
尾
張
国
造
の
祖
と
さ
れ
る
の
は
熱
田
神
宮

に
あ
る
上
知
我
麻
神
社
の
祭
神
乎
止
与
命
で

か
み
ち
か
ま

お
と
よ
の
み
こ
と

す
。
そ
の
祖
先
は
大
和
国
の
葛
城
小
治
田(

尾

お
は
り
だ

治
田)

に
住
ん
で
い
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

乎
止
与
命
の
子
で
国
造
を
継
ぐ
人
物
が

建
稲
種
命
で
す
。
建
稲
種
命
は
日
本
武
尊
の

た
け
い
な
だ
ね
の
み
こ
と

東
征
に
従
っ
た
副
将
軍
で
も
あ
り
ま
す
。
こ

の
人
物
は
記
紀
に
登
場
し
て
い
ま
せ
ん
が

『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
な
ど
に
は
そ

の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

伊
勢
で
倭
姫
命
と
別
れ
た
日
本
武
尊
は
建

稲
種
命
ら
東
征
に
同
行
す
る
勇
者
た
ち
と
合

流
す
る
た
め
尾
張
に
向
か
い
ま
し
た
。
当
時

の
国
造
の
館
は
火
上
邑(

現
在
の
名
古
屋
市
緑

ひ
か
み
む
ら

区
大
高)

に
あ
り
ま
し
た
。
伊
勢
か
ら
北
上
し

た
日
本
武
尊
は
桑
名
か
ら
船
で
伊
勢
湾
を
渡

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
当
時
の
伊
勢
湾
は
現

在
よ
り
も
北
に

ま
で
海
が
入
り

込
ん
で
お
り
、

上
の
地
図
の
よ

う
に
現
在
は
陸

地
で
す
が
当
時

は
船
で
渡
る
航

路
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
海
の

路
は
江
戸
時
代

の
東
海
道
「
七

里
の
渡
し
」
と

ほ
ぼ
同
じ
コ
ー

ス
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
桑

名
か
ら
現
在
の
熱
田
に
あ
る
宮
の
渡
し
付
近

ま
で
船
で
向
か
い
、
そ
の
あ
と
再
び
船
で
火

上
山
の
館
に
向
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
東
征
後
も
同
じ
で
、
尾
張
の
平
野
部

を
陸
路
で
南
下
し
て
き
た
日
本
武
尊
は
熱
田

に
近
い
鳴
海
潟
で
一
旦
休
息
し
、
そ
の
あ
と

船
で
火
上
の
宮
簀
媛
の
館
に
向
か
っ
て
い
ま

す
。

日
本
武
尊
は

桑
名
を
出
航
す

る
前
に
尾
津
前

お
づ
ま
え

と
呼
ば
れ
て
い

た
所
で
食
事
を

し
、
そ
の
近
く

の
港
か
ら
出
航

し
ま
し
た
。
こ

の
時
、
尾
津
浜

の
松
の
木
の
根

元
に
剣
を
置
き
忘
れ
て
出
発
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
東
征
を
終
え
、
伊
吹
の
賊
と
戦
っ
た

日
本
武
尊
が
病
と
な
り
な
が
ら
も
都
を
目
指

し
て
い
た
途
中
に
尾
津
浜
に
立
ち
寄
り
、
そ

こ
で
置
き
忘
れ
た
剣
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ

の
時
歌
を
詠
み
ま
し
た
。

尾
張
に

直
に
向
へ
る

一
つ
松
あ
は
れ

一
つ
松

人
に
あ
り
せ
ば

衣
著
せ
ま
し
を

太
刀
佩
け
ま
し
を

た

ち

は

剣
を
置
き
忘
れ
た
尾
津
浜
の
伝
承
地
は
三

重
県
桑
名
市
に
三
か
所
あ
り
ま
す
。

景
行
天
皇
の
時
代
、
尾
張
は
既
に
大
和

朝
廷
の
支
配
下
に
あ
り
ま
し
た
。
最
初
に

尾
張
の
娘
が
皇
族
に
嫁
い
だ
の
は
第
五
代

考
昭
天
皇
の
時
代
で
す
。
朝
廷
は
美
濃
ま

こ
う
し
ょ
う

で
支
配
下
に
置
き
、
第
七
代
孝
霊
天
皇
の

時
代
に
西
は
吉
備
国
ま
で
勢
力
を
広
げ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、

大
和
の
三
輪
山
に
近
い
纏
向
遺
跡
を
発
掘

し
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
か
ら
東
海
系
の
土
器

が
多
く
出
土
し
、
吉
備
、
北
陸
、
近
江
、

山
陰
の
土
器
も
多
く
混
じ
っ
て
い
た
の
で

す
。
第
十
代
崇
神
天
皇
以
降
、
さ
ら
に
支

配
地
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。

景
行
天
皇
の
時
代
、
日
本
武
尊
が
登
場
す

る
こ
と
で
全
国
支
配
を
実
現
し
て
い
く
の

で
す
。

草薙神社(尾津神社) 三重県桑名市多度町

氷上姉子神社元宮 宮簀媛の館跡

尾
張
に
向
か
う
日
本
武
尊
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桑
名
を
出
航
し
た
日
本
武
尊
が
最
初
に

上
陸
し
た
の
が
熱
田
台
地
で
す
。
尾
張
国

愛
智
郡
に
入
っ
た
日
本
武
尊
は
建
稲
種
命

あ
ゆ
ち
の
こ
お
り

と
会
い
ま
し
た
。
命
は
「
私
の
故
郷
は
火

上
の
里
で
す
。
そ
こ
で
お
休
み
下
さ
い
。
」

と
勧
め
ま
し
た
。

火
上
に
向
か
お
う
と
し
た
日
本
武
尊
が

川
で
衣
を
洗
っ
て
い
た
娘
に
道
を
尋
ね
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
娘
は
耳
が
聞
こ
え
な

い
ふ
り
を
し
て
相
手
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

日
本
武
尊
が
建
稲
種
命
の
館
に
着
く
と

そ
こ
に
美
し
い
娘
が
い
ま
し
た
。
そ
の
娘

は
稲
種
命
の
妹
の
宮
簀
媛
で
、
日
本
武
尊

が
道
を
尋
ね
た
時
に
出
会
っ
た
娘
で
し
た
。

宮
簀
媛
は
恥
ず
か
し
く
て
聞
こ
え
な
い
ふ

り
を
し
て
い
た
の
で
す
。

熱
田
神
宮
の
南
、
二
人
が
初
め
て
出
会
っ

た
所
に
祀
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
松
后

ま
つ
ご

社
は
「
お
つ
ん
ぼ
神
」
と
も
呼
ば
れ
、
現

在
は
耳
の
神
様
と
な
っ
て
い
ま
す
。

現
在
は
名
古
屋
市
緑
区
の
氷
上
姉
子
神

社
の
境
内
地
に
あ
る
宮
簀
媛
の
館
で
は
媛

が
日
本
武

尊
の
身
の

回
り
の
世

話
を
し
ま

し
た
。
東

征
へ
の
出

発
に
際
し
、

こ
こ
で
二

人
は
婚
約

す
る
の
で

す
。

松后社 愛知県名古屋市熱田区

大
和
か
ら
の
兵
ら
と
建
稲
種
命
の
呼
び
か

け
で
集
ま
っ
た
尾
張
の
兵
ら
が
集
い
、
い
よ

い
よ
東
征
へ
出
発
の
時
を
迎
え
ま
し
た
。

『
尾
張
国
太
神
宮
縁
起
』
に
は
、
日
本
武
尊

が
副
将
軍
の
建
稲
種
命
に
は
陸
路
で
山
道
を

行
き
、
自
ら
は
海
路
で
東
国
を
目
指
す
の
で

「
坂
東(

関
東
地
方)

で
会
お
う
」
と
指
示
し

た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
神
宮
縁
起

に
は
内
陸
部
を
進
行
し
た
建
稲
種
命
が
次
に

日
本
武
尊
と
合
流
し
た
の
は
房
総
半
島
の
玉

崎
だ
っ
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

建
稲
種
命
は
本
隊
と
は
別
行
動
を
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
建
稲
種
命
が
内
陸
部

の
情
報
収
集
を
し
な
が
ら
古
東
山
道
を
関
東

に
向
か
っ
た
こ
と
は
、
東
国
平
定
後
の
日
本

武
尊
の
帰
路
を
決
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

愛
知
県
名
古
屋
市
に
あ
る
成
海
神
社
の
祭

神
は
日
本
武
尊
、
宮
箕
媛
命
、
建
稲
種
命
で

す
。
元
は
現
在
地
か
ら
少
し
南
の
天
神
社
が

あ
ま
つ
か
み
し
ゃ

あ
る
地
に
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
が
、
根
古
屋

城(

鳴
海
城)

の
築
城
の
た
め
遷
座
し
ま
し
た
。

成
海
神
社
に
は
「
御
舟
流
し
祭
」
と
い
う
秋

の
祭
礼
で
行
わ
れ

る
神
事
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
祭
り
で

は
「
大
日
本
洲
尾

張
国
愛
知
郡

成

海
神
社
」
「
疾
病

消
除
」
「
御
三
神

舩
」
と
書
か
れ
た

桧
板
三
枚
を
扇
川

に
流
し
ま
す
。
東

征
後
に
尾
張
に
戻
っ

た
日
本
武
尊
は
鳴
海

潟
か
ら
舟
で
宮
簀
媛

の
い
る
火
上
山(

現

在
の
大
高)

に
渡
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
因

ん
だ
神
事
だ
そ
う
で

す
。
天
神
社
の
境
内

に
は
こ
の
時
詠
ん
だ

日
本
武
尊
の
歌
碑
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
別
伝
承
と
し
て
、
こ
の
祭

は
日
本
武
尊
ら
が
鳴
海
潟
か
ら
東
征
に
出
航

し
た
こ
と
に
因
ん
で
行
わ
れ
て
い
る
と
も
言

わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
か
つ
て
は
こ
の
近

く
に
愛
知
県
名
の
起
源
と
さ
れ
る
年
魚
市
潟

あ
ゆ
ち
が
た

が
広
が
り
、
船
を
出
す
港
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

成
石
神
社

愛
知
県
半
田
市
宮
本
町

祭
神
は
天
穂
日
命
、
少
彦
名
命
、
大
己
命
貴

命
、
誉
田
別
尊
、
素
盞
雄
命
、
日
本
武
尊
で
す
。

な
ぜ
こ
こ
に
日
本
武
尊
が
祀
ら
れ
て
い
る
の
か

わ
か
り
ま
せ
ん
。
知
多
半
島
に
あ
り
、
日
本
武

尊
が
通
過
し
た
地
あ
る
い
は
東
征
軍
の
出
航
地

の
一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

入
海
神
社
愛
知
県
知
多
郡
東
浦
町

祭
神
は
弟
橘
媛
で
す
。
や
や
高
台
に
神
社
が

あ
り
。
こ
の
辺
り
は
入
海
貝
塚
と
呼
ば
れ
る
縄

文
時
代
の
遺
跡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
は
海

岸
線
が
目
前
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

の
遺
跡
か
ら
は
入
海
式
土
器
と
呼
ば
れ
る
砲
弾

型
の
土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
忍
山
宿
禰(

弟
橘
媛
の
父)

ら
が
出

お
し
や
ま
の
す
く
ね

航
し
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

尾張氏の関係図(略図)
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宮
簀
媛
命
と
の
出
会
い

東
征
軍
の
出
発
地

天神社(名古屋市南区岩戸町)

「年魚市潟勝景」石碑(名古屋市南区)

宮簀媛あるいは尾張連草香の墓と言われている名古屋
市熱田区の断夫山古墳が令和元年度中に初の発掘調査が

だんぷさん

されることになりました。これまで地表のみの調査がさ
れているだけでしたが内部まで調査されることになり、
その成果が期待されています。


