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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
「
朝
日
新
聞
」
の
「
私
の

視
点
」
欄
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
国
兼
秀
二
氏
に
も
お
目
に
お

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
。

「
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
人
が
大
が
か
り
な

そ
ち

園
遊
会
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
快
く
風
は
穏
や
か
だ
〉
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
こ
れ
で
よ
い
の
で
す
が
、
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
合
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
。
八
四
六
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
）
、
序
と
三
八
（
三
二+

二+

四
）
首
の
短
歌
の
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
い
ま
す
が
、
も
っ
と
も
重
要
か
つ
明
確

な
先
行
テ
キ
ス
ト
と
し
て
王
羲
之
の
「
蘭
亭
集
序
」
の
名
が
早
く
か
ら
挙
が
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
作
品
は
書
道
の

手
本
と
し
て
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
て
い
る
こ
と
を
期
待
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
「
梅
花
歌
」
序

ち

し
つ

の
内
容
は
、
字
面
に
表
現
さ
れ
た
限
り
で
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
境
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
語
句
や
構
成
を
借
り
て
そ
う
述
べ
る
の
で
す
が
、
こ
の
場
合
、
単
に
個
々

の
語
句
を
借
用
し
た
の
で
は
な
く
、
原
典
の
文
脈
と
の
相
互
参
照
が
期
待
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
間
テ
キ
ス
ト

性
の
考
え
方
で
す
。
「
蘭
亭
集
序
」
は
、
前
半
に
は
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
。
人
の
感
情
は
時
と
と
も
に
移
ろ
い
、
歓
楽
は
た
ち
ま
ち
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

だ
か
ら
こ
そ
面
白
い
と
も
い
え
る
。
人
は
老
い
や
死
を
避
け
が
た
く
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
時
々
の
感
激
は
切
な
く
、

か
つ
い
と
お
し
い
。
昔
の
人
が
人
生
の
折
々
の
感
動
を
綴
っ
た
文
章
を
読
む
と
、
彼
ら
の
思
い
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ

っ
て
く
る
。
私
が
今
書
い
て
い
る
も
の
も
後
世
の
人
に
そ
う
い
う
思
い
を
起
こ
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
…
…
。

「
梅
花
歌
」
序
に
は
、
人
生
の
奥
深
さ
へ
の
感
慨
は
述
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
続
く
三
二
首
の
短
歌
も
、
〈
春
が

来
た
ら
毎
年
こ
ん
な
ふ
う
に
梅
を
愛
で
て
歓
を
尽
く
し
た
い
も
の
だ
〉（
八
一
五
）
や
ら
、〈
梅
の
花
は
今
が
満
開
だ
。

め

気
の
合
う
も
の
ど
う
し
髪
に
飾
ろ
う
で
は
な
い
か
〉（
八
二
〇
）
や
ら
と
、
呑
気
な
歌
ば
か
り
が
並
ん
で
い
る
の
で
す

の
ん

き
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が
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
旅
人
が
大
宰
府
の
役
人
た
ち
の
教
養
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
「
蘭
亭
集
序
」
を
理
解
し
た
う

え
で
作
歌
す
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
「
蘭
亭
集
序
」
全
体
の
文
脈
を
ふ

ま
え
て
歌
群
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
の
証
拠
に
、
上
記
「
員
外
思
故
郷
歌
」
は

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
や
も
（
八
四
七
）

は

…
…
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
（
八
四
八
）

…
…
空
飛
ぶ
仙
薬
を
服
用
す
る
よ
り
、
都
を
見
れ
ば
ま
た
若
返
る
に
違
い
な
い
。

と
い
う
の
で
す
。
人
は
老
い
を
避
け
が
た
い
と
い
う
内
容
を
引
き
込
ん
で
み
せ
て
い
る
。

し
か
も
、
こ
こ
に
は
強
烈
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
発
せ
ら
れ
て
も
い
る
。
旅
人
に
と
っ
て
平
城
京
は
も
う
都
で
な
い
の

も
同
然
で
、「
都
見
ば
」
と
い
う
仮
定
自
体
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

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

む

ち

ま

ろ

ふ
さ
さ
き

う
ま
か
い

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
が
持
ち
上
が
っ
た
の
で
し
た
。
こ
の

か
ど

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
す
る
よ
り
ほ
か
な
す
す
べ
が
な
か
っ
た
。『
万
葉
集
』

せ
っ

し

や
く
わ
ん

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
や
り
と
り
が
載
っ
て
い
ま
す
。
事
件
は
二
月
、
贈
答
は
十

ご
と
う
の

や

ま

と

ご
と

月
か
ら
十
一
月
で
す
か
ら
、
明
ら
か
に
事
件
を
知
っ
て
か
ら
接
触
を
図
っ
た
の
で
す
。
〈
君
た
ち
の
仕
業
だ
ろ
う
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
ま
し
ょ
う
〉
と
、
き
わ
ど
い
腹
の
探
り
合
い
を
試
み
て
い
る
―
―
あ
る
い
は
、
と
て
も
太
刀

打
ち
で
き
な
い
と
見
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
。

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
（
三
二
八
）

な

ら

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
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
。
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

み

よ
り

依
は
事
件
に
憤
慨
し
な
が
ら
大
宰
府
に
向
か
っ
た
よ
う
で
す
（
五
五
六
）
。
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
事
件
の
の
さ
い
自
経
し
た
、
膳

王
の
作
を

か
し
わ
で
の
お
お
き
み

配
し
て
い
ま
す
（
九
五
四
）
。

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
。

「
梅
花
歌
」
序
と
そ
れ
に
続
く
一
群
の
短
歌
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
四
子
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
い
場
所
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。
王

じ
ゅ
う
り
ん
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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
た
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
。
私
は
年
を
取
り
過
ぎ
て
し
ま
っ

た
…
…
。

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
嫌
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
を
切
り
出
し
て
も
全

て
き
が
い
し
ん

体
が
つ
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
な
の
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
年
号
「
令
和
」
が
〈
権
力
者
の

横
暴
を
許
さ
な
い
し
、
忘
れ
な
い
〉
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
自
分
た
ち
に
突
き
付
け
て
く
る
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
い
と
も
迂
闊
で
あ
っ
て
、
人
の
上
に
立
つ
資
格

う

か
つ

な
ど
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
（
「
迂
闊
」
が
読
め
な
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
二
十
数

年
か
か
っ
て
批
判
し
て
き
た
か
ら
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
）


