物
を

司
る
肺
は
、
即
ち
生
命
を
保
護
す
る
榊
で
あ
る
か
ら
、
韓
じ
て
住
居

の
守
護
榊
と
し
て
も
祭
っ
た
も
の
（
次
田
潤
「
祝
詞
新
講
」
捌
頁
、

一
九
二
七
年
七
月
）
。
御
殿
の
屋
根
を
葺
く
稲
藁
を
神
格
化
し
た
も

の
（
青
木
紀
元
『
祝
詞
全
評
釈
』
捌
頁
、
右
文
書
院
、
二
○
○
○
年

六月）。

（
Ⅱ
）
注
（
３
）
前
掲
書
、
副
～
駆
頁
。
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