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に
「
皇す

め

神が
み

の
敷
き
坐ま

す
嶋
の
八や

十そ

嶋し
ま

は
、
谷た

に

蟆ぐ
く

の
さ
度わ

た

る
極き

は
み、

盬し
ほ

沫な
わ

の
留
ま

る
限か

ぎ
り、

狭さ
き

國く
に

は
廣
く
、
峻

さ
が
し
き
く
に

國
は
平た

ひ
ら

け
く
、

嶋し
ま

の
八や

十そ

嶋し
ま

墜お

つ
る
事
な
く
」
云
々
の一

節
が
あ
る
。
そ
の
意
味
は
〝
神
様
の
下

に
あ
る
数
多
く
の
島
々
は
、 

蟇ひ
き

蛙が
え
る（

谷

蟆
）
が
跳
び
渡
っ
て
行
く
「
地
の
果
て
」

や
、
海
水
の
泡
（
盬
沫
）
の
留
ま
る
「
海

の
果
て
」
ま
で
も
、
狭
い
國
は
広
く
し

峻
し
い
國
は
平
ら
か
に
し
て
、
ど
の
島

も
漏
れ
落
ち
る
こ
と
な
く
（
神
様
が
天
皇

様
に
お
授
け
な
さ
る
）〟
と
な
ら
う
。
ま
た

「
荷の

さ
き前

は
皇す

め

大お
ほ

御み

神か
み

の
大お

ほ

前ま
へ

に
、
横よ

こ

山や
ま

の
如ご

と

く
打
ち
積
み
置
き
て
、
殘の

こ
り

を
ば
平

た
ひ
ら

け
く
聞き

こ

し
看め

さ
む
」
と
の一
節
も
あ
る
。

意
味
は
〝
諸
国
か
ら
献
上
さ
れ
る
貢
物
の

初
物
（
荷
前
）
を
山
の
如
く
ご
神
前
に
積
ん

で
奉
り
、
そ
の
残の

こ

り
を
天
皇
様
が
安
ら
か

に
召
し
上
が
ら
れ
、
さ
ら
に
万ば

ん

民み
ん
に
下
し

置
か
れ
る
で
あ
ら
う
〟
と
な
る
。

こ
の
祝
詞
に
「
皇
國
の
大
体
（
本
質
）」

を
見
出
し
た
松
陰
に
と
っ
て
、
皇
恩
に

報
ず
る
と
は
、
こ
の
祝
詞
が
示
す
麗
し

い
国
柄
を
守
り
抜
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

現
代
で
は
「
安
全
保
障
の
強
化
」
と

言
へ
ば
、
法
整
備
や
兵
器
調
達
、
外

交
の
重
要
性
な
ど
ば
か
り
が
論
じ
ら
れ

る
。
し
か
し
、
自
国
の
歴
史
を
回
顧
し

て
、
そ
こ
か
ら
浮
び
来
る
国
柄
を
守
り

抜
く
決
意
と
信
念
と
が
何
よ
り
も
肝
要

で
あ
る
こ
と
を
、
松
陰
は
我
々
に
教
へ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。 

（
山
梨
大
学
名
誉
教
授
）

低た

れ
て
、
欧
米
列
強
の
為
す
所
に
任ま

か

せ

て
ゐ
る
が
、
歴
史
を
繙ひ

も
と

け
ば
、
上
世
の

天
皇
は
武
威
で
外
国
を
恐
れ
さ
せ
、
慈

し
み
深
い
御
心
で
外
国
人
を
愛
さ
れ

た
。
そ
の
英え

い

圖と

雄ゆ
う

略り
や
く（

優
れ
て
雄
大
な
計

略
）
は
永
遠
に
光
り
輝
い
て
ゐ
る
。
そ
し

て
外
国
の
長
所
を
採
用
し
て
わ
が
国
の

短
所
を
補
ひ
、
わ
が
国
に
無
い
も
の
を

外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
。
こ
の
広
や
か

で
大
い
な
る
思
し
召
し
は
、
後
世
の
我
々

が
規
範
と
す
べ
き
所
で
あ
る
。
鎖
国
は

衰
へ
た
世
に
幕
府
が
採
っ
た
一
時
逃
れ
の

策
だ
。
欧
米
の
先
進
技
術
を
取
り
入

れ
、
国
力
の
強
化
を
図
る
こ
と
こ
そ
今

の
急
務
で
は
な
い
か
。
兵
学
校
を
設
立

し
て
洋
式
軍
事
訓
練
を
行
ひ
、
外
国
語

科
で
欧
米
諸
国
の
原
著
に
よ
る
講
義
を

し
、
俊
才
を
外
国
に
派
遣
し
て
、
学
術

を
修
得
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。〟

松
陰
は
、
わ
が
国
の
あ
る
べ
き
姿
を
、

古
代
の
天
皇
方
が
英え

い

圖と

雄ゆ
う

略り
や
くに
よ
って
四

方
を
統
治
さ
れ
る
「
皇
國
」
に
見
出
し
、

自
身
を
皇
恩
を
蒙
る
「
皇
國
の
民
」
と

し
た
。
数あ

ま

多た

の
藩
の
臣
民
が
、
万
世
一系

の
天
皇
を
元
首
に
戴
く
皇
國
の
民
で
あ

る
と
自
覚
す
る
や
う
に
な
れ
ば
、
尊
厳

あ
る
統
一
国
家
と
し
て
列
強
と
等
し
く

対
峙
で
き
る
は
ず
だ
と
し
た
。

さ
ら
に
「
幽
囚
録
」
の
末
尾
に
、「
延

喜
式
」
の
祈

と
し
ご
ひ
の
ま
つ
り

年
祭
（
稲
の
豊
穣
、
御
代

の
繁
栄
と
国
土
の
平
安
を
祈
る
祭
儀
）
の

祝の
り
と詞
を
掲
げ
て
ゐ
る
。
そ
の
祝
詞
の
中

書
い
て
、
密
航
を
企
て
た
理
由
を
認
め
て

ゐ
る
。
そ
の
序
に
、「
吾
微
賤
な
り
と
雖

も
亦
皇
國
の
民
な
り
、
深
く
理
勢
（
世
の

情
勢
）
の
然
る
（
一
衰
一
盛
あ
る
）
所ゆ

ゑ
ん以

を

知
れ
ば
、
義
と
し
て
身
家
を
顧こ

惜せ
き
し
、
黙も

く

然ぜ
ん

坐ざ

視し

し
て
皇
恩
に
報
ず
る
こ
と
を
思

は
ざ
る
に
忍
び
ず
、
然
ら
ば
則
ち
吾
の
航

海
豈あ

に

已や

む
こ
と
を
得
む
や
、
今
、
事
蹶

つ
ま
づ

き
計
敗
れ
、
退ひ

き
て
圖と

を
按
じ
筆
を
弄ろ

う
し

て
空
論
高
議
す
る
者
と
流り

う

を
同
じ
う
す
、

何
の
羞
恥
か
こ
れ
に
尚く

は
へ
む
」
と
あ
る
。

国
家
の
非
常
時
に
際
会
し
て
、
一
介
の

皇
国
の
民
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
務
め

を
果
た
す
べ
く
、
欧
米
列
強
の
実
情
を

視
察
し
よ
う
と
し
て
、
已
む
な
く
渡
航

禁
止
の
令
を
犯
し
た
。
今
は
囚
は
れ
の

身
と
な
っ
て
空
論
を
叫
び
弄
ぶ
者
と
同

じ
身
の
上
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
上
の
恥
辱

は
な
い
、
と
し
つ
つ
も
、
松
陰
は
眼
前
の

危
機
に
ど
う
向
き
合
ふ
べ
き
か
を
次
の

や
う
に
述
べ
て
ゐ
る
。

〝
今
の
わ
が
国
は
、
膝
を
屈
し
首
を

一
昨
年
の
年
末
に
中
国
の
武
漢
で
発

生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、

瞬
く
間
に
全
世
界
に
広
ま
っ
た
。
こ
の

迅
速
な
感
染
拡
大
は
、
人
や
物
が
地

球
規
模
で
往
来
し
影
響
し
合
ふ
現
代
の

世
界
様や

う

体だ
い

に
起
因
す
る
。
さ
ら
に
は
軍

事
技
術
の
革
新
に
よ
っ
て
、
各
国
は
安

全
保
障
上
の
新
た
な
脅
威
に
曝さ

ら

さ
れ
て

ゐ
る
。
殊
に
我
が
国
は
中
国
や
ロ
シ
ア
、

北
朝
鮮
に
ど
う
対
処
す
る
か
が
喫
緊
の

課
題
と
な
って
ゐ
る
。

そ
こ
で
、
幕
末
期
、
軍
事
力
を
背
景

に
開
国
を
迫
る
欧
米
列
強
か
ら
、
国
の

独
立
を
ど
う
守
る
か
を
思
案
し
行
動
し

た
兵
学
者
の
吉
田
松
陰
の
思
想
を
、
そ

の
著
で
あ
る
「
幽
囚
録
」
か
ら
読
み
取

り
、
外
か
ら
の
脅
威
に
対
処
す
る
に
肝

要
な
も
の
は
何
か
を
考
へて
み
た
い
。

吉
田
松
陰
は
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）、

下
田
沖
の
ア
メ
リ
カ
軍
艦
に
乗
り
込
み
海

外
渡
航
を
企
て
た
が
、
失
敗
し
て
萩
に
送

ら
れ
た
。
そ
の
獄
中
で
「
幽
囚
録
」
を

  

安
全
保
障
上
の
脅
威
に
対
処
す
る
に
肝
要
な
も
の

　   —

吉
田
松
陰
の
「
幽
囚
録
」に
学
ぶ—
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