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『
古
事
記
」
に
お
け
る
神
武
東
征
は
、
伊
波
礼
毘
古
命
と
五
瀬
命
の
協

議
か
ら
始
ま
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
神
武
東
征
が
伊
波
礼
毘
古
命
の
提
言

か
ら
始
ま
り
、
一
貫
し
て
伊
波
礼
毘
古
命
が
主
導
す
る
形
で
進
め
ら
れ
る

の
と
は
、
大
き
く
異
な
っ
た
記
し
方
で
あ
る
。
伊
波
礼
毘
古
命
と
五
瀬
命

が
対
等
な
立
場
で
記
さ
れ
て
い
る
点
に
「
古
事
記
』
の
神
武
東
征
の
特
徴

（１）

が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
古
事
記
』
で
は
東
征
が
始
ま
っ
た
時

点
で
は
ど
ち
ら
が
東
征
を
主
導
す
る
か
、
ひ
い
て
は
ど
ち
ら
が
天
皇
に
な

る
か
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
「
古
事
記
』
の
神
武
東
征
は
、
東
征
を
通
じ
て
伊
波
礼
毘
古
命
が
天

皇
へ
と
定
ま
っ
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
伊
波
礼
毘
古
命
が
天
皇

へ
と
至
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
皇
子
を
天
皇
た
ら
し
め
る
た
め
に
「
古
事
記
』
で
為
さ
れ
る
意
義
づ
け

は
何
か
。
こ
の
問
題
を
神
武
東
征
条
に
即
し
て
考
え
、
高
倉
下
の
献
剣
段

た
ひ

た

ち

に
見
え
る
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
の
授
受
に
そ
の
意
義
づ
け
を
認
め
る

の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
授
受
の
意
義

｜
・
は
じ
め
に
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ｌ
『
古
事
記
』
高
倉
下
の
献
剣
段
の
考
察
Ｉ

ま
ず
、
本
稿
に
お
い
て
考
察
対
象
と
す
る
高
倉
下
の
献
剣
段
を
次
に
挙

げる。’柵、柵撒部洲脚柵帥裁訓蠅、弊地より剛り善して、熊く
ま

の

く
ま
ほ
の

す
な
は

野
の
村
に
到
り
し
時
に
、
大
き
熊
、
髻
か
に
出
で
入
り
て
、
即

、つ

し
か

た
ち
ま
ち

ち
失
せ
き
。
爾
く
し
て
、
楜
侭
剤
刷
瑚
醐
璃
司
銅
、
億
忽
に
を
え

し

ま

た

み

い

ぐ

さ

み

な

ふ

や』

為
、
及
、
御
軍
、
皆
を
え
し
て
伏
し
き
。
此
の
時
に
、
熊
野
の

た
か
く
ら
じ
こ
れ

ひ
と

た

ち

も

高
倉
下
、
〈
此
は
、
人
の
名
ぞ
〉
一
ふ
り
の
横
刀
を
齋
ち
て
、
天
つ
神

’

脾

ｌ

卜

ｒ

と

こ

ろ

た

て

ま

つ

御
子
の
伏
せ
る
地
に
到
り
て
献
り
し
時
に
、
天
っ
神
御
子
、

さ

の
り
た
ま

い

即
ち
痛
め
起
き
て
、
詔
ひ
し
ぐ
、
「
長
く
寝
ね
つ
る
か
も
」
と

た

ち

の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
其
の
横
刀
を
受
け
取
り
し
時
に
、
其
の
熊

あ
ら

お
の
づ
か
み
な
き
り
た
ふ

し
か

野
の
山
の
荒
ぶ
る
神
、
自
ら
皆
切
り
朴
さ
え
き
◎
爾
く
し
て
、

そ

ま

と

ふ

み

い

ぐ

さ

こ

と

ご

と

さ

お

其
の
惑
ひ
伏
せ
る
御
軍
、
悉
く
箔
め
起
き
き
。

か
れ
叶
院
は
１
１
１
脚
脾
１
脚
Ｉ
ト
ト
た
ち
え
ゆ
ゑ

故
、
天
つ
神
御
子
、
其
の
横
刀
を
獲
し
所
由
を
問
ひ
し
に
、

た
か
く
ら
じ

い

お
の
い
め

あ
ま
て
ら
す
お
ほ

高
倉
下
が
答
へ
て
日
ひ
し
ぐ
、
「
己
が
夢
み
つ
ら
く
、
『
天
照
大

か
み
た
か
ぎ
の
か
み
ふ
た
は
し
ら

み
こ
と
も
ち
た
け
み
か
づ
ち
の
か
み

神
・
高
木
神
の
二
柱
の
神
の
命
以
て
、
建
御
雷
神
を
召
し
て

の
り
た
ま

あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に

詔
は
く
、
「
葦
原
中
国
は
、
い
た
く
さ
や
ぎ
て
あ
り
な
り
。

｜
｜
・
伊
波
礼
毘
古
命
の
呼
称
変
化
の
意
義

井
上
隼
人

夏
期
セ
ミ
ナ
ー
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｢国を平らげし横刀」授受の意義

て
天
つ
神
御
子
に
献
れ
」
と
い
ふ
』
と
い
め
み
つ
。
故
、
夢
の

を

し

へ

あ

し

た

お

の

ま

こ

と

た

ち

教
の
如
く
、
旦
に
己
が
倉
を
見
れ
ば
、
信
に
横
刀
有
り
。
故
、

も
ち

是
の
横
刀
を
以
て
献
り
つ
ら
く
の
み
」
と
い
ひ
き
。
（
神
武
記
）

東
征
の
途
中
、
熊
野
へ
と
至
っ
た
伊
波
礼
毘
古
命
一
行
は
神
の
気
に
あ

た
り
、
倒
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
窮
地
を
救
っ
た
の
が
、
高
倉
下
に
よ
っ
て

献
上
さ
れ
た
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
特
に
右

の
箇
所
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
の
は
、
右
の
箇
所
を
境
に
伊
波
礼
毘
古
命

の
呼
称
が
天
つ
神
御
子
へ
と
変
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
呼
称
の
変
化
に

（２）

つ
い
て
阪
下
圭
八
氏
は
「
復
活
・
変
身
」
と
捉
え
、
伊
波
礼
毘
古
命
の
性

格
に
質
的
な
転
換
が
起
き
た
と
解
釈
し
た
。
阪
下
氏
が
指
摘
す
る
如
く
、

天
っ
神
御
子
の
呼
称
が
１
以
降
即
位
ま
で
一
貫
し
て
続
く
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
１
に
お
け
る
呼
称
の
変
化
は
、
伊
波
礼
毘
古
命
の
性
格
に
何
ら
か

の
変
化
が
起
き
た
こ
と
を
示
す
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
阪

下
氏
の
主
眼
は
熊
野
と
い
う
土
地
の
性
格
を
論
じ
る
点
に
あ
る
た
め
、
伊

波
礼
毘
古
命
の
呼
称
が
変
化
す
る
点
に
つ
い
て
、
右
以
上
の
言
及
は
見
ら

れ
な
い
。
１
に
お
け
る
伊
波
礼
毘
古
命
の
呼
称
の
変
化
は
、
変
化
す
る
理

由
は
何
か
、
そ
し
て
変
化
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
性
格
づ
け
が
為
さ
れ

さ
じ
ふ
つ
の
か
み
ま
た
み
か
ふ
つ
の
か
み

剣ハＭｆの砿の名は、佐士布都神と云ふ。亦の名は、翌布都神と云ふ。

ふ
つ
の
み
た
ま
い
そ
の
か
み
の
か
み
の
み
や
い
ま

亦
の
名
は
、
布
都
御
魂
。
此
の
刀
は
、
石
上
神
宮
に
坐
す
ぞ
〉
。
此
の
刀

く

だ

か

た

ち

た

か

く

ら

じ

く

ら

い

た

だ

き

う

か

そ

れ

お

と

を
降
さ
む
状
は
、
高
倉
下
が
倉
の
頂
を
穿
ち
て
、
其
よ
り
堕

か

れ

な

む

ち

し
入
れ
む
」
と
ま
を
す
。
「
故
、
あ
さ
め
よ
く
、
汝
、
取
り
持
ち

Ｉ

た

て

ま

つ

いめ

我
が
御
子
等
、
平
ら
か
な
ら
ず
坐
す
ら
し
。
其
の
葦
原
中
国
は
、

も
は
な
む
ち
こ
と
む

か
れ
な
む
ち
た
け
み
か
づ
ち
の
か
み
く
だ

専
ら
汝
が
言
向
け
た
る
国
ぞ
。
故
、
汝
建
御
雷
神
、
降
る
べ
し
」

しか

とのりたまふ。爾くして、答へて白さく、「撚跡ｊ胤照別

ま
を

わ

み

こ

た

ち

た

ひ

い

ま

頂
、
リ
ー
曰
疋
グ

た
と
解
釈
で
き
る
か
と
い
う
二
点
に
つ
い
て
、
更
に
追
求
の
余
地
が
あ
る

》『ノ○右
に
挙
げ
た
二
つ
の
問
題
点
の
う
ち
、
後
者
に
つ
い
て
は
既
に
参
考
と

（３）

な
る
説
が
吉
井
巌
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
吉
井
氏
は
、
「
古
事
記
』

に
お
い
て
「
天
神
御
子
」
「
天
神
之
御
子
」
と
呼
ば
れ
る
の
が
忍
穂
耳
命
．

邇
々
芸
命
・
穂
々
手
見
命
・
鵜
葺
草
葺
不
合
命
と
い
う
天
っ
神
か
ら
天
皇

へ
と
つ
な
が
る
神
々
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
天
っ
神
御
子
は
天
っ
神
と

天
皇
の
間
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
指
摘
は
「
之
」
の
有

（４）

無
に
注
目
し
た
毛
利
正
守
氏
に
よ
っ
て
指
示
内
容
を
見
直
す
べ
き
こ
と
が

説
か
れ
て
い
る
が
、
吉
井
氏
が
指
摘
し
た
天
つ
神
↓
天
つ
神
御
子
↓
天
皇

と
い
う
『
古
事
記
』
上
巻
か
ら
中
巻
へ
の
構
想
の
大
枠
は
、
従
う
べ
き
見

方
で
あ
る
と
考
え
る
。
吉
井
氏
の
説
に
従
え
ば
、
１
に
お
け
る
呼
称
の
変

化
は
、
伊
波
礼
毘
古
命
が
天
皇
へ
と
至
る
こ
と
を
明
示
し
た
表
現
で
あ
る

と
解
釈
で
き
よ
う
。
五
瀬
命
と
の
協
議
か
ら
東
征
を
始
め
る
「
古
事
記
」

に
お
い
て
、
伊
波
礼
毘
古
命
の
即
位
が
無
条
件
に
決
ま
っ
て
い
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
伊
波
礼
毘
古
命
が
即
位
す
る
こ
と
は
、
天
つ
神
御
子
へ
の

呼
称
の
変
化
で
初
め
て
明
確
に
な
っ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
呼
称

の
変
化
に
注
目
す
る
と
、
１
は
伊
波
礼
毘
古
命
が
天
皇
へ
と
飛
躍
す
る
過

程
を
記
し
た
物
語
と
意
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
理
由
で
伊
波
礼
毘
古
命
は
天
つ
神
御
子
と
呼

び
換
え
ら
れ
た
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
参
考
と

（５）

な
る
の
は
、
天
つ
神
御
子
の
語
義
を
説
く
倉
野
憲
司
氏
の
説
で
あ
る
。
倉

野
氏
は
、
天
つ
神
御
子
と
呼
ば
れ
る
神
々
（
忍
穂
耳
命
・
邇
々
芸
命
・
伊

波
礼
毘
古
命
）
が
い
ず
れ
も
天
照
大
神
の
血
筋
に
あ
た
る
と
い
う
共
通
点

に
注
目
し
、
天
つ
神
御
子
と
は
「
天
照
大
御
神
の
御
子
で
水
穂
の
国
、
即

-６７-
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え
る
倉
野
氏
の
説
は
、
認
め
て
よ
い
氷

た
だ
し
倉
野
氏
の
説
に
従
う
と
、
手

あ
た
る
だ
け
で
な
く
、
統
治
者
と
い
、

忍
穂
耳
命
・
邇
々
芸
命
が
統
治
者
た
ｚ

が
指
摘
す
る
如
く
、

あ
ま
て
ら
す
お
ほ
み
か
み
み
こ
と
も
ち

２
．
天
照
大
御
神
の
命
以
て
、

ち
大
八
島
国
の
統
治
者
た
る
方
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
熟
語
で
あ
る
と
述

べ
た
。
天
つ
神
御
子
を
天
照
大
神
と
の
血
縁
の
擬
制
に
基
づ
く
統
治
者
の

呼
称
と
捉
え
る
倉
野
氏
の
説
は
、
１
に
も
当
て
は
ま
る
面
が
あ
る
。

１
後
半
部
で
は
、
高
倉
下
が
伊
波
礼
毘
古
命
に
対
し
て
剣
を
得
た
経
緯

を
説
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
天
照
大
神
・
高
木
神
の
神
助
と
し
て
剣
が
下

賜
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
剣
は
建
御
雷
神
が
葦
原
中
国
を
平
ら
げ
た

剣
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
１
後
半
部
で
注
目
し
た
い
の
は
、

天
照
大
神
・
高
木
神
が
伊
波
礼
毘
古
命
を
指
し
て
「
我
が
御
子
等
」
と
呼

ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
複
数
を
指
す
呼
び
方
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の

指
示
内
容
に
五
瀬
命
を
含
ん
で
い
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
二
人
の

直
接
の
親
は
鵜
葺
草
葺
不
合
命
と
玉
依
毘
売
で
あ
り
、
こ
の
呼
び
方
が
実

の
子
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
１
に
即
し
て
検
討
し
て
み

る
と
、
天
つ
神
御
子
を
天
照
大
神
と
の
血
縁
の
擬
制
に
基
づ
く
呼
称
と
捉

え
る
倉
野
氏
の
説
は
、
認
め
て
よ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
倉
野
氏
の
説
に
従
う
と
、
天
っ
神
御
子
は
天
照
大
神
の
血
筋
に

あ
た
る
だ
け
で
な
く
、
統
治
者
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

忍
穂
耳
命
・
邇
々
芸
命
が
統
治
者
た
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
は
、
倉
野
氏

こ

こ

も

ち

士

３
．
是
を
以
て
、
｛

の
り
た
ま

詔
ひ
し
ぐ
、
「

…

。
こ
と
よ
た
ま

あ
ま
く
だ

劃
回
国
召
」
と
、
言
因
し
賜
ひ
て
、
天
降
し
き
。（上巻・国譲り条）

、是を以て、白しし随に、副判調馴閣剰劉剰命に榊せて

こ

こ

も

ち

ま

を

ま

に

ま

か
れ
み
こ
と
ま
に
ま
あ
ま
く
だ

故
、
命
の
随
に
天
降
る
べ
し
」
と
の
り
た
ま

の
豐
葦
原
水
穗
ヨ
は
、
汝
が
知
ら
さ
む
国

司

固
昌
△
町
グ

「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
場
合
、
注
目
さ
れ

る
の
は
、
こ
の
剣
と
建
御
雷
神
と
の
関
わ
り
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
に
お
い
て
建
御
雷
神
が
国
を
平
ら
げ
た
と
述
べ
る
場
合
、
上

巻
に
記
さ
れ
た
国
譲
り
条
が
強
く
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
剣
に
対
し
て
為
さ

れ
て
い
る
「
国
を
平
ら
げ
し
」
と
い
う
意
味
づ
け
は
、
国
譲
り
条
を
踏
ま

え
た
解
釈
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」

と
国
譲
り
条
を
結
び
付
け
て
解
釈
を
施
す
場
合
、
次
に
挙
げ
る
『
古
事
記

（６）伝
』
の
指
摘
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ひき。

（上巻・天孫降臨条）

と
い
う
二
つ
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
伊
波
礼
毘
古
命
が
そ
の
資

格
を
有
す
る
根
拠
に
つ
い
て
は
「
こ
の
国
を
統
治
さ
れ
た
第
一
代
の
天
皇

で
あ
る
」
と
述
べ
る
以
外
、
特
に
言
及
が
見
ら
れ
な
い
。
天
っ
神
御
子
が

統
治
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
呼
称
で
あ
る
な
ら
ば
、
伊
波
礼
毘
古
命
に

つ
い
て
も
同
様
に
根
拠
と
な
る
記
述
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
伊
波
礼
毘
古
命
の
場
合
、
統
治
者
た
る
根
拠
を
示
す
記
述
を
求
め
る

と
す
れ
ば
、
呼
称
の
変
化
が
見
ら
れ
る
１
に
求
め
る
他
な
い
の
で
は
な
い

か
。
端
的
に
言
え
ば
、
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
の
授
与
が
伊
波
礼
毘
古

命
に
葦
原
中
国
の
統
治
権
を
与
え
、
天
っ
神
御
子
へ
の
呼
び
換
え
を
促
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
節
を
改
め
、
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
の
検
討

を
通
じ
て
こ
の
点
に
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

一一

則刻制、霊二十掬劒一逆刺二-立干胸掻云々
とはあれども、

レ

ム、ネ

ム
ネ
ハ
キ

是
は
此
劒
の
事
を
主
と
云
る
に
は
あ
ら
ず
、
】
さ
れ
ど
其
時
主
と
侃

三
．
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
授
受
の
意
義

-６８-
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モ

チ

イ

サ

ヲ

ナ

シ

タ

チ

ズ

リ

持
て
、
功
を
成
賜
へ
り
し
刀
は
必
有
ぬ
く
し
、

宣
長
は
「
古
事
記
伝
」
に
お
い
て
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
に
触
れ
た
際
、

こ
の
よ
う
な
剣
の
話
は
記
紀
と
も
に
確
認
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
確
か
に
宣
長
が
指
摘
す
る
よ
う
に
剣
に
よ
っ
て
葦
原
中
国
を
平
ら
げ

た
と
い
う
記
述
は
国
譲
り
条
に
見
出
せ
ず
、
厳
密
に
神
武
記
と
の
対
応
を

求
め
た
場
合
、
問
題
が
残
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
建
御
雷
神
が

登
場
し
、
な
お
か
つ
国
を
平
ら
げ
た
と
い
う
意
味
づ
け
が
為
さ
れ
て
い
る

こ
の
剣
が
、
国
譲
り
条
と
ま
る
で
無
関
係
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
考

察
の
手
続
き
上
問
題
が
残
る
こ
と
は
了
解
し
つ
つ
、
本
稿
で
は
剣
に
対
し

て
為
さ
れ
て
い
る
「
国
を
平
ら
げ
し
」
と
い
う
意
味
づ
け
の
内
実
を
問
う

方
向
で
、
国
譲
り
条
と
の
対
応
を
考
え
て
み
た
い
。

「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
に
つ
い
て
国
譲
り
条
と
の
対
応
か
ら
考
察
を

加
え
る
場
合
、
注
目
し
た
い
の
は
次
の
記
述
で
あ
る
。
国
讓
り
条
を
抜
粋

す
る
形
で
本
文
を
挙
げ
る
。

こ

こ

も

ち

い
づ
も
の
く
に
い
ざ
さ
を
は
ま

４
．
是
を
以
て
、
此
の
二
は
し
ら
の
神
、
出
雲
国
の
伊
耶
佐
の
小
浜

く
だ
い
た

と
つ
か
つ
る
ぎ

さ

か

し

な

み

ほ

さ

に
降
り
到
り
て
、
十
掬
の
剣
を
抜
き
、
逆
ま
に
浪
の
穂
に
刺
し

た

さ

き

あ

ぐ

ゐ

お
ほ
く
に
ぬ
し
の
か
み

立
て
、
其
の
剣
の
前
に
跣
み
坐
て
、
其
の
大
国
、
王
神
を
問
ひ
て

あ
ま
て
ら
す
お
ほ
み
か
み
た
か
ぎ
の
か
み
み
こ
と
も
ち

つか

言
ひ
し
ぐ
、
「
天
照
大
御
神
・
高
木
神
の
命
以
て
、
問
ひ
に
使

はせり。９跳郡川引Ⅱ削叫川洲鋤郊腓ヤ鮴加叫は、鋤刷紬乳汁〃

か
れ
な
む
ち

い
か

郷〃到凱酬国と奇伽し職ひき。故、汝が心は、奈何に」

し
か

ま
を

や
つ
か
れ

と
い
ひ
き
。
（
中
略
）
爾
く
し
て
、
答
へ
て
白
し
し
く
、
「
僕
が

こ
ど
も

ま
を
ま
に
ま
や
つ
か
れ

子等二はしらの神が白す随に、僕は、違はじ。９雌

伽謝闇矧剴剛刷１小嚇州鮒雌洲糾卿同叩撫〃引酬。」（上巻？国譲り条）

４
は
、
葦
原
中
国
平
定
に
派
遣
さ
れ
た
建
御
雷
神
・
天
鳥
船
神
が
、
大
国

主
神
の
意
志
を
尋
ね
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
４
で
は
、
大
国
主
神
が
葦
原

中
国
を
治
め
て
い
た
こ
と
（
①
）
、
そ
し
て
二
神
の
求
め
に
応
じ
て
大
国

主
神
が
葦
原
中
国
を
譲
り
渡
し
た
こ
と
（
②
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
二
点
の
記
述
に
注
目
す
れ
ば
、
建
御
雷
神
が
国
譲
り
条
で
果
た
し
た
こ

と
は
、
大
国
主
神
が
有
し
て
い
た
葦
原
中
国
の
統
治
権
を
譲
り
受
け
る
こ

と
で
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
統
治
権
が
天
つ
神
御
子
（
忍

穂
耳
命
）
に
帰
属
す
る
こ
と
は
、
波
線
部
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
４
と
１
の
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
を
対
応
さ
せ
た
場
合
、

１
に
お
い
て
建
御
雷
神
が
言
う
「
国
を
平
ら
げ
し
」
と
は
、
天
つ
神
御
子

の
た
め
に
葦
原
中
国
の
統
治
権
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
解

釈
で
き
よ
う
。
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
は
、
天
っ
神
御
子
の
葦
原
中
国

統
治
を
表
象
す
る
剣
と
意
味
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈

す
れ
ば
、
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
の
授
受
を
記
す
１
を
境
に
伊
波
礼
毘

古
命
が
天
っ
神
御
子
と
呼
び
換
え
ら
れ
る
理
由
も
、
無
理
な
く
理
解
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
伊
波
礼
毘
古
命
は
剣
と
と
も
に
葦
原
中
国
の
統
治
権

（７）

を
得
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
天
つ
神
御
子
へ
の
呼
び
換
え
を
促
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
の
授
受
こ
そ
伊
波
礼
毘
古
命

が
天
っ
神
御
子
と
呼
び
換
え
ら
れ
る
理
由
で
あ
り
、
葦
原
中
国
の
統
治
者

た
る
こ
と
を
示
す
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
。
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ

（８）チ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
御
子
の
一
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
伊
波
礼
毘
古
命

の
〈
自
然
的
身
体
〉
に
、
統
治
者
た
る
〈
政
治
的
身
体
〉
と
し
て
の
意
味

合
い
を
付
与
し
た
の
が
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
国
讓
り
条
と
の
対
応
を
も
と
に
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
を
天

つ
神
御
子
の
葦
原
中
国
統
治
を
表
象
す
る
剣
と
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、

そ
し
て
こ
の
剣
の
授
与
が
伊
波
礼
毘
古
命
に
葦
原
中
国
の
統
治
権
を
与
え

- ６９ -
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四
「
平
国
之
剣
」
授
受
の
意
義

前
節
に
お
い
て
、
高
倉
下
の
献
剣
段
に
見
え
る
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」

を
、
天
つ
神
御
子
の
葦
原
中
国
統
治
を
表
象
す
る
剣
と
意
味
づ
け
ら
れ
る

こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
主
た
る
根
拠
は
国
譲
り
条
と
の
対
応
を
重
視
す
る

点
に
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
国
譲
り
条
に
は
建
御
雷
神
が
剣
を
用

い
て
国
を
平
ら
げ
た
と
い
う
話
が
見
出
せ
な
い
。
こ
の
点
は
本
稿
に
と
っ

て
問
題
を
残
す
箇
所
で
あ
り
、
更
に
論
証
を
重
ね
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
本
節
で
は
、
傍
証
以
上
の
意
味
合
い
は
持
ち
得
な
い
も
の
の
、
「
日

本
書
紀
』
の
「
平
国
之
剣
」
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
で
、
国
譲
り
条
と
対

応
さ
せ
た
読
み
が
『
古
事
記
』
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
こ
と
を
確
認
し

て
お
き
た
い
。
「
日
本
書
紀
」
に
お
け
る
高
倉
下
の
献
剣
段
を
、
次
に
挙

げる。

す
め
ら
み
こ
と
ひ
と
み
こ
た
ぎ
し
み
み
の
み
こ
と
み
い
ぐ
さ
ひ
き

５
．
天
皇
独
り
、
皇
子
手
研
耳
命
と
軍
を
帥
ゐ
て
進
み
、

く
ま
の
あ
ら
さ
か
の
つ
い
た

ま

た

な

に

し

き

の

う

ら

ょ

に

し

き

熊
野
の
荒
坂
津
に
至
り
ま
す
。
亦
の
名
は
丹
敷
浦
。
因
り
て
丹
敷

て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
同
じ
く
天
つ
神
御
子
と
呼
ば
れ

る
忍
穂
耳
命
・
邇
々
芸
命
が
天
照
大
神
・
高
木
神
か
ら
直
に
葦
原
中
国
の

統
治
権
を
授
与
さ
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
っ
た
記
し
方
で
あ
る
。
伊
波
礼

毘
古
命
の
統
治
者
た
る
所
以
を
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
の
授
受
に
認
め

る
場
合
、
な
ぜ
伊
波
礼
毘
古
命
だ
け
が
こ
の
よ
う
な
形
で
葦
原
中
国
の
統

治
権
を
得
て
い
る
の
か
を
更
に
問
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
問

題
に
触
れ
る
前
に
、
『
日
本
書
紀
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
本
節
で
述
べ
た

こ
と
が
『
古
事
記
」
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
読
み
で
あ
る
こ
と
を
確
認

く
に
む
け
し
つ
る
ぎ

し
て
お
き
た
い
。
以
下
節
を
改
め
、
『
日
本
書
紀
』
の
「
平
国
之
剣
」
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

の
た
ま

。つく

、っぺか←ｈ″

の
日
は
く
、
「
諾
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
諾
、
此
に
は
宇
毎
那
利
と
云

す
な
は
た
か
く
ら
じ
か
た
い
は

わ
つ
る
ぎ

ふ
。
時
に
武
甕
雷
神
、
登
ち
高
倉
に
謂
り
て
曰
く
、
「
予
が
剣
、

な

づ

ふ

つ

の

み

た

ま

い

ま

ふ
つ
の
み
た
ま

号
け
て
師
霊
と
日
ふ
。
師
笠
、
此
に
は
赴
屠
能
澗
哩
磨
と
云
ふ
。
今
し

な
む
ぢ
く
ら
う
ち

あ
め
み
ま
た
て
ま
つ

汝
が
庫
の
裏
に
置
か
む
。
取
り
て
天
孫
に
献
れ
」
と
い
ふ
。

た

か

く

ら

じ

を

を

ま

を

め

ざ

く
る
つ
あ
し
た
い
め

高
倉
、
「
唯
々
」
と
日
し
て
痛
め
ぬ
。
明
旦
に
、
夢
の
中
の

を

し

へ

よ

く

ら

ひ

ら

み

は

た

お

つ

る

ぎ

あ

教
に
依
り
、
庫
を
開
き
て
視
る
に
、
果
し
て
落
ち
た
る
剣
有
り
、

さ
か
し
ま

し
き
い
た

す
な
は

た
て
ま
つ

す
め
ら

倒
に
庫
の
底
板
に
立
て
り
。
即
ち
取
り
て
進
る
。
時
に
天

み

こ

と

よ

い

た
ち
ま
ち

さ

の

た

ま

わ
れ

皇
、
適
く
森
ね
ま
せ
り
。
忽
然
に
し
て
痛
め
て
日
は
く
、
「
予
、

な
に
か
く
な
が
い

つ

あ

し

き

け

あ

た

何
ぞ
若
此
長
眠
し
つ
る
」
と
の
た
ま
ふ
。
尋
ぎ
て
毒
に
中
り
し

い

く

さ

び

と

こ

と

ご

と

く

ま

た

ざ

お

す

で

み
い
く
ざ
う
ち
つ
く
に
お
も
む

士
卒
、
悉
に
復
醒
め
て
起
く
。
既
に
し
て
皇
師
中
洲
に
趣

か
む
と
す
。
（
神
武
即
位
前
紀
・
戊
午
年
六
月
条
）

右
に
挙
げ
た
５
で
は
、
熊
野
へ
至
っ
た
伊
波
礼
毘
古
命
一
行
が
神
の
気

に
あ
た
り
倒
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
高
倉
下
が
献
上
し
た
剣
に

よ
っ
て
そ
の
窮
地
を
脱
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
５
に
お
い
て
伊
波

礼
毘
古
命
に
献
上
さ
れ
た
剣
は
建
御
雷
神
が
葦
原
中
国
平
定
に
用
い
た
剣

で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
５
は
１
と
極
め
て
似
通
っ
た
話
で
あ
る

と
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
見
え
る
「
平
国
之
剣
」
を
国
譲
り
条

れ
葦
原
中
国
は
、
猶
-

さ
や
げ
り
な
り

い
ま
し

左椰寛利奈離と云ふ。汝、

こ

た

ま

を

雷
神
対
へ
て
日
さ
く
、
「

と
べ

も

の

う

か
み
あ
し
き
け
は
ひ
と
こ
と
ご
と
く

戸
畔
と
い
ふ
者
を
誰
つ
・
時
に
神
、
毒
気
を
吐
き
、
人
物
成

を

こ

れ

よ

み
い
く
ざ
ま
た
た

あ
た

に
痒
え
ぬ
。
是
に
由
り
て
、
皇
軍
復
振
っ
こ
と
能
は
ず
。
時
に

そ

こ

ひ

と

あ

な

づ

く

ま

の

た

か

く

ら

じ

い

た

ち

ま

ち

よ

る

い

め

彼
処
に
人
有
り
、
号
け
て
熊
野
の
高
倉
下
と
日
ふ
。
忽
に
夜
夢

あ
ま
て
ら
す
お
ほ
み
か
み
た
け
み
か
づ
ち
の
か
み
か
た
の
た
ま
そ

み
ら
く
、
天
照
大
神
、
武
甕
雷
神
に
謂
り
て
日
は
く
、
「
夫

あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に
な
ほ
さ
や
げ
り
な
り

》〕》」

れ
葦
原
中
国
は
、
猶
し
聞
喧
擾
之
響
焉
。
聞
喧
擾
之
響
焉
、
此
に
は

さ
や
げ
り
な
り

い

ま

し

ま

た

ゆ

う

左
椰
寛
利
奈
離
と
云
ふ
。
汝
、
更
往
き
て
征
て
」
と
の
た
ま
ふ
。
武
甕

」
と
ま
を
す
。
天
照
大
神

-７０-
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と
対
応
さ
せ
て
読
む
場
合
、
「
日
本
書
紀
』
に
は
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
に

複
数
の
所
伝
が
記
さ
れ
て
い
る
点
が
問
題
と
な
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
お

い
て
国
譲
り
を
記
し
た
所
伝
を
、
次
に
挙
げ
る
。

つ
か
ひ
す
で
か
へ
か
へ
り
こ
と
ま
を
か
れ
お
ほ
あ
な
む
ち
の
か
み
す
な
は
そ

６
．
使
者
既
に
還
り
報
命
す
。
故
、
大
己
貴
神
、
則
ち
其
の

み

こ

こ

と

も

ふ
た
は
し
ら
の
か
み
ま
を
ま
を

あ

た

の

子
の
辞
を
以
ち
て
、
二
神
に
白
し
て
日
さ
く
、
「
我
が
枯
め

す

で

さ

あ

さ

り
し
子
、
既
に
避
去
り
ま
つ
り
ぬ
。
故
、
吾
も
避
り
ま
つ
ら
む
。

も

あ

れ

ふ

せ

く
い
ち
も
ろ
も
ろ
の
か
み
た
ち

ふせ

如
し
吾
防
禦
か
ま
し
か
ば
、
国
内
の
諸
神
必
ず
同
じ
く
禦

あ
れ
ざ
ま
つ

た

れ

ま

た

あ

ま

つ

る

か
む
。
今
し
我
避
り
奉
ら
ば
、
誰
か
復
敢
へ
て
順
は
い
者
有
ら

も

も

た

や

そ

く

ま

で

か

く

百
足
ら
ず
八
十
隈
に
隠
去
り
な
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
隈
、
此
に
は

く
ま
で

こ

と

を

つ

ひ

か

く

矩磨塑と云ふ・言詑へて遂に隠ります。（神代下・第九段本書）

た
か
み
む
す
ひ
の
み
こ
と
す
な
は

か
へ
し
つ
か
は

７
．
時
に
高
皇
産
霊
尊
、
乃
ち
こ
神
を
還
遣
し
、
大
己
貴
神

み
こ
と
の
り
の
た
ま

い
ま
な
む
ぢ
ま
を
す
こ
と

に
勅
し
て
日
は
く
、
「
今
者
し
汝
が
所
言
を
聞
く
に
、
深

そ
こ
と
わ
り
あ
か
れ
さ
ら
を
ち
を
ち

み
こ
と
の
り

そ

く
其
の
理
有
り
。
故
、
更
に
条
々
に
し
て
勅
せ
む
。
夫
れ

し
あ
ら
は
な
る
こ
と
こ
れ
あ
み
ま
ご
し

汝
が
治
ら
す
顕
露
之
事
、
是
吾
が
孫
治
ら
す
べ
し
。
汝
は
以
ち

か
く
れ
た
る
こ
と
し

》》》』

て
神
事
を
治
ら
す
べ
し
。
（
中
略
と
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
、

こ

た

ま

を

あ
ま
つ
か
み
み
こ
と
の
り
か
く
ね
も
こ
ろ

大
己
貴
神
報
へ
て
日
さ
く
、
「
天
神
の
勅
教
、
如
此
感
勲
な

あ
お
ほ
せ
ご
と
し
た
が

あ

し

あ

ら

は

な

る

こ

と

り
。
敢
へ
て
命
に
従
は
ざ
ら
む
や
。
吾
が
治
ら
す
顕
露
事

す
め
み
ま
し

あ

さ

か

く

れ

た

る

こ

と

し

は
、
皇
孫
治
ら
し
た
ま
ふ
く
し
。
吾
は
退
り
て
幽
事
を
治
ら

す
な
は
ふ
な
と
の
か
み
ふ
た
は
し
ら
の
か
み
す
す
ま
を

さ
む
」
と
ま
を
す
。
乃
ち
岐
神
を
二
神
に
薦
め
て
日
さ

こ

れ

あ

れ

か

は

つ

か

ま

つ

あ
れ
こ
こ

さ

く
、
「
是
、
我
に
代
り
て
従
へ
奉
る
べ
し
。
吾
は
此
よ
り
避
去
り

す
な
は
み
み
づ
や
さ
か
に
と
り
か
と
こ
し
へ

な
む
」
と
ま
を
し
、
即
ち
躬
に
瑞
の
八
坂
瓊
を
被
け
て
長
に

ｂ

賂

踊

群

に

さ

づ

の

た

ま

広矛を以ちて、二神に授けまつりて日はく、「誌輔Ｊ雌〃

す
な
は

む
や
」
と
ま
を
し
た
ま
ふ
。
乃
ち

型
を
治
め
た
ま
ぱ
ぱ
、
必
ず
平
存

畷
十
一
』
ム
ロ
斗
幻
些
目

四１し岬此グ

あ

・
今
し
我
は

す。

（
神
代
下
・
第
九
段
一
書
第
一
）

右
に
挙
げ
た
６
か
ら
８
は
、
い
ず
れ
も
「
日
本
書
紀
』
神
代
巻
第
九
段

に
記
さ
れ
た
国
譲
り
の
場
面
で
あ
る
。
神
代
巻
第
九
段
に
は
八
つ
の
所
伝

が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
４
と
対
応
す
る
話
を
探
し
て
み
る
と
、
第
九
段
本

書
・
一
書
第
一
・
一
書
第
二
の
三
つ
が
該
当
す
る
。
こ
の
よ
う
に
検
討
す

べ
き
話
を
探
し
て
み
る
と
、
「
日
本
書
紀
』
の
場
合
、
最
も
問
題
と
な
る

の
が
ど
の
所
伝
を
５
と
対
応
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
内
容
面

か
ら
も
５
と
対
応
さ
せ
る
に
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
６
か

ら
８
に
つ
い
て
、
掲
出
順
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

６
は
、
第
九
段
本
書
に
記
さ
れ
た
国
譲
り
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
６
で

は
、
経
津
主
神
・
建
御
雷
神
の
二
神
が
大
己
貴
神
に
葦
原
中
国
を
去
る
よ

う
求
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
話
で
注
目
し
た
い
の
は
、
大
己

貴
神
が
葦
原
中
国
を
去
る
際
、
二
神
に
「
国
平
け
し
時
に
杖
け
り
し
広
矛
」

を
渡
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
波
線
部
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
広

矛
は
葦
原
中
国
の
統
治
権
を
表
象
す
る
矛
で
あ
り
、
６
を
５
と
対
応
さ
せ

ふ
た
は
し
ら
の
か
み

８
．
時
に
二
神

の
た
ま

ひ
て
日
は
く
、
「

Ｉ

い

Ｉ

陸

-

１

１

こ

た

ま

を

あ

こ

こ

と

し

ろ

ぬ

し

以
不
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ
て
日
さ
く
、
「
吾
が
児
事
代
主
、

と
り
の
あ
そ
び

み

つ

さ

き

あ

い

ま

と

か

へ

り

こ

と

ま

を

射
烏
遼
遊
し
て
、
三
津
の
碕
に
在
り
。
今
し
問
ひ
て
報
さ
む
」

す
な
は
つ
か
ひ

と

と
ま
を
す
。
乃
ち
使
人
を
遣
し
て
訪
は
し
む
。
対
へ
て
日
さ
く
、

「

Ｉ

ち
加
褒
美
め
た
ま
ふ
。
（
神
代
下
・
第
九
段
一
書
第
三

ふ
た
は
し
ら
の
か
み
い
づ
も
く
だ
り
い
た
す
な
は
お
ほ
あ
な
む
ち
の
か
み
と

、
時
に
二
神
、
出
雲
に
降
到
り
、
便
ち
大
已
貴
神
に
問

力

く隠
り
ま
し
き
。

- ７１ -



特集・書物

て
も
「
平
国
之
剣
」
に
葦
原
中
国
の
統
治
権
の
表
象
と
い
う
機
能
を
認
め

る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
次
の
７
に
も
当
て

はまる。
７
は
一
書
第
二
に
見
え
る
国
譲
り
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
７
で
注
目
し

た
い
の
は
、
大
己
貴
神
が
去
っ
た
後
、
経
津
主
神
が
従
わ
な
い
者
た
ち
を

討
伐
し
て
ま
わ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
７
に
お
い
て
平

定
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
は
経
津
主
神
で
あ
り
、
建
御
雷
神
が
平
定
に
用

い
た
剣
の
こ
と
を
記
す
５
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
内
容
で
あ
る
。
７
も
５
と
対

応
さ
せ
て
読
む
こ
と
は
、
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
８
を
見
て
い
く
。
８
は
一
書
第
一
に
記
さ
れ
た
国
譲
り
の
場
面

で
あ
る
。
こ
の
８
は
話
の
展
開
が
４
と
極
め
て
類
似
し
て
お
り
、
５
と
対

応
さ
せ
て
み
て
も
、
６
．
７
の
よ
う
な
問
題
点
は
見
出
せ
な
い
。
し
た
が
っ

て
８
を
５
と
対
応
さ
せ
た
場
合
の
み
、
「
平
国
之
剣
」
を
葦
原
中
国
の
統

治
権
を
表
象
す
る
剣
と
意
味
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
読
み
方
を
す
る
場
合
、
本
書
で
は
な
く
一
書
を
対
応
さ
せ
て
読

む
理
由
づ
け
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
い
ま
だ
考
え
が
及
ば

な
い
。
「
日
本
書
紀
』
の
場
合
、
ど
の
所
伝
も
神
武
紀
と
対
応
さ
せ
て
読

む
に
は
、
「
古
事
記
」
以
上
に
難
点
が
多
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
日

本
書
紀
」
の
「
平
国
之
剣
」
の
意
義
づ
け
を
考
え
る
場
合
、
国
譲
り
条
と

の
対
応
以
外
の
方
法
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
注
目
し
た
い
の
は
、
次
に
挙
げ
る
神

武
紀
の
記
述
で
あ
る
。
へ
い
し
ん
か
ふ
し
ん
み
い
ぐ
さ
い
ぐ
さ
と
と
の

９
．
夏
四
月
の
丙
申
の
朔
に
し
て
甲
辰
に
、
皇
師
、
兵
を
勒
へ
、

か

ち

た

っ

た

お

も

む

し

か

そ

み

ち

さ

さ

が

ひ

と

な

み

歩
よ
り
竜
田
に
趣
く
。
而
る
を
其
の
路
狭
く
瞼
し
く
、
人
、
並

ゆ

え
す
な
は
か
へ
さ
ら
ひ
む
が
し
の
か
た
い
こ
ま
の
や
ま
こ

行
く
こ
と
得
ず
。
乃
ち
還
り
て
更
に
束
胆
駒
山
を
瞼
え

ま
に
ま
お
そ
ふ

か
く

か
つ
や
き
ば
ち
ぬ

随
に
圧
ひ
踊
ま
む
に
は
。
如
此
し
あ
ら
ば
、
曾
て
刃
を
血
ら
ず

あ
た
か
な
ら
や
ぶ

し
て
、
虜
必
自
ず
敗
れ
な
む
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
神
武
即
位
前
紀
・
戊
午
年
四
月
条
）

９
は
、
５
の
直
前
に
記
さ
れ
た
五
瀬
命
戦
死
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
９
で

は
、
五
瀬
命
の
負
傷
に
遭
遇
し
た
伊
波
礼
毘
古
命
が
進
軍
の
方
角
を
変
え
、

日
神
の
神
威
を
背
負
っ
て
戦
お
う
と
述
べ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
古

ゆ

め

ぐ

せ

お

う

事
記
』
対
応
箇
所
で
は
「
今
よ
り
は
、
行
き
廻
り
て
背
に
日
を
負
ひ
て
鑿

た
む
」
（
神
武
記
）
と
、
進
軍
の
方
角
を
変
え
る
こ
と
の
み
が
記
さ
れ
て

お
り
、
傍
線
部
の
神
威
を
背
負
う
と
い
う
記
述
は
「
日
本
書
紀
」
独
自
の

要
素
と
認
め
得
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
点
に
注
目
し
た
場
合
、
５
の
「
平

国
之
剣
」
の
授
受
は
、
こ
こ
で
述
べ
る
神
威
が
実
現
さ
れ
た
話
と
解
釈
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
「
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
平
国
之
剣
」

の
授
受
は
、
天
照
大
神
の
加
護
が
下
さ
れ
た
話
と
し
て
の
み
意
味
を
持
ち
、

葦
原
中
国
の
統
治
権
の
授
与
と
い
う
解
釈
は
施
す
余
地
が
見
出
せ
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
『
古
事
記
』

の
よ
う
な
伊
波
礼
毘
古
命
の
呼
称
の
変
化
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て

あ
ま
つ
か
み
く
に
つ
か
み
ゐ
や
び
ま
つ

神
祇
を
礼
祭
り
、

う
ち
つ
く
に
い

お
も
ほ

な
が
す
ね
び
こ
き
い
は

て
、
中
洲
に
入
ら
む
と
欲
す
。
時
に
長
髄
彦
聞
き
て
曰
く
、

そ
あ
ま
つ
か
み
み
こ
た
ち
き

ゆ

ゑ

わ

う
ば

「
夫
れ
天
神
の
子
等
の
来
ま
す
所
以
は
、
必
ず
我
が
国
を
奪
は

す
な
は
こ
と
ご
と
く
い
ぐ
さ

む
と
な
ら
む
」
と
い
ひ
て
、
則
ち
尽
に
属
兵
を
起
し
て
、

く
さ
ゑ
の
さ
か
さ
い
ぎ
と
も
あ
ひ
た
た
か
い
た
や
ぐ
し
あ

い
つ
せ
の

孔
舍
衞
坂
に
徴
り
て
与
に
会
戦
ふ
。
流
矢
有
り
て
、
五
瀬

み
こ
と
ひ
ぢ
あ
た
み
い
く
さ
す
す
み
た
た
か

あ
た

す
め
ら
み
こ
と
う
れ

命
の
肱
脛
に
中
り
、
皇
師
進
戦
ふ
こ
と
能
は
ず
。
天
皇
蔓

し
ん
き
く
ち
ゅ
う
き
ん
め
ぐ

の
た
ま

い
ま

へ
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
神
策
を
沖
衿
に
運
ら
し
て
日
は
く
、
「
今

わ
れ
こ
れ
ひ
の
か
み
う
み
の
こ

ひ

む

か

あ

た

う

こ

れ

し
我
は
是
日
神
の
子
孫
に
し
て
、
日
に
向
ひ
て
虜
を
征
つ
。
此
、

あ
め
の
み
ち
さ
か

し

し
り
ぞ
か
へ

天
道
に
逆
れ
り
。
若
か
じ
、
退
き
還
り
弱
き
こ
と
を
示
し
、

目
に
日
鮴
叶
の
鈴
奴
を
色

み
か
げ影の
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｢国を平らげし横刀」授受の意義

以
上
、
本
稿
で
は
高
倉
下
の
献
剣
段
に
注
目
し
、
『
古
事
記
』
に
お
い

て
一
皇
子
を
天
皇
た
ら
し
め
る
た
め
に
為
さ
れ
る
意
義
づ
け
に
つ
い
て
考

え
て
き
た
。
伊
波
礼
毘
古
命
の
場
合
、
天
皇
へ
と
飛
躍
す
る
契
機
は
「
国

を
平
ら
げ
し
横
刀
」
の
授
受
に
あ
り
、
こ
の
剣
の
授
受
こ
そ
、
伊
波
礼
毘

古
命
に
葦
原
中
国
の
統
治
権
を
与
え
る
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し

て
天
っ
神
御
子
と
呼
ば
れ
る
三
者
の
な
か
で
、
伊
波
礼
毘
古
命
だ
け
が
国

譲
り
条
を
呼
び
起
こ
す
形
で
葦
原
中
国
の
統
治
権
を
得
て
い
る
の
は
、
伊

波
礼
毘
古
命
が
『
古
事
記
」
上
巻
と
中
巻
と
を
結
ぶ
位
置
に
立
つ
た
め
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
の
授
受
は
、
上
巻
に
記
さ

れ
た
国
土
の
誕
生
と
そ
の
統
治
権
の
獲
得
を
、
中
巻
に
お
け
る
天
皇
の
治

世
へ
と
引
き
継
ぐ
た
め
の
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

５
に
お
け
る
「
平
国
之
剣
」
は
、
天
照
大
神
の
み
の
指
示
と
し
て
下
さ
れ

て
い
る
点
か
ら
も
肯
首
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
高
倉
下
の
献
剣
段
を
国
譲
り

条
と
対
応
さ
せ
、
伊
波
礼
毘
古
命
に
葦
原
中
国
の
統
治
権
が
授
与
さ
れ
た

話
と
し
て
意
義
づ
け
る
こ
と
は
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ

読
み
で
あ
る
と
考
え
る
。

注
（
１
）
こ
の
解
釈
は
、
五
瀬
命
に
「
詔
、
幸
、
崩
、
陵
の
天
皇
に
使
用
さ

れ
る
表
現
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
吉
井
巌
氏
の
説

を
踏
ま
え
て
い
る
（
稲
岡
耕
二
編
『
日
本
神
話
必
携
」
醐
頁
、
學
燈

社
、
昭
師
・
岨
）
。
な
お
、
吉
井
氏
は
右
の
文
字
表
現
を
五
瀬
命
が

東
征
の
主
人
公
で
あ
る
こ
と
を
示
す
根
拠
と
し
て
扱
う
が
、
本
稿
で

は
伊
波
礼
毘
古
命
に
並
ぶ
も
う
一
人
の
主
人
公
と
し
て
造
形
さ
れ
て

五
．
お
わ
り
に

い
る
こ
と
の
証
と
見
る
。

（
２
）
阪
下
圭
八
「
神
武
天
皇
」
含
古
代
の
英
雄
」
講
座
日
本
の
神
話

６
、
有
精
堂
、
昭
別
・
皿
）
。

（
３
）
吉
井
巌
「
古
事
記
の
作
品
的
性
格
（
ご
ｌ
天
神
か
ら
天
皇
へ
ｌ
」

二
天
皇
の
系
譜
と
神
話
三
」
、
塙
書
房
、
平
４
．
ｍ
）
。

（
４
）
毛
利
正
守
「
古
事
記
に
於
け
る
『
天
神
」
と
『
天
神
御
子
芒
（
『
国

語
国
文
』
弱
の
３
、
平
２
．
３
）
。

（
５
）
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
第
二
巻
（
三
省
堂
、
昭
棚
・
８
）

岬
～
伯
頁
。
な
お
、
他
に
天
つ
神
御
子
の
語
義
を
説
い
た
論
考
に
楠

木
千
尋
ヨ
天
神
御
子
」
と
〈
久
米
歌
〉
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
刊
の

４
、
平
５
．
４
）
が
あ
る
。
楠
木
氏
は
天
つ
神
御
子
を
「
ア
マ
テ
ラ

ス
と
の
系
譜
的
な
繋
が
り
を
あ
ら
わ
す
の
み
な
ら
ず
、
葦
原
中
国
平

定
を
行
う
べ
き
者
と
い
う
意
を
併
せ
持
つ
称
」
と
意
義
づ
け
て
い
る

が
、
本
稿
で
は
本
文
２
．
３
を
重
視
し
、
葦
原
中
国
の
統
治
者
の
呼

称
と
解
釈
す
る
倉
野
氏
の
説
を
支
持
し
た
い
。

（
６
）
大
野
晋
編
「
本
居
宣
長
全
集
」
第
十
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
鳴
．
ｕ
）
捌
頁
。

（
７
）
こ
の
点
、
剣
の
授
受
を
天
っ
神
御
子
に
よ
る
葦
原
中
国
領
有
の
正

統
性
の
「
再
確
認
」
と
述
べ
る
小
学
館
新
編
全
集
『
古
事
記
』
（
Ⅷ

頁
頭
注
）
と
は
見
方
が
異
な
る
。

（
８
）
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
チ
室
の
二
つ
の
身
体
ｌ
中
世
政
治

神
学
研
究
ｌ
」
上
・
下
（
小
林
公
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
過
．

５
）
。
こ
の
研
究
書
は
、
西
澤
一
光
氏
か
ら
御
教
示
頂
い
た
。
こ
の

場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

※
本
稿
で
引
用
し
た
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
書
き
下
し
文
は
、

小
学
館
新
編
全
集
本
を
用
い
た
。
ま
た
、
記
紀
に
共
通
す
る
神
人
名

の
表
記
は
『
古
事
記
』
の
表
記
で
統
一
し
た
。

-７３-


