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抜
手
を
過
ぎ
石
走
る
神
南
備
山
に
朝
宮
に
仕
へ
奉
り
て

青
野
へ
と
入
り
坐
す
見
れ
ば
古
恩
は
ゆ

作
者
未
詳
（
巻
十
三
・
一
三
三
一
〇
）

こ
の
歌
は
、
奈
良
か
ら

吉
野
へ
と
向
か
う
道
行
き

を
、
多
く
の
地
名
を
織
り

込
ん
で
詠
ん
だ
長
歌
で
、

元
正
天
皇
も
し
く
は
聖
武

天
皇
が
平
城
宮
か
ら
吉
野

離
宮
へ
行
幸
し
た
際
の
軟

と
推
定
さ
れ
ま
す
。
「
朝

宮
に
仕
へ
奉
り
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
道
中
で
一
泊

し
て
翌
朝
に
祭
事
を
行
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の

場
所
は
「
神
南
備
山
」
の

あ
る
飛
鳥
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

奈
良
か
ら
飛
鳥
を
経
て

吉
野
を
目
指
す
に
は
、
大

和
平
野
（
奈
良
盆
地
）
を

真
っ
す
ぐ
に
南
下
し
ま

す
。
古
代
に
は
大
和
平
野

を
南
北
に
縦
走
す
る
直
線

道
路
が
三
本
並
行
し
揖
存

在
し
い
西
か
ら
綱
に
下
ツ

道
・
申
ツ
道
・
上
ツ
道
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
歌
の
一
行
も
こ
の
三
通

の
い
ず
れ
か
を
通
過
し
た

と
老
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ

れ
を
知
る
手
か
か
り
と
な

る
の
は
、
軟
に
詠
ま
れ
た

「
穂
積
」
　
「
投
手
」
と
い

う
地
名
で
す
。
穂
積
は
現

在
の
天
理
市
前
栽
町
の
一

帯
に
当
た
り
、
前
栽
町
の

西
辺
に
は
申
ツ
道
の
後
身

で
あ
る
県
道
5
1
号
が
通
り

ま
す
。
投
手
は
現
在
の
田

原
本
町
阪
手
の
一
帯
に
当

た
り
、
下
ツ
道
と
申
ツ
道

に
挟
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

古
代
に
板
手
と
呼
ば
れ
た

地
域
は
さ
ら
に
東
南
に
広

が
っ
て
い
た
ら
し
く
、
中

ツ
道
の
経
由
地
と
み
ら
れ

ま
す
。
よ
っ
て
、
こ
の
歌

の
一
行
は
申
ツ
道
を
通
っ

て
奈
良
か
ら
飛
鳥
へ
向
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す。
で
は
、
な
ぜ
穂
積
と
技

手
が
経
由
地
と
し
て
登
場

す
る
の
で
し
ょ
う
が
。
穂

積
の
推
定
地
の
す
ぐ
南

は
、
元
明
天
皇
が
藤
原
宮

か
ら
平
城
宮
へ
行
幸
し
た

際
に
御
輿
を
止
め
た
場
所

と
し
て
著
名
な
「
長
屋
の

原
」
（
天
理
南
東
井
戸
室
町

・
西
井
声
望
町
一
帯
）
に
当

た
り
、
平
安
時
代
に
藤
原

道
長
が
吉
野
金
華
山
へ
参

話
し
た
際
に
も
こ
の
辺
り

で
宿
泊
し
て
お
り
、
申
ツ

道
の
休
憩
地
点
で
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
一

輝
醗
議

市
金
屋
一
帯
）
を
結
ぶ
古

道
（
保
津
・
撃
道
）
弥

申
ツ
道
と
交
差
す
る
衛

に
当
た
り
ま
す
。
つ
ま
り

こ
の
二
つ
の
地
名
は
、
と

も
に
申
ツ
道
の
重
要
な
中

間
地
点
を
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

（
県
立
万
葉
文
ル
鎧
主
任

研
究
員
・
竹
内
夢

＝
次
回
は
1
5
日

【
訳
】
神
へ
の
捧
げ
物
を
並
べ
る
奈
良
を
出
て
、
水
彩
の
憩
に
出
る

憩
積
に
到
り
、
鳥
を
と
る
絢
を
坂
に
張
る
抜
手
を
過
ぎ
、
川
が
石
走

り
流
れ
る
神
南
偏
の
山
に
、
朝
の
宮
と
し
て
お
仕
え
申
し
て
、
吉
野

へ
と
お
入
り
に
な
る
の
を
見
る
と
、
昔
の
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
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万葉がたIl溺

遷
音
に
も
　
君
が
嘆
く
と
　
聞
き
つ
れ
ば

英
の
み
し
泣
か
ゆ

あ
ひ
思
ふ
わ
れ
は
大
伴
家
持
（
巻
十
九
・
四
三
五
）

こ
の
歌
は
、
大
伴
家
持

が
7
5
0
（
天
平
勝
宝
2
）

年
5
月
2
7
日
（
現
在

で
7
月
9
日
）
に

葉
酸
象
藤
璧
撃
へ

贈
っ
た
歌
で
す
。

「
南
右
大
臣
家
」
と
は
、

藤
原
不
比
等
の
四
人
の
子

を
祖
と
す
る
商
家
・
北
家

・
式
家
・
京
家
の
う
ち
の
商

家
を
指
し
ま
す
。
「
藤
原
二

郎
」
と
は
藤
原
商
家
の
第

二
子
の
意
味
と
み
ら
れ
、 謡

『
続
日
奔
聾
に
よ
れ
ば
当

時
の
右
大
臣
は
武
智
麻
呂

の
子
の
豊
戌
で
あ
り
、
豊

戌
の
第
二
子
と
い
え
ば
経

緯
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
歌

の
相
手
は
家
持
の
「
智
」
と

も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
継
縄
と
は
言
い
難
い

と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
量
坂
の
弟
で
あ
る

仲
麻
呂
（
恵
美
押
勝
）
の
子

・
久
須
麻
呂
で
あ
れ
ば
、
家

持
の
娘
に
求
婚
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
ま
す
が
（
巻
四
・

七
八
六
～
七
九
二
）
、
「
南

右
大
臣
家
藤
原
二
郎
」
と

称
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が

持
た
れ
て
い
ま
す
。

『
万
葉
集
』
に
は
、
「
智
」

が
母
親
を
亡
く
し
た
こ
と

を
知
り
、
家
持
が
こ
の
歌

を
詠
ん
で
見
舞
っ
た
と
あ

り
ま
す
。
こ
の
と
き
家
持

は
、
越
中
国
（
現
在
の
富

山
県
）
の
長
官
と
し
て
当

地
に
赴
任
中
で
し
た
。

「
智
」
は
平
城
京
に
い
た

と
考
え
ら
れ
、
越
中
国
か

ら
平
城
京
へ
、
書
簡
の
か

た
ち
で
送
ら
れ
た
歌
だ
っ

た
の
で
は
な
い
が
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

「
挽
歌
」
と
越
さ
れ
た
長

反
歌
の
中
の
一
首
で
あ

り
、
長
歌
（
巻
十
九
・
四

二
一
四
）
の
最
後
に
は
、

夜
に
梓
弓
の
弦
を
ほ
じ
く

音
の
よ
う
に
、
は
る
か
遠

く
で
悲
報
に
触
れ
、
あ
ふ

れ
る
涙
を
留
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
と
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。
梓
の
木
で
作

ら
れ
た
弓
に
は
魔
除
け

の
呪
力
が
あ
る
と
さ
れ
、

宮
中
警
護
の
際
に
は
そ
の

弦
を
爪
で
は
じ
い
て
鳴
ら

し
た
と
い
い
ま
す
。
「
智
」

は
こ
れ
ら
の
歌
を
ど
ん
な

気
持
ち
で
受
け
取
っ
た
の

で
し
ょ
う
が
。
彼
の
返
信

は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

未
だ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
も
終
息
し
な
い
中
、

こ
の
た
び
の
豪
雨
で
被
害

に
遭
わ
れ
た
皆
様
に
、
お

悔
や
み
と
お
見
舞
い
を
申

し
上
げ
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
指
導

研
究
員
・
井
上
さ
や
か
）

＝
次
回
は
2
9
日

【
訳
】
遠
い
便
り
に
も
あ
な
た
が
嘆
い
て
い
る
と
聞
い
た
の
で
、

し
き
り
に
泣
か
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
同
じ
思
い
を
抱
く
私
は
。
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隠
り
の
み
　
居
れ
ば
い
ぶ
せ
み

慰
む
と
　
出
で
立
ち
聞
け
ば

今
年
は
例
年
よ
り
梅
雨

明
け
が
遅
い
よ
う
で
す

が
、
明
日
香
で
は
先
日

か
ら
セ
ミ
が
鳴
き
始
め
、

梅
雨
明
け
が
近
い
こ
と

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま

し
た
。
日
中
は
ニ
イ
ニ

イ
ゼ
ミ
や
ア
プ
ラ
ゼ
ミ
、

夕
暮
れ
時
に
は
ヒ
グ
ラ

シ
の
鳴
き
声
が
聾
い
て

き
ま
す
。
ヒ
グ
ラ
シ
と
い

え
ば
夏
の
終
わ
り
に
鳴
く

印
象
で
し
た
が
、
真
の
は

じ
め
か
ら
鳴
く
セ
ミ
だ
と

い
う
こ
と
を
知
り
ま
し

た。
こ
の
歌
は
「
大
伴
家
持

の
晩
節
の
歌
」
と
題
さ
れ

た
一
首
で
、
「
晩
壁
と

は
ヒ
グ
ラ
シ
を
指
す
と
み

ら
れ
ま
す
。
中
国
詩
の
影

響
を
受
け
た
極
め
て
特
殊

な
講
で
あ
り
、
家
持
の
教

養
の
高
さ
が
う
か
が
え
ま

す
。
中
国
語
で
は
特
に
秋

の
弱
々
し
い
セ
ミ
が
表
現

釆
鳴
く
蜘

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
セ

ミ
の
鳴
き
声
は
騒
音
と
解

さ
れ
て
い
た
と
も
い
わ
れ

ま
す
。
一
方
㍉
万
葉
歌
で

は
鳴
き
声
が
愛
で
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
歌
の
本
文
に

は
「
日
晩
」
と
記
さ
れ
て

お
り
、
日
暮
れ
に
聞
こ
え

て
く
る
哀
調
を
帯
び
た
ヒ

グ
ラ
シ
の
鳴
き
声
を
ほ
う

ふ
つ
さ
せ
ま
す
。

こ
の
歌
で
は
、
心
を
慰

め
る
た
め
に
家
の
外
に

（
大
伴
家
持
　
巻
八
・
一
四
七
九
）

一
歩
出
た
ら
ヒ
グ
ラ
シ

が
来
て
鳴
い
た
と
あ
る

だ
け
で
、
結
局
心
が
慰
め

ら
れ
た
か
ど
う
か
は
示
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

家
持
は
同
じ
よ
う
な
状

況
を
何
度
も
歌
に
詠
ん

で
お
り
、
紅
葉
や
春
の
花

や
ウ
グ
イ
ス
を
見
る
こ

と
を
心
の
慰
め
と
し
た

こ
と
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
独
り
居
る
こ
と
を
表

現
す
る
こ
と
そ
の
も
の
も

家
持
軟
の
特
徴
と
い
え
ま

す。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

自
宅
な
ど
に
こ
も
る
時
間

が
増
え
た
方
も
多
い
か
と

思
い
ま
す
。
外
出
制
限
や

暗
い
ニ
ュ
ー
ス
の
ス
ト
レ

ス
が
蓄
積
し
、
コ
ロ
ナ
鬱

と
呼
ば
れ
る
症
状
も
生
ま

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
窓

を
開
け
て
外
の
空
気
を
吸

い
、
こ
の
歌
の
よ
う
に
外

界
の
事
象
に
心
を
向
け
る

こ
と
が
で
き
た
ら
、
少
し

は
慰
め
ら
れ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
独
り
居
て
静

か
に
も
の
を
考
え
る
時
間

が
、
心
を
育
む
時
間
と
な

る
こ
と
を
お
祈
り
し
て
い

ます。（
県
立
万
葉
文
化
館
藷
導

研
究
員
・
井
上
さ
や
か
）

＝
次
回
は
8
月
節
目

【
訳
】
隠
っ
て
ば
か
り
い
る
と
う
っ
と
う
し
い
の
で
心
を

慰
め
よ
う
と
、
外
に
立
っ
て
聞
く
と
飛
び
乗
っ
て
鳴
く
蠣
よ
。


