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緊
急
寄
稿

「
令
和
」
か
ら
浮
か
び
上
が
る
大
伴
旅
人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

品
田
悦
一

新
し
い
年
号
が
「
令
和
」
と
定
ま
り
ま
し
た
。
典
拠
の
文
脈
を
精
読

す
る
と
、〈
権
力
者
の
横
暴
を
許
せ
な
い
し
、
忘
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
〉

と
い
う
、
お
そ
ら
く
政
府
関
係
者
に
は
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
メ
ッ
セ

ー
ジ
が
読
み
解
け
て
き
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
と

思
い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
文
章
は
あ
る
新
聞
に
投
稿
し
た
も
の
で
す
が
、

ま
だ
採
否
が
決
定
し
な
い
時
点
で
本
誌
編
集
長
國
兼
秀
二
氏
に
も
お
目

に
か
け
た
と
こ
ろ
、
緊
急
掲
載
の
ご
提
案
を
い
た
だ
い
て
寄
稿
す
る
も

の
で
す
。

実
は
、
別
途
こ
れ
を
読
ま
せ
た
友
人
か
ら
ブ
ロ
グ
に
全
文
転
載
し
た

い
と
の
申
し
出
が
あ
り
、
本
誌
五
月
号
が
刊
行
さ
れ
た
ら
と
い
う
条
件

で
同
意
し
た
の
で
す
が
、
友
人
は
そ
の
五
月
号
が
も
う
出
た
も
の
と
早

と
ち
り
し
た
ら
し
く
、
四
月
三
日
の
時
点
で
全
文
掲
載
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
そ
れ
を
見
た
ツ
イ
ッ
タ
ー
た
ち
が
次
々
に
拡
散
し
た
結
果
、
巷

間
で
は
す
で
に
相
当
の
評
判
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

あ
の
文
章
は
四
月
一
日
の
晩
に
大
急
ぎ
で
書
い
た
も
の
で
、
言
い
足

り
な
い
点
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
た
め
、
七
日
か
ら
九
日
に
か
け
て
大
幅

な
書
き
直
し
を
行
な
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
以
下
の
決
定
稿
で
す
。
今
後

は
こ
ち
ら
の
、
進
化
し
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
拡
散
し
て
く
だ
さ
い
。

さ
て
、「
令
和
」
の
典
拠
と
し
て
安
倍
総
理
が
挙
げ
て
い
た
の
は
、『
万

葉
集
』
巻
五
「
梅
花
歌
三
十
二
首
」
の
序
で
あ
り
ま
し
た
。
天
平
二
年

（
七
三
〇
）
正
月
十
三
日
、
大
宰
府
の
長
官
（
大
宰
帥
）
だ
っ
た
大
伴
旅

そ
ち
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人
が
大
が
か
り
な
園
遊
の
宴
を
主
催
し
、
集
ま
っ
た
役
人
た
ち
が
そ
の

と
き
詠
ん
だ
短
歌
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
漢
文
の
序
を
付
し
た
の
で

す
。
そ
の
序
に
「
于
時
初
春
令
月
、
気
淑
風
和
」
の
句
が
確
か
に
あ
り

ま
す
。
〈
折
し
も
正
月
の
佳
い
月
で
あ
り
、
気
候
も
す
が
す
が
し
く
風
は

穏
や
か
だ
〉
と
い
う
の
で
す
。

た
だ
、
お
よ
そ
テ
キ
ス
ト
と
い
う
も
の
は
、
全
体
の
理
解
と
部
分
の

理
解
と
が
相
互
に
依
存
し
あ
う
性
質
を
持
ち
ま
す
。
一
句
だ
け
切
り
出

し
て
も
ま
と
も
な
解
釈
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
の

テ
キ
ス
ト
は
、
最
低
限
、
序
文
の
全
体
と
上
記
三
二
首
の
短
歌
（
八
一
五

～
八
四
六
）
を
含
む
で
し
ょ
う
。
三
二
首
の
直
後
に
は
「
員
外
思
故
郷
歌

両
首
」
が
あ
り
（
八
四
七
・
八
四
八
）
、
さ
ら
に
「
後
追
和
梅
花
歌
四
首
」

も
追
加
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
（
八
四
九
～
八
五
二
）
、
こ
れ
ら
を
も
含
め
た

全
体
の
理
解
が
「
于
時
初
春
令
月
、
気
淑
風
和
」
の
理
解
と
相
互
に
支

え
合
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
現
代
の
文
芸
批
評
で
い
う
「
間
テ
キ
ス
ト
性intertextuality

」

の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
し
か
じ
か
の
テ
キ
ス
ト
が
他
の
テ
キ
ス
ト
と
相

互
に
参
照
さ
れ
て
、
奥
行
き
の
あ
る
意
味
を
発
生
さ
せ
る
関
係
に
注
目

す
る
概
念
で
す
。
当
該
「
梅
花
歌
」
序
は
種
々
の
漢
詩
文
を
引
き
込
ん

で
成
り
立
っ
て
お
り
、
「
令
和
」
の
典
拠
と
さ
れ
た
箇
所
に
も
さ
ら
な
る

典
拠
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
と
し
て
、
早
く
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』
が
指
摘
し
た
と

お
り
、
張
衡
「
帰
田
賦
」（
『
文
選
』
）
に
「
於
是
仲
春
令
月
、
時
和
気
清
」

の
句
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
単
に
辞
句
を
借
用
し
た
と
見
て
済
ま

せ
る
の
で
は
な
く
、
全
文
と
の
相
互
参
照
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
捉
え

る
の
が
、
間
テ
キ
ス
ト
性
の
考
え
方
で
す
。
「
帰
田
賦
」
は
、
官
途
に
見

切
り
を
つ
け
隠
遁
生
活
に
入
る
こ
と
を
述
べ
た
作
品
で
、
末
尾
を
「

苟
い
や
し
く

も
心
を
物
外
に

縦

に
せ
ば
、
安

ん
ぞ
栄
辱
の
如
く
所
を
知
ら
ん
や
」

ほ
し
い
ま
ま

い
づ
く

ゆ

（
心
を
俗
世
の
外
に
放
ち
さ
え
す
れ
ば
、
わ
が
身
の
栄
辱
が
ど
う
な
ろ
う
と
知
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。
原
漢
文
・
以
下
同
じ
）
と
結
び
ま
す
。
明
ら
か
に
老
荘
的

な
脱
俗
の
思
想
で
す
ね
。
俗
塵
に
背
を
向
け
る
と
い
う
発
想
。
文
中
に

は
「
河
の
清
ま
ん
こ
と
を
俟
て
ど
も
未
だ
期
あ
ら
ず
」（
黄
河
の
澄
む
の
を

す

ま

待
っ
て
は
い
る
が
、
ま
だ
そ
の
時
期
は
来
な
い
）
と
い
う
一
節
も
あ
り
、
こ
れ

は
政
界
の
浄
化
が
い
つ
ま
で
も
実
現
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

旅
人
も
老
荘
の
脱
俗
思
想
を
受
容
し
て
い
ま
し
た
。
有
名
な
「
酒
を

讃
む
る
歌
十
三
首
」（
巻
三
・
三
三
八
～
三
五
〇
）
を
読
め
ば
、
は
っ
き

り
分
か
り
ま
す
。
そ
う
い
う
思
想
的
背
景
の
も
と
、
ろ
く
で
も
な

い
俗
世
に
背
を
向
け
る
機
会
と
し
て
梅
花
の
宴
を
企
て
た
の
で
し

ょ
う
。
単
に
春
の
到
来
を
歓
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
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「
梅
花
歌
」
序
の
典
拠
と
し
て
は
、
も
う
一
つ
、
王
羲
之
の
「
蘭

亭
集
序
」
（
「
蘭
亭
序
」
「
蘭
亭
叙
」
と
も
）

も
挙
げ
ら
れ
て
い
て
、
間

テ
キ
ス
ト
性
の
見
地
か
ら
は
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
重
要
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
こ
の
文
章
は
書
道
の
手
本
と
し
て
あ
ま
り
に
有
名
で
す

が
、
文
芸
作
品
と
し
て
も
た
い
そ
う
味
わ
い
深
い
も
の
で
、
「
梅
花
歌
」

序
を
書
い
た
旅
人
も
知
悉
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
読
者
に
も
知
ら
れ

ち

し
つ

て
い
る
こ
と
を
期
待
し
た
は
ず
な
の
で
す
。

「
梅
花
歌
」
序
の
内
容
は
、
表
面
上
は
〈
良
い
季
節
に
な
っ
た
か
ら

親
し
い
者
ど
う
し
一
献
傾
け
な
が
ら
愉
快
な
時
を
過
ご
そ
う
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
そ
の
心
持
ち
を
歌
に
表
現
し
よ
う
。
こ
れ
こ
そ
風
流
と
い

う
も
の
だ
〉
と
い
う
こ
と
に
尽
き
ま
す
。
「
蘭
亭
集
序
」
の
前
半
も
、
会

稽
郡
山
陰
県
な
る
蘭
亭
に
賢
者
が
集
う
て
歓
楽
を
尽
く
そ
う
と
す
る
む

ね
を
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
ま
で
は
「
梅
花
歌
」
序
と
よ
く
似
て
い
ま
す

が
、
後
半
に
は
「
梅
花
歌
」
序
に
な
い
内
容
を
述
べ
ま
す
。
―
―
ひ
と

と
き
の
歓
楽
に
身
を
任
せ
、
満
ち
足
り
て
い
れ
ば
、
老
い
が
迫
っ
て
く

る
よ
う
な
気
が
し
な
い
。
と
は
い
え
こ
の
境
地
に
も
飽
き
て
し
ま
う
と
、

感
情
は
周
囲
の
事
情
に
応
じ
て
移
ろ
い
、
感
興
も
消
え
て
い
く
。
か
つ

て
楽
し
ん
だ
物
事
も
た
ち
ま
ち
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
だ

か
ら
こ
そ
面
白
い
の
だ
と
も
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
し
て
長
寿

も
短
命
も
造
化
の
は
か
ら
い
の
ま
ま
、
つ
い
に
は
死
が
待
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
―
―
古
人
は
「
死
生
は
重
大
事
」
と
言
っ
た
。
な
ん
と
痛

切
な
こ
と
ば
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
折
々
の
感
興
を
綴
っ
た
も
の
を
読
む

た
び
に
、
ま
る
で
割
り
符
を
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
私
の
思
い
と
合
致

し
、
た
と
え
よ
う
も
な
い
感
動
を
覚
え
る
。
後
世
の
人
々
が
今
の
わ
れ

ら
を
見
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
今
の
わ
れ
ら
が
昔
の
人
々
を
見
る
の
と
同

じ
だ
ろ
う
。
時
代
は
移
り
、
事
情
は
異
な
っ
て
も
、
人
が
心
に
抱
く
感

慨
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
一
つ
だ
。
後
世
の
人
々
も
わ
れ
ら
の
書
い
た
も
の

に
共
感
し
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
―
―
。

こ
の
、
後
半
の
内
容
ま
で
が
参
照
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。
老
荘
的
脱

俗
思
想
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
は
み
な
死
を
逃
れ
ら
れ
な
い
。
い

ず
れ
死
ぬ
と
い
う
宿
命
を
背
負
わ
さ
れ
た
人
間
と
人
間
は
、
と
も
に
切

な
い
人
生
を
生
き
る
者
と
し
て
、
時
代
を
超
え
て
分
か
り
合
え
る
。
何

よ
り
も
文
芸
の
力
が
そ
れ
を
保
証
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
の
で
す
。

王
羲
之
を
古
人
と
し
て
慕
っ
た
大
伴
旅
人
も
、
文
芸
が
人
間
ど
う
し

の
共
感
を
繋
ぐ
こ
と
を
信
じ
て
い
た
は
ず
で
す
。
中
国
と
日
本
で
す
か

ら
、
時
代
だ
け
で
な
く
、
国
境
を
も
越
え
た
共
感
―
―
時
空
を
超
え
た

共
感
で
す
。
こ
れ
を
支
え
る
の
は
、
「
国
書
」
と
い
う
よ
う
な
内
向
き
の

発
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
旅
人
の
息
子
で
『
万
葉
集
』
を
完
成
さ
せ
た

と
見
ら
れ
る
大
伴
家
持
も
、
『
万
葉
集
』
を
国
書
だ
な
ど
と
は
ゆ
め
ゆ
め

思
わ
な
か
っ
た
。
東
海
の
島
国
に
暮
ら
し
て
い
て
も
、
わ
れ
ら
の
歌
、
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わ
れ
ら
の
文
化
は
大
陸
と
地
続
き
な
の
だ
と
い
う
の
が
彼
ら
の
意
識
で

し
た
。
東
ア
ジ
ア
と
い
う
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
世
界
を
標
準
と
し
て
物

事
を
考
え
、
表
現
し
て
い
た
の
で
す
。

つ
い
で
に
言
え
ば
、
「
国
書
」
と
い
う
こ
と
ば
は
元
来
は
外
交
文
書
を

意
味
し
て
い
ま
し
た
。
日
本
の
書
物
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

私
の
知
る
限
り
で
は
一
八
八
三
年
（
明
治

）
、
前
年
設
置
さ
れ
た
東
京

16

大
学
文
学
部
附
属
古
典
講
習
科
の
下
部
組
織
が
「
国
書
課
」
「
漢
書
課
」

と
命
名
さ
れ
た
と
き
で
す
。
「
国
書
」
の
語
は
そ
れ
以
前
に
も
一
八
七
七

年
設
立
の
大
学
予
備
門
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

こ
で
は
漢
文
で
書
か
れ
た
書
物
が
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
漢

籍
と
の
分
離
が
曖
昧
で
す
。
「
国
書
」
の
用
語
例
を
洗
い
ざ
ら
い
調
べ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
〈
わ
が
国
の
書
物
〉
と
い
う
物
の
見
方
が
漢

籍
を
排
除
し
て
定
立
す
る
の
は
、
一
八
八
三
年
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思

い
ま
す
。

古
典
講
習
科
の
設
置
は
、
帝
国
憲
法
体
制
の
構
築
と
い
う
国
家
的
課

題
に
向
け
た
人
材
養
成
の
一
環
で
し
た
か
ら
、
「
国
書
」
と
い
う
概
念
は

明
治
国
家
の
国
策
を
背
景
に
生
み
出
さ
れ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

梅
花
歌
群
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
序
自
体
に
は
、
人
生
の
奥
深
さ
に
対

す
る
感
慨
は
述
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
続
く
三
二
首
の
短
歌
も
、

正
月
立
ち
春
の
来
ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を
招
き
つ
つ
楽
し
き
終
へ

む

つ

き

き
た

を

を

め
（
八
一
五
―
―
新
年
を
迎
え
春
が
来
る
た
び
に
、
こ
ん
な
ふ
う
に
梅
を
客

に
迎
え
て
歓
を
尽
く
し
た
い
）

や
ら
、梅

の
花
今
盛
り
な
り
思
ふ
ど
ち
挿
頭
に
し
て
な
今
盛
り
な
り
（
八
二

か

ざ

し

〇
―
―
梅
の
花
は
今
が
満
開
だ
。
気
の
合
う
者
ど
う
し
髪
に
飾
ろ
う
）

や
ら
と
、
呑
気
な
歌
ば
か
り
が
並
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
そ
し
て
そ
れ

の
ん

き

は
、
旅
人
が
大
宰
府
の
役
人
た
ち
の
教
養
の
程
度
に
配
慮
し
て
、
「
帰
田

賦
」
や
「
蘭
亭
集
序
」
を
ふ
ま
え
る
こ
と
ま
で
は
要
求
し
な
か
っ
た
か

ら
で
し
ょ
う
が
、
旅
人
自
身
は
歌
群
の
読
者
が
先
行
テ
キ
ス
ト
の
内
容

を
も
想
起
す
る
よ
う
期
待
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
序
の
末
尾
近
く
の
一

句
「
古
今
夫
れ
何
そ
異
な
ら
む
」
は
「
蘭
亭
集
序
」
の
「
世
殊
な
り
事

そ

こ
と

異
な
り
と

雖

も
、
興
懐
す
る
所
以
は
其
れ
一
に
致
る
」
と
響
き
合
い
ま

い
へ
ど

ゆ

ゑ

ん

そ

い
つ

い
た

す
し
、
上
記
「
員
外
思
故
郷
歌
両
首
」
に
は
、
人
は
老
い
を
避
け
ら
れ

な
い
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
引
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

わ
が
盛
り
い
た
く
く
た
ち
ぬ
雲
に
飛
ぶ
薬
食
む
と
も
ま
た
を
ち
め

は

や
も
（
八
四
七
―
―
わ
た
し
の
身
の
盛
り
は
と
う
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
空

飛
ぶ
仙
薬
を
服
用
し
て
も
若
返
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
）

雲
に
飛
ぶ
薬
食
む
よ
は
都
見
ば
賤
し
き
あ
が
身
ま
た
を
ち
ぬ
べ
し
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（
八
四
八
―
―
空
飛
ぶ
仙
薬
を
服
用
す
る
よ
り
、
都
を
見
れ
ば
こ
の
老
い
ぼ

れ
も
ま
た
若
返
る
に
違
い
な
い
）

第
二
首
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
帰
京
し
て
も
若
返
る
は
ず
な
ど
な
い

こ
と
は
分
か
り
き
っ
て
い
ま
す
か
ら
、「
都
見
ば
…
…
ま
た
を
ち
ぬ
べ
し
」

は
明
ら
か
に
逆
説
で
す
。
「
都
見
ば
」
と
い
う
仮
定
自
体
が
ア
イ
ロ
ニ
ー

な
の
で
あ
り
、
都
な
ど
見
た
く
な
い
と
い
う
底
意
を
読
み
取
る
よ
う
読

者
に
求
め
て
い
る
の
で
す
。

な
ぜ
見
た
く
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
答
え
の
一
つ
は
、

待
つ
人
が
い
な
い
か
ら
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
じ
っ
さ
い
旅
人
は
、

大
宰
府
に
同
伴
し
た
妻
を
着
任
後
ま
も
な
く
亡
く
し
て
い
ま
す
。
帰
任

が
迫
っ
た
こ
ろ
に
は
、

都
な
る
荒
れ
た
る
家
に
ひ
と
り
寝
ば
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か

ね

る
べ
し
（
巻
三
・
四
五
一
―
―
都
に
あ
る
荒
れ
た
家
で
独
り
寝
を
す

る
の
は
、
旅
に
出
て
い
る
の
よ
り
辛
い
に
違
い
な
い
）

と
詠
じ
、
帰
京
後
に
も
、

人
も
な
き
空
し
き
家
は
草
枕
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
り
け
り

（
巻
三
・
四
四
〇
―
―
あ
の
人
が
い
な
い
空
っ
ぽ
の
家
は
、
旅
よ
り
も
辛

い
場
所
な
の
で
あ
っ
た
）

と
慨
嘆
し
て
い
ま
す
か
ら
、
都
で
の
孤
独
な
生
活
を
望
ま
な
か
っ
た
と

い
う
の
は
、
当
人
の
心
境
と
し
て
は
十
分
認
め
ら
れ
る
想
定
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
〈
待
つ
人
も
い
な
い
都
へ
な
ど
今
さ
ら
帰
っ
て

も
し
か
た
な
い
〉
と
歌
え
ば
い
い
も
の
を
、
な
ぜ
〈
都
に
帰
れ
ば
若
返

る
に
違
い
な
い
〉
な
ど
と
屈
折
し
た
物
言
い
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

文
芸
と
い
う
見
地
か
ら
言
っ
て
も
、
亡
妻
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
仏
教
的

無
常
観
と
な
ら
親
和
性
を
持
つ
け
れ
ど
、
梅
花
歌
群
の
背
景
に
あ
る
よ

う
な
老
荘
的
脱
俗
思
想
と
は
結
び
つ
き
に
く
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
浮
上
す
る
の
が
も
う
一
つ
の
答
え
で
す
―
―
「
帰
田
賦
」
に

も
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
、
政
界
の
腐
敗
に
対
す
る
嫌
悪
。

都
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
。
皇
親
勢
力
の
重
鎮
と
し
て
旅
人
が
深
い

信
頼
を
寄
せ
て
い
た
左
大
臣
、
長
屋
王
―
―
平
城
京
内
の
邸
宅
跡
か
ら

大
量
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
も
有
名
な
人
物
―
―
が
、
天
平
元

年
つ
ま
り
梅
花
宴
の
前
年
に
、
藤
原
四
子
（
武
智
麻
呂
・
房
前
・
宇
合

む

ち

ま

ろ

ふ
さ
さ
き

う
ま
か
い

・
麻
呂
）
の
画
策
で
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
、
聖
武
天
皇
の
皇
太
子
を
呪

い
殺
し
た
廉
で
処
刑
さ
れ
る
と
い
う
、
い
と
も
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
事
件

か
ど

が
持
ち
上
が
っ
た
の
で
し
た
。
こ
の
事
件
は
後
に
冤
罪
と
判
明
す
る
の

で
す
が
、
当
時
か
ら
陰
謀
が
囁
か
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
旅
人
も
そ
う

強
く
疑
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
遠
い
大
宰
府
に
あ
っ
て
切
歯
扼
腕

せ
っ

し

や
く
わ
ん

す
る
よ
り
ほ
か
な
す
す
べ
が
な
か
っ
た
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皇
太
子
の
死
と
前
後
し
て
、



- 6 -

聖
武
天
皇
に
は
も
う
一
人
の
皇
子
が
誕
生
し
て
い
ま
し
た
。

県
あ
が
た
の

犬

養

広
刀
自
が
産
ん
だ
安
積
親
王
で
す
。
母
方
の
血
筋
が
藤
原

い
ぬ

か
い
の

ひ
ろ

と

じ

あ

さ

か

で
な
い
親
王
が
ゆ
く
ゆ
く
天
皇
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
藤
原
一
族

は
、
亡
き
皇
太
子
の
母
で
あ
る
と
い
う
口
実
で
夫
人
藤
原
安
宿
媛

ぶ

に
ん

あ
す
か
べ
ひ
め

の
立
后
を
画
策
し
、
ま
ん
ま
と
成
功
し
ま
す
。
光
明
皇
后
で
す
。

光
明
皇
后
が
ま
た
男
子
を
産
め
ば
安
積
親
王
よ
り
上
位
に
ラ
ン
ク

さ
れ
る
と
踏
ん
で
の
画
策
で
あ
り
、
皇
后
に
な
れ
る
の
は
皇
族
の

女
性
だ
け
と
い
う
古
く
か
ら
の
慣
習
を
踏
み
に
じ
っ
て
の
横
車
で

し
た
。
こ
れ
が
八
月
の
こ
と
。
言
い
遅
れ
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も

生
ま
れ
た
て
の
嬰
児
を
皇
太
子
に
し
た
こ
と
自
体
、
藤
原
一
族
の

ご
り
押
し
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

『
万
葉
集
』
の
巻
五
は
作
歌
年
月
日
順
に
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
の

で
す
が
、
梅
花
歌
群
の
少
し
前
、
天
平
元
年
の
と
こ
ろ
に
は
、
旅
人
が

藤
原
房
前
に
「
梧
桐
日
本
琴
」
を
贈
っ
た
と
き
の
書
簡
と
歌
が
載
っ
て

ご
と
う
の

や

ま

と

ご
と

い
ま
す
（
八
一
〇
～
八
一
二
）
。
事
件
は
二
月
、
贈
答
は
十
月
か
ら
十
一
月

で
す
か
ら
、
長
屋
王
事
件
に
続
い
て
光
明
立
后
ま
で
が
既
成
事
実
化
し

た
時
点
で
旅
人
の
ほ
う
か
ら
接
触
を
図
っ
た
の
で
す
。
表
面
上
は
〈
す

ば
ら
し
い
琴
を
入
手
し
ま
し
た
。
そ
の
精
が
夢
に
現
れ
て
、
風
雅
を
解

す
る
人
の
膝
を
枕
に
し
た
い
と
申
し
ま
す
。
貴
殿
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と

存
じ
ま
し
て
、
こ
の
と
お
り
進
呈
い
た
し
ま
す
〉
〈
貴
公
ご
愛
用
の
品
を

下
さ
る
の
で
す
な
。
決
し
て
粗
略
に
は
扱
い
ま
す
ま
い
〉
と
勿
体
ぶ
っ

も
っ
た
い

た
や
り
と
り
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
実
は
〈
ぜ
ん
ぶ
君
た
ち
の
仕
業

と
察
し
は
つ
い
て
い
る
が
、
あ
え
て
そ
の
件
に
は
触
れ
な
い
よ
〉
〈
黙
っ

て
い
て
く
れ
る
つ
も
り
ら
し
い
ね
。
贈
り
物
は
あ
り
が
た
く
頂
戴
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
〉
と
、
き
わ
ど
い
腹
の
探
り
合
い
を
試
み
た
―
―
あ
る

い
は
、
と
て
も
太
刀
打
ち
で
き
な
い
と
観
念
し
て
膝
を
屈
し
た
と
の
見

方
も
あ
り
え
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
と
に
か
く
、
巻
五
に
は
長
屋
王
事

件
の
痕
跡
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

巻
五
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
巻
三
所
収
の
大
宰
少
弐
（
次
席
次
官
）

小
野
老
の
作
、

お
ゆあ

を
に
よ
し
寧
楽
の
都
は
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
が
如
く
今
盛
り
な
り

な

ら

（
三
二
八
）

は
、
何
か
の
用
事
で
し
ば
ら
く
平
城
京
に
滞
在
し
、
大
宰
府
に
帰
還
し

た
と
き
の
歌
で
し
ょ
う
が
、
『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
老
は
天
平
元
年
三

月
、
つ
ま
り
長
屋
王
事
件
の
翌
月
に
従
五
位
上
に
昇
叙
さ
れ
て
い
ま
す

か
ら
、
た
ぶ
ん
こ
の
と
き
は
都
に
い
て
、
聖
武
天
皇
か
ら
直
接
位
を
授

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
す
る
と
、
大
宰
府
に
帰
っ
た
老
は
、
光
明
立
后

の
気
配
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
事
件
後
の
都
の
動
向
を
旅
人
ら
に
語
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
―
―
そ
う
い
う
こ
と
が
行
間
に
読
み
取
れ
る
の
で
す
。



- 7 -

ま
た
巻
四
に
は
、
長
屋
王
の
娘
で
あ
る
賀
茂
女
王
と
大
宰
府
の
官
人
だ

っ
た
大
伴
三
依
と
の
交
情
が
語
ら
れ
て
い
て
、
三
依
は
大
宰
府
に
向
か

み

よ
り

う
前
に
荒
れ
狂
っ
て
い
た
（
五
五
六
）
。
事
件
に
憤
慨
し
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
巻
六
。
歌
を
年
月
日
順
に
配
列
す
る
中
で
天
平

元
年
に
空
白
を
設
け
、
直
前
に
、
長
屋
王
の
嫡
子
で
父
と
と
も
に
自
害

さ
せ
ら
れ
た
、
膳

王
の
作
を
配
し
て
い
ま
す
（
九
五
四
）
。

か
し
わ
で
の
お
お
き
み

こ
れ
ら
は
み
な
、
読
者
に
長
屋
王
事
件
を
喚
起
す
る
仕
掛
け
に
相
違

あ
り
ま
せ
ん
。
偶
然
の
符
合
に
し
て
は
出
来
す
ぎ
て
い
る
。
巻
六
で
は

膳
王
の
歌
の
直
後
か
ら
旅
人
ら
大
宰
府
関
係
者
の
歌
ば
か
り
が
続
き
ま

す
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
『
万
葉
集
』
は
、
旅
人
が
長
屋
王
事
件

の
と
き
遠
い
大
宰
府
に
い
た
こ
と
を
も
読
者
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
す
。

も
う
一
度
梅
花
歌
群
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
「
都
見
ば
賤
し
き
あ
が
身
ま

た
を
ち
ぬ
べ
し
」
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
長
屋
王
事
件
を
機
に
全
権
力
を

掌
握
し
た
藤
原
一
族
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
で
し
ょ

う
。
あ
い
つ
ら
は
都
を
さ
ん
ざ
ん

蹂

躙
し
た
あ
げ
く
、
帰
り
た
く
も
な

じ
ゅ
う
り
ん

い
場
所
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。
王
羲
之
に
と
っ
て
私
が
後
世
の
人
で
あ

る
よ
う
に
、
今
の
私
に
と
っ
て
も
後
世
の
人
に
当
た
る
人
々
が
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
の
人
々
に
訴
え
た
い
。
ど
う
か
私
の
無
念
を
こ
の
歌
群
の
行

間
か
ら
読
み
取
っ
て
欲
し
い
。
長
屋
王
を
亡
き
者
に
し
て
ま
で
や
り
た

い
放
題
を
重
ね
る
彼
ら
の
所
業
が
私
に
は
ど
う
し
て
も
許
せ
な
い
。
権

力
を
笠
に
着
た
者
ど
も
の
あ
の
横
暴
は
、
許
せ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
片
時

も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

年
老
い
た
私
に
で
き
る
こ
と
と
い
え
ば
、
梅
を
愛
で
な
が
ら
し
ば
し
俗

塵
を
離
れ
る
こ
と
く
ら
い
な
の
だ
…
…
。

こ
れ
が
、
令
和
の
代
の
人
々
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
大
伴
旅
人
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
す
。
テ
キ
ス
ト
全
体
の
底
に
権
力
者
へ
の
憎
悪
と

敵
愾
心
が
潜
め
ら
れ
て
い
る
。
断
わ
っ
て
お
き
ま
す
が
、
一
部
の
字
句

て
き
が
い
し
ん

を
切
り
出
し
て
も
全
体
が
付
い
て
回
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
令
和
」
の
文

字
面
は
、
テ
キ
ス
ト
全
体
を
背
負
う
こ
と
で
安
倍
総
理
た
ち
を
痛
烈
に

皮
肉
っ
て
い
る
格
好
で
す
。
も
う
一
つ
断
わ
っ
て
お
き
ま
す
が
、
「
命
名

者
に
そ
ん
な
意
図
は
な
い
」
と
い
う
言
い
分
は
通
り
ま
せ
ん
。
テ
キ
ス

ト
と
い
う
も
の
は
そ
の
性
質
上
、
作
成
者
の
意
図
し
な
か
っ
た
情
報
を

発
生
さ
せ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
か
ら
で
す
。

安
倍
総
理
ら
政
府
関
係
者
は
次
の
三
点
を
認
識
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

一
つ
は
、
新
し
い
年
号
「
令
和
」
と
と
も
に
〈
権
力
者
の
横
暴
を
許
さ

な
い
し
、
忘
れ
な
い
〉
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
飛
び
交
う
時
代
が
幕
を

開
け
、
自
分
た
ち
が
日
々
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
突
き
付
け
ら
れ
る
は
め
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に
な
っ
た
こ
と
。
二
つ
め
は
、
こ
の
運
動
は
『
万
葉
集
』
が
こ
の
世
に

存
在
す
る
限
り
決
し
て
収
ま
ら
な
い
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
よ
り
に
よ

っ
て
こ
ん
な
テ
キ
ス
ト
を
新
年
号
の
典
拠
に
選
ん
で
し
ま
っ
た
自
分
た

ち
は
な
ん
と
も
迂
闊
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
（
「
迂
闊
」
が
読
め
な

う

か
つ

い
と
困
る
の
で
ル
ビ
を
振
り
ま
し
た)

。

も
う
一
点
、
総
理
の
談
話
に
、
『
万
葉
集
』
に
は
「
天
皇
や
皇
族
・
貴

族
だ
け
で
な
く
、
防
人
や
農
民
ま
で
、
幅
広
い
階
層
の
人
々
が
詠
ん
だ

歌
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
と
の
一
節
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
見
方
は
な

る
ほ
ど
三
十
年
前
ま
で
は
日
本
社
会
の
通
念
で
し
た
が
、
今
こ
ん
な
こ

と
を
本
気
で
信
じ
て
い
る
人
は
、
少
な
く
と
も
専
門
家
の
あ
い
だ
に
は

一
人
も
お
り
ま
せ
ん
。
高
校
の
国
語
教
科
書
も
こ
う
し
た
記
述
を
避
け

て
い
る
。
か
く
言
う
私
が
批
判
し
つ
づ
け
た
こ
と
が
学
界
や
教
育
界
の

受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
す
。
安
倍
総
理
―
―
む
し
ろ
側
近

の
人
々
―
―
は
、
『
万
葉
集
』
を
語
る
に
は
あ
ま
り
に
不
勉
強
だ
と
思
い

ま
す
。
私
の
書
い
た
も
の
を
す
べ
て
読
め
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
左
記

の
文
章
は
た
っ
た
一
二
ペ
ー
ジ
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
お
目
通
し
い
た
だ
き

た
い
も
の
で
す
。
東
京
大
学
教
養
学
部
主
催
の
「
高
校
生
の
た
め
の
金

曜
特
別
講
座
」
で
語
っ
た
内
容
で
す
か
ら
、
高
校
生
な
み
の
学
力
さ
え

あ
れ
ば
た
ぶ
ん
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

【
記
】

品
田
悦
一
「
万
葉
集
は
こ
れ
ま
で
ど
う
読
ま
れ
て
き
た
か
、
こ
れ
か

ら
ど
う
読
ま
れ
て
い
く
だ
ろ
う
か
。
」（
東
京
大
学
教
養
学
部
編
『
知
の
フ
ィ

ー
ル
ド
ガ
イ
ド

分
断
さ
れ
た
時
代
を
生
き
る
』
二
〇
一
七
年
八
月
、
白
水
社
）

〈
追
記
〉

安
倍
談
話
以
来
、
「
品
田
の
本
を
読
め
」
と
い
う
声
が
世
間
に

飛
び
交
っ
た
結
果
、
長
ら
く
品
切
れ
状
態
だ
っ
た
旧
著
『
万
葉
集

の
発
明
』
（
二
〇
〇
一
年
、
新
曜
社
）

の
新
装
版
刊
行
が
決
定
し
た
。

〈
補
記
〉

「
帰
田
賦
」
「
蘭
亭
集
序
」
を
引
き
込
ん
で
の
読
み
に
は
先
行

研
究
が
あ
る
が
、
こ
の
戦
闘
的
な
文
章
が
累
を
及
ぼ
す
こ
と
を
危

惧
し
て
、
あ
え
て
私
ひ
と
り
が
矢
面
に
立
つ
形
に
し
た
。
諸
先
学

に
お
か
れ
て
は
筆
者
の
意
を
察
し
て
諒
恕
さ
れ
た
い
。

な
お
、
文
中
で
は
「
令
和
」
を
「
年
号
」
と
称
し
、
「
元
号
」

の
語
を
避
け
た
。
天
皇
は
日
本
国
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
元
首
と
は

認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
元
首
」
の
定
め
る
年
号
と
い
う

再
解
釈
の
も
と
に
「
元
号
」
を
法
制
化
し
た
こ
と
自
体
、
主
権
在

民
の
原
則
に
抵
触
す
る
憲
法
違
反
の
措
置
だ
と
考
え
て
い
る
。


