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神
世
七
代
に
つ
い
て
1
障
害
と
罪
を
め
ぐ
つ
て
の
覚
え
書
き
ー

森
　
　
明
彦

『
古
事
記
』
国
生
み
段
は
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
大
八
州
国
国
生
み
に
先
立
っ
て
、
水
蛭
子
と
淡
島
の
誕
生
と
遺
棄
を
語
る
。
こ
れ
は
、
大
八
州
国
が
神
々

の
祝
福
を
受
け
て
生
ま
れ
た
美
し
い
国
で
あ
り
、
婚
姻
の
法
を
破
る
罪
に
よ
っ
て
障
害
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
排
除
し
て
い
る
こ
と
を
説
い
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
段
の
直
前
に
位
置
す
る
神
世
七
代
段
の
解
釈
に
は
、
男
女
神
の
形
成
過
程
描
写
説
と
、
土
地
・
住
居
・
性
を
語
る
村
落
形
成
過
程
説
と
と
二

系
統
の
解
釈
が
あ
る
。
後
者
が
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
る
。
た
だ
、
単
な
る
村
落
形
成
過
程
の
描
写
で
は
な
く
、
歌
壇
の
背
景
描
写
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
二
神
の

交
合
が
兄
妹
婚
の
禁
忌
を
犯
し
た
も
の
で
は
な
く
、
大
八
州
国
を
生
む
二
度
目
の
交
合
の
完
璧
性
を
保
証
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

は
じ
め
に

『
大
阪
の
部
落
史
』
第
一
巻
の
古
代
編
の
史
料
に
は
、
『
日
本
霊

異
記
』
　
か
ら
、
行
基
が
難
波
堀
江
に
お
い
て
法
会
を
催
し
て
い
た

と
き
に
、
泣
き
叫
ん
で
法
会
を
邪
魔
し
た
障
害
児
を
淵
に
投
げ
込

む
よ
う
に
母
に
命
じ
た
話
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
説
話
に
関
し

て
は
、
そ
も
そ
も
行
基
の
罪
観
や
障
害
観
を
伝
え
た
も
の
と
み
な

せ
る
の
か
、
こ
の
話
が
当
時
の
人
々
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

た
か
、
従
来
の
神
祇
的
な
障
害
観
・
罪
観
と
い
か
に
異
な
っ
て
い

る
か
な
ど
、
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
初
、
天
平
一
二
　
（
七
四
〇
）
　
年
の
施
薬
院
報
抄
と
　
『
古
事
記
』

国
生
み
段
な
ど
を
こ
の
説
話
の
参
考
史
料
と
し
て
掲
載
す
る
予
定

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
編
纂
の
都
合
上
史
料
の
掲
載
を
や
め
、
通

史
編
で
触
れ
て
い
く
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
古
代
の
史
料
編

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
い
わ
ば
氷
山
の
一
角
で
あ
り
、
小
論
は
、
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こ
の
氷
山
の
水
面
下
部
分
の
一
角
、
す
な
わ
ち
『
古
事
記
』
国
生

み
段
に
お
け
る
障
害
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
水
蛭
子
と
淡
島
の
遺
棄

の
神
話
の
解
明
に
向
け
た
試
み
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
た
対
す
る
注
釈
は
、
本
居
宣
長
の
　
『
古
事
記
伝
』

を
は
じ
め
と
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
膨
大
な
研
究
が
あ
る
。
た
だ

そ
の
中
で
は
比
較
的
研
究
の
蓄
積
が
薄
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一

般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
箇
所
が
存

在
し
て
い
る
。
そ
れ
が
神
世
七
代
の
段
で
あ
る
。
従
来
の
中
国
古

代
帝
国
の
世
界
観
と
の
決
別
を
高
ら
か
に
宣
言
す
る
冒
頭
の
天
地

初
発
段
と
有
名
な
国
生
み
段
に
挟
ま
れ
て
、
国
常
立
と
伊
耶
那
岐

（
以
後
、
イ
ザ
ナ
キ
と
表
記
）
・
伊
耶
那
美
（
以
後
、
イ
ザ
ナ
ミ
と
表
記
）

以
外
は
一
般
に
は
さ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
神
名
の
羅
列
で
あ
る

神
世
七
代
の
段
は
、
『
古
事
記
』
　
の
全
注
釈
の
過
程
で
触
れ
ら
れ

る
ぐ
ら
い
で
、
わ
ず
か
な
例
を
除
き
、
特
に
専
論
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

部
分
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
は
、
続
く
国
生
み
段
、
特
に
水

蛭
子
・
淡
島
の
遺
棄
の
解
釈
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
と
思

わ
れ
る
。

一
研
究
史
の
整
理
と
問
題
点

『
古
事
記
』
　
冒
頭
は
、
天
地
が
初
め
て
発
わ
れ
た
時
に
、
宇
宙

の
中
心
が
高
天
原
で
あ
る
こ
と
を
天
御
中
主
の
現
出
に
よ
っ
て
宣

言
す
る
。
そ
し
て
次
に
こ
の
世
が
生
成
変
化
す
る
こ
と
を
高
御
産

巣
日
・
神
産
巣
日
の
産
の
二
神
に
よ
っ
て
表
現
し
、
続
い
て
こ
の

世
に
生
命
が
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
を
宇
摩
志
阿
斯
討
備
比
古
遅
の

芦
芽
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
述
べ
た
後
に
、
最
後
の
別
天
神
で
あ
る

天
骨
立
神
に
よ
っ
て
高
天
原
の
土
台
が
固
ま
っ
た
こ
と
を
述
べ

る
。
こ
の
天
地
初
発
段
に
続
く
の
が
神
世
七
代
の
段
で
あ
る
。

次
に
、
成
り
ま
せ
る
神
の
名
は
、
国
之
常
立
の
神
、
次
に
、
豊
雲

野
の
神
。
こ
の
二
柱
の
神
も
、
独
神
と
成
り
ま
し
て
身
を
隠
し
た

ま
ひ
き
。
次
に
、
成
り
ま
せ
る
神
の
名
は
字
比
地
邁
の
神
。
次
に
、

妹
須
比
智
邁
の
神
。
次
に
、
成
り
ま
せ
る
神
の
名
は
角
代
の
神
。

次
に
、
妹
活
代
の
神
。
次
に
、
成
り
ま
せ
る
神
の
名
は
意
富
斗
能

地
の
神
。
次
に
、
妹
大
斗
乃
弁
の
神
。
次
に
、
成
り
ま
せ
る
神
の

名
は
於
母
陀
流
の
神
。
次
に
、
妹
阿
夜
討
志
古
泥
の
神
。
次
に
、

成
り
ま
せ
る
神
の
名
は
伊
耶
那
岐
の
神
。
次
に
、
妹
伊
耶
那
美
の
神
。

上
の
件
の
国
之
常
立
の
神
よ
り
下
、
伊
耶
那
美
の
神
よ
り
前

を
、
併
せ
て
神
世
七
代
と
い
ふ
。

専
論
は
少
な
い
と
は
い
え
、
こ
の
神
世
七
代
の
神
名
の
解
釈
に

多
く
の
説
が
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
国
常
立
は
、
国
土

の
根
源
・
土
地
の
恒
常
的
確
立
・
大
地
の
形
成
あ
る
い
は
神
々
生

成
の
場
の
観
念
的
な
出
現
な
ど
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
神
世

七
代
の
神
が
高
天
原
に
な
っ
た
か
、
土
地
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
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表1　神世七代の神の系譜の解釈

代 神名 金井の解釈 西宮の解釈 倉野の解釈

6 国常立 生成のための根源的空間 土地の恒常的確立 国土の根源

2 豊雲野 未生以前の混沌状態 雲の覆う原野 原野の形成

3 字比地邁 ・妹須比智邁 神の原質 男女一対の盛り土（鋸土） 土砂の発生

4 角代 ■妹活耗 神の最初の形 棒代 （境界形成） 代の打込み

5 意富斗能地 ・妹大斗乃弁 神の性的部位具有 門棒 （住居防塞） 居所の完成

6

7

於母陀流・妹阿夜詞志古泥 神の形態完成 男根女陰の神像

（生産豊餞の霊能）

交歓の二面像（拷合生産）

人体の完備

伊耶那岐の神・妹伊耶那美 神の作動開始 夫婦の発生

か
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
神

・
世
七
代
の
神
名
の
解
釈
で
現
在
も

っ
と
も
有
力
と
さ
れ
て
い
る
の

は
、
金
井
清
一
と
西
宮
一
民
の
説

で
あ
る
。
ま
た
倉
野
憲
司
の
説
も

重
要
で
あ
り
、
三
説
を
表
1
に
ま

と
め
た
。

表
1
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一

貫
し
て
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の

二
神
に
よ
っ
て
完
全
体
と
な
る
神

の
身
体
的
出
現
の
過
程
を
表
す
と

す
る
金
井
の
説
と
、
個
々
に
は
異

な
る
も
の
の
、
土
地
・
住
ま
い
・

性
を
語
る
と
す
る
西
宮
説
お
よ
び

倉
野
説
と
の
間
に
は
大
き
な
解
釈

の
相
違
が
あ
る
。
金
井
説
に
は
問

題
が
あ
り
、
西
宮
・
倉
野
説
が
お

お
む
ね
安
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
ず
、
金
井
説
の
論
理
展
開
の
基

礎
と
な
っ
た
と
い
え
る
豊
雲
野
の

解
釈
に
関
す
る
疑
問
か
ら
述
べ
て

い
き
た
い
。

金
井
が
雲
野
を
雲
で
あ
り
、
混
沌
で
あ
る
と
解
釈
し
た
根
底
に

は
、
国
土
は
依
然
と
し
て
「
海
月
な
す
漂
」
　
っ
て
い
る
状
態
で
あ

る
か
ら
、
国
土
の
形
成
や
村
落
の
発
展
過
程
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ

と
は
無
理
と
す
る
考
え
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る

必
要
は
な
い
。
第
一
に
は
、
「
国
稚
く
浮
か
べ
る
脂
の
よ
う
に
海

月
な
す
漂
」
　
っ
て
い
る
状
態
は
宇
摩
志
阿
斯
詞
備
比
古
遅
が
成
っ

た
と
き
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
別
天
神
が
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ

ナ
ミ
に
命
じ
た
「
こ
の
漂
え
る
国
を
修
理
め
固
め
成
せ
」
と
の
言

葉
に
み
え
る
漂
え
る
国
が
同
じ
状
態
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
。
脂

の
よ
う
に
変
形
し
て
漂
う
の
と
、
あ
る
程
度
形
が
で
き
て
い
る
浮

島
の
よ
う
な
も
の
が
漂
う
の
と
で
は
、
同
じ
漂
う
に
し
て
も
か
な

り
異
な
る
。
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
が
国
常
立
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
神
野
志
隆
光
の
よ
う
に
神
世
七
代

の
神
々
の
生
成
の
場
を
す
べ
て
高
天
原
に
あ
る
と
考
え
た
場
合
、

国
の
状
態
を
考
え
る
必
要
は
な
く
な
る
　
（
た
だ
し
、
ま
だ
こ
の
神

野
志
説
の
採
用
に
は
至
っ
て
い
な
い
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
村
落
の
発

展
過
程
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
と
い
え
る
。

金
井
は
、
雲
海
と
い
う
語
が
海
で
は
な
く
海
の
よ
う
に
広
が
る

雲
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
雲
野
は
野
原
の
よ
う
に
広
が
る
雲
で
あ

る
と
す
る
。
し
か
し
雲
海
が
雲
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
雲
野
も
雲

で
あ
る
と
い
う
論
法
は
成
り
立
た
な
い
。
『
大
湊
和
辞
典
』
　
を
引

く
だ
け
で
も
、
雲
海
を
①
雲
に
覆
わ
れ
た
海
、
雲
の
横
た
わ
っ
た
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海
、
②
水
が
雲
に
接
し
て
見
え
る
遠
方
、
③
山
よ
り
み
た
雲
が
海

の
よ
う
に
み
え
る
こ
と
、
と
い
っ
た
三
様
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
金
井
の
述
べ
る
よ
う
に
、
近
年
は
ほ
と
ん
ど
③
の
用
法
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
古
代
の
用
法
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
雲
で

あ
る
か
野
で
あ
る
か
は
文
脈
の
中
で
答
え
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

③
の
一
面
の
雲
の
中
か
ら
頂
を
出
す
峰
々
を
あ
た
か
も
海
に
点
在

す
る
島
々
の
よ
う
に
見
立
て
て
、
雲
海
と
す
る
の
は
す
ぐ
れ
た
表

現
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
野
の
よ
う
な
雲
と
は
い
か

な
る
情
景
を
表
現
し
た
か
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
難
し
い
。
つ
ぎ

に
、
神
の
生
成
を
表
現
し
た
と
い
う
説
に
対
す
る
疑
問
に
移
る
。

国
生
み
段
に
は
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
男
女
と
し
て
の
成
り

立
ち
を
「
成
り
な
り
て
成
り
余
れ
る
と
こ
ろ
」
、
「
成
り
な
り
て
成

り
あ
わ
ざ
る
と
こ
ろ
」
と
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
男
女
神
と

し
て
の
生
成
が
語
ら
れ
て
い
る
。
神
野
志
は
『
日
本
書
紀
』
と
『
古

事
記
』
　
の
天
地
の
始
ま
り
に
関
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
　
が
天
と
地

が
い
か
に
始
ま
っ
た
か
を
陰
陽
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
呼
ぶ
に
ふ
さ

わ
し
い
世
界
像
に
よ
っ
て
語
る
の
に
対
し
て
、
『
古
事
記
』
　
の
方

は
天
地
の
は
じ
ま
っ
た
こ
と
、
お
ま
び
高
天
原
の
世
界
が
あ
る
こ

と
を
無
条
件
の
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
天
地
の
初

発
や
独
神
の
生
成
の
経
過
に
つ
い
て
詳
し
い
叙
述
を
行
わ
な
か
っ

た
　
『
古
事
記
』
　
が
、
い
か
に
も
『
古
事
記
』
ら
し
い
こ
の
男
女
の

成
り
立
ち
の
表
現
以
外
に
、
な
ぜ
男
女
二
神
に
つ
い
て
の
み
生
成

過
程
を
詳
し
く
記
す
必
要
が
あ
る
の
か
疑
問
の
生
じ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
身
を
隠
し
た
神
と
は
異
な
り
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に

収
赦
す
る
神
で
あ
る
か
ら
と
す
る
金
井
の
説
明
は
、
十
分
な
も
の

と
は
思
え
な
い
。

さ
ら
に
神
の
原
質
と
し
て
の
土
に
続
く
、
神
の
最
初
の
形
を
代

と
す
る
こ
と
に
、
少
々
違
和
感
を
覚
え
る
。
代
は
人
為
的
に
土
に

異
物
と
し
て
打
た
れ
る
も
の
で
あ
り
、
土
を
原
質
と
し
て
生
成
し

た
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
ほ
ど
遠
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
神
世
七
代
は
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
至

る
形
成
過
程
を
表
現
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
、
と

い
え
よ
う
。
続
く
、
国
生
み
の
背
景
が
語
ら
れ
て
い
る
と
み
な
す

べ
き
で
あ
る
。

二
　
歌
垣
と
国
生
み

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の

国
生
み
段
が
歌
垣
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
最
初
の
性
交
が
行
わ
れ
て
生
ま
れ
て
き

た
水
蛭
子
と
淡
島
は
、
障
害
を
持
っ
て
い
た
が
た
め
に
子
の
数
に

入
れ
ら
れ
ず
に
流
さ
れ
た
。
障
害
を
も
つ
子
が
生
ま
れ
た
の
は
、

交
合
に
あ
た
っ
て
女
神
の
イ
ザ
ナ
ミ
の
方
か
ら
声
を
か
け
、
男
神

の
イ
ザ
ナ
キ
が
そ
れ
に
和
し
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
七
、
人
世
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紀
．
の
日
本
に
お
い
て
歌
垣
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
『
常
陸

国
風
土
記
』
や
『
摂
津
国
風
土
記
』
逸
文
な
ど
に
よ
っ
て
も
窺
え

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
『
万
葉
集
』
冒
頭
の
雄
略
天
皇

に
仮
託
さ
れ
た
有
名
な
歌
「
寵
も
よ
　
実
篤
持
ち
　
掘
串
も
よ

美
掘
串
持
ち
　
こ
の
丘
に
　
菜
摘
ま
す
子
　
名
告
ら
さ
ね
　
（
以
下

略
）
」
　
は
歌
垣
の
時
に
男
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
歌
が
男
か
ら
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
男
か

ら
声
を
か
け
る
の
が
歌
垣
に
際
し
て
の
し
き
た
り
で
あ
り
、
歌
垣

が
婚
梱
の
一
形
態
で
あ
る
以
上
は
、
婚
姻
の
法
で
あ
っ
た
。
女
の

方
か
ら
声
を
か
け
る
の
は
遊
女
な
ど
の
行
為
で
あ
り
、
婚
姻
に
際

し
て
許
さ
れ
る
行
為
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
　
『
古
事
記
』
　
が
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
一
つ
は
、
婚
姻
の
法
は
守
ら
な
け
れ
ば
神
々
の
祝
福
を

得
ら
れ
ず
、
婚
姻
の
法
を
破
る
罪
を
犯
し
た
と
き
、
障
害
児
の
誕

生
に
至
る
と
の
説
明
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
日
本
の
国
　
（
大
八

島
国
）
　
は
神
々
め
祝
福
を
受
け
て
生
ま
れ
た
美
し
い
国
で
あ
り
、

祝
福
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
あ
ら
か
じ
め
排
除
さ
れ
て
い
る
と

の
表
明
で
あ
る
。
日
本
の
国
が
祝
福
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る

た
め
に
、
婚
姻
の
法
を
犯
し
た
罪
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
障
害
児
の

遺
棄
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
破
ら
れ
た
婚
姻
の
法

が
、
男
の
方
か
ら
声
を
か
け
る
と
い
う
歌
垣
に
お
け
る
慣
習
で
あ

り
、
し
き
た
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
女
か
ら
声
を
か
け
る
と
い
う

禁
忌
は
、
歌
垣
に
お
い
て
も
ま
た
婚
姻
一
般
に
お
い
て
も
、
最
も

重
大
な
禁
忌
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
『
古
事
記
』
　
の
国
生
み
段

に
お
い
て
は
、
破
ら
れ
な
か
っ
た
、
よ
り
重
要
な
法
が
存
在
す
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
婚
姻
に
お
け
る
最
大
の
禁
忌
は
近
親
相
姦

で
あ
る
。
そ
し
て
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
婚
姻
が
兄
妹
婚
で
は

な
い
こ
と
を
語
る
の
が
、
『
古
事
記
』
神
世
七
代
の
段
で
あ
る
と

考
え
る
。
兄
・
妹
の
婚
姻
に
関
す
る
神
話
は
数
多
い
。
そ
の
多
く

が
最
初
の
出
産
で
は
障
害
を
持
つ
子
が
誕
生
し
、
両
親
に
よ
っ
て

遺
棄
さ
れ
た
後
、
健
常
者
の
誕
生
へ
と
至
る
。
い
わ
ば
原
罪
を
背

負
わ
さ
れ
て
追
放
さ
れ
た
者
の
犠
牲
の
う
え
に
、
健
常
と
さ
れ
る

者
の
誕
生
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
　
の
国
生
み

神
話
は
、
最
初
の
子
を
障
害
を
持
つ
が
ゆ
え
に
遺
棄
す
る
と
こ
ろ

な
ど
、
一
見
同
類
型
の
神
話
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
『
古

事
記
』
　
の
神
話
は
そ
れ
ら
の
神
話
と
は
全
く
次
元
を
異
に
し
て
い

る
。
『
古
事
記
』
　
の
神
話
は
人
類
の
起
源
を
語
る
の
で
は
な
く
、

天
皇
の
支
配
す
る
国
土
が
い
か
に
神
々
か
ら
祝
福
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
婚
姻
の
法
を
破
っ
た
罪
に
よ
っ

て
神
々
の
祝
福
を
受
け
ず
に
生
ま
れ
た
水
蛭
子
と
淡
島
を
遺
棄
す

る
話
は
、
『
古
事
記
』
　
に
お
い
て
は
祝
福
さ
れ
た
大
八
島
国
の
対

極
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
水
蛭
子
と
対
極
に
位
置
す

る
大
人
島
国
の
誕
生
に
お
い
て
は
、
婚
姻
の
法
に
触
れ
る
一
切
が

あ
ら
か
じ
め
排
除
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
を
出
て
定
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め
ら
れ
た
山
野
に
お
い
て
見
い
だ
し
た
相
手
と
交
合
す
る
歌
垣
こ

そ
、
兄
・
妹
の
近
親
婚
で
な
い
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

国
生
み
が
歌
垣
を
背
景
と
し
て
選
ん
だ
の
は
こ
の
近
親
相
姦
の
罪

を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
障
害
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
子
の
遺
棄
を

行
う
た
め
に
選
ば
れ
た
婚
姻
の
法
を
破
る
罪
が
、
近
親
相
姦
と
い

う
絶
対
的
・
や
り
直
し
不
可
能
な
罪
で
は
な
く
、
声
を
か
け
て
誘

う
行
為
が
男
女
ど
ち
ら
か
ら
行
う
か
と
い
う
形
式
的
・
や
り
直
し

可
能
な
罪
が
選
ば
れ
た
の
も
、
二
度
目
の
婚
姻
が
完
全
に
神
々
の

祝
福
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

西
宮
は
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
兄
妹
婚
で
は
な
い
こ
と
を
、

太
占
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
が
、
兄
妹
に
よ
る
交
接
で
は
な

く
、
女
が
先
に
声
を
か
け
た
点
で
あ
っ
た
こ
と
に
見
い
だ
し
て
い

る
。
近
親
婚
で
は
な
い
と
す
る
西
宮
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
し

か
し
、
兄
妹
婚
説
の
否
定
と
し
て
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
近
親

間
で
子
を
生
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
と
な
ら
な
い
例

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
姉
弟
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
の

場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
二
神
の
間
に
で
き
た
子
は
、
性
器
の

直
接
の
交
接
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
互
い
の
物
実
に
よ
っ
た
も
の

で
あ
り
、
近
親
相
姦
の
罪
を
犯
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
直

接
的
な
交
合
を
行
っ
た
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
場
合
に
は
、
兄

妹
で
は
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
金
井
は
、

西
宮
説
の
棒
杭
1
門
口
1
男
女
の
陰
が
道
祖
神
の
形
状
・
場
所
・

表2　神世七代の神名とその意味

代 神名 神の意味

田 国常立 国土の恒常的成立

2 豊裏野 雲の覆う原野

3 字比地邁 ・妹須比智選 二つの共同体による原野の開拓と地鎮

4 角代 ・妹宿代 境界の設定による領有宣言

5 意富斗能地 ・妹大斗乃弁 住居の設定

6 於母陀流 ・妹阿夜詞志古泥 たくましい男と女

7 伊耶那岐の神 ・妹伊那那美 歌垣で誘う男と女

面
貌
と
い
う
多
面
的
な
側
面
の
説

明
と
な
り
、
村
落
の
発
展
過
程
と

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
神
と
し
て

の
発
展
性
の
な
い
捉
え
か
た
で
あ

る
と
評
し
て
い
る
。
た
し
か
に
西

宮
説
は
男
女
一
対
の
防
塞
神
　
（
道

祖
神
）
　
の
説
明
と
思
わ
せ
る
と
こ

ろ
が
あ
り
、
金
井
の
評
言
は
核
心

部
分
を
衝
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
西
宮
説
を
金
井
説
の
批
判

に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
必
要
が
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
村
落
の
発

展
過
程
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
村
落
の
発
展
過

程
を
通
じ
て
歌
垣
の
場
に
至
る
説

明
を
行
う
も
の
と
す
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
神
世
七
代

の
段
が
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が

兄
妹
で
な
い
こ
と
を
確
実
に
語
っ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
西

宮
説
を
基
軸
と
し
て
倉
野
の
説
を

参
酌
し
た
神
名
の
意
味
す
る
と
こ
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ろ
は
表
2
の
ご
と
く
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
措
か
れ
る
神
話
的
世
界

は
．
一
部
国
生
み
段
を
加
え
な
が
ら
叙
述
す
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ

る
。ま

だ
漂
っ
て
は
い
る
が
、
国
の
形
は
よ
う
や
く
し
つ
か
り
し
だ

し
た
（
国
常
立
）
。
や
が
て
国
に
広
が
る
雲
の
湧
き
た
つ
原
野
（
豊

雲
野
）
　
に
、
異
な
る
二
つ
の
集
団
が
木
を
切
り
草
刈
っ
て
土
地
を

開
拓
・
地
鎮
し
　
（
ウ
ヒ
ヂ
ニ
・
ス
ヒ
ヂ
ニ
）
、
代
を
打
ち
込
ん
で
そ

れ
ぞ
れ
土
地
の
領
有
を
育
三
音
し
　
（
ツ
ノ
グ
ヒ
・
イ
ク
グ
ヒ
）
、
門
棒

を
立
て
て
住
居
を
守
り
な
が
ら
生
活
を
始
め
　
（
オ
ホ
ト
ノ
ジ
・
オ

ホ
十
ノ
ベ
）
、
二
つ
の
集
団
に
た
く
ま
し
く
美
し
い
男
と
女
が
成

長
し
　
（
オ
モ
ダ
ル
ー
ア
ヤ
カ
シ
コ
ネ
）
、
歌
垣
の
日
に
神
（
別
天
神
）

に
選
ば
れ
た
男
女
が
相
手
を
誘
い
合
っ
て
性
交
に
お
よ
ぶ
　
（
イ
ザ

ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
）
、
と
バ

む
す
び
に
か
え
て

注
（
1
）
金
井
清
一
「
神
世
七
代
の
系
譜
に
つ
い
て
」
　
（
『
古
典
と
現
代
』

四
九
号
。
一
九
八
一
年
）
。

（
2
）
　
西
宮
一
民
『
古
事
記
』
　
（
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
）
。

（
3
）
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
注
釈
』
第
二
巻
　
（
三
省
堂
、
一
九
七
四

年）。

（
4
）
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
の
世
界
観
』
　
（
吉
川
弘
文
館
。
一
九
八

六
年
）
。

（
5
）
　
金
井
の
豊
雲
野
の
解
釈
は
成
立
し
が
た
い
と
考
え
る
。
た
だ
金

井
の
神
世
七
代
を
評
価
す
る
神
野
志
は
、
豊
雲
野
を
生
気
と
し
て

の
雲
の
覆
う
野
と
と
ら
え
た
上
で
、
第
三
代
以
後
の
対
偶
神
を
金

井
説
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
第
三
代
以
降
、
神
野
志
説
は
金

井
説
と
同
じ
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

（
6
）
　
西
郷
信
綱
『
古
事
記
研
究
』
　
（
未
来
社
、
一
九
七
三
年
）
　
の
兄

妹
婚
説
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
視
点
を
欠
い
て
い
る
。

与
え
ら
れ
た
紙
数
も
尽
き
た
の
で
、
こ
の
あ
た
り
で
筆
を
お
く

こ
と
に
し
た
い
。
「
は
じ
め
に
」
　
で
課
題
と
し
た
神
祇
と
仏
教
の

罪
観
・
障
害
観
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し

て
い
き
た
い
。
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