
2
月
15
日
。

遷せ
ん

都と

の
最さ

い

終
し
ゅ
う

審し
ん

議ぎ

わ
が
国く

に

は

こ
た
び
完か

ん

成せ
い

し
た

大た
い

宝ほ
う

律り
つ
り
ょ
う

令
に
よ
り
、

武む

蔵
さ
し
の

国く
に

秩ち
ち

父ぶ
の

郡こ
お
りが

和わ

銅ど
う

を
献け

ん

じ
た
こ
と
に
よ
り
、

慶け
い

雲う
ん

5
年ね

ん

を
改

あ
ら
た

め

和わ

銅ど
う

元が
ん

年ね
ん

と
改か

い

元げ
ん

。

そ
の
天て

ん

皇の
う

の
も
と
、

60
余よ

の
国く

に

の
下も

と

に

評こ
お
りを

置お

い
た
法ほ

う

に
よ
り

和わ

銅ど
う

元が
ん

（
7
0
8
）
正

し
ょ
う

月が
つ

、

こ
れ
ま
で

「
倭

や
ま
と

」
と
し
て
い
た

国こ
く

号ご
う

を
「
日に

本ほ
ん

」
に

改あ
ら
ため

、

そ
の
国く

に

を
統と

う

治じ

し
た

「
王お

う

」
の
称

し
ょ
う
ご
う号

も

新あ
ら

た
な
君く

ん

主し
ゅ

号ご
う

と
し
て

「
天て

ん

皇の
う

」
と
し
、

こ
の
慶け

い

賀が

に
よ
り
、

従じ
ゅ

二に

位い

不ふ

比ひ

等と

は

正し
ょ
う

二に

位い

に
、

統と
う

治じ

さ
れ
た

国こ
っ

家か

で
あ
る
と

表ひ
ょ
う
め
い

明
し
て
き
ま
し
た
。

従じ
ゅ

六ろ
く

位い

上
じ
ょ
う

多た

治じ

比ひ
の

真ま
ひ
と人

広ひ
ろ

成な
り

は

従じ
ゅ

五ご

位い

下げ

に
昇

し
ょ
う
し
ん進

。

ま
ず
、

先せ
ん

日じ
つ

も
ご
報ほ

う

告こ
く

し
た
よ
う
に
、
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飛あ
す
か鳥

寺で
ら

を
は
じ
め
、

四し

天て
ん

王の
う

寺じ

、
法ほ

う

隆
り
ゅ
う

寺じ

、

す
で
に
唐と

う

と
い
う

国く
に

は
無な

く
、

ご
苦く

労ろ
う

で

あ
っ
た
。

こ
の
女じ

ょ

帝て
い

は
自

み
ず
か

ら
を
弥み

勒ろ
く

菩ぼ

薩さ
つ

の

生う

ま
れ
変か

わ
り
と
称

し
ょ
う

し
、

わ
が
国く

に

も

推す
い

古こ

帝て
い

の
時と

き

か
ら

厩う
ま
や

戸ど
の

皇お
う

子じ

な
ど
の

勧す
す

め
に
よ
り
、

し
か
し
、

30
年ね

ん

ぶ
り
に

唐と
う

に
渡わ

た

っ
た
ら
、

こ
の
都

み
や
こ

に
も
薬や

く

師し

寺じ

や

川か
わ

原は
ら

寺で
ら

、
大だ

い

官か
ん

大だ
い

寺じ

な
ど
を
立た

て
続つ

づ

け
に

建こ
ん

立り
ゅ
うし

て
き
た
が
、

や
っ
と
大た

い

陸り
く

の
国く

に

々ぐ
に

と

対た
い

等と
う

の
国く

に

と
し
て

胸む
ね

を
張は

る
こ
と
が
で
き
る
。

仏ぶ
っ
き
ょ
う

教
を
重お

も

ん
じ

全ぜ
ん

国こ
く

に
寺て

ら

を
造つ

く

り
、

本ほ
ん

日じ
つ

の
議ぎ

題だ
い

と
な
る

遷せ
ん

都と

と
な
る
と

こ
れ
ら
の
寺て

ら

も

遷う
つ

す
の
か
?

則そ
く

天て
ん

武ぶ

后こ
う

と
い
う

女じ
ょ

帝て
い

が
治お

さ

め
る

周し
ゅ
うと

い
う
国く

に

に

代か

わ
っ
て
い
ま
し
た
。

政せ
い

治じ

改か
い

革か
く

や

漢か
ん

字じ

の
改か

い

変へ
ん

な
ど
を

行お
こ
ない

ま
し
た
。
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寺じ

院い
ん

の
こ
と
は

後あ
と

で
皆み

な

さ
ん
に

ご
検け

ん

討と
う

い
た
だ
き

ま
す
が
、

私わ
た
しが

則そ
く

天て
ん

武ぶ

后こ
う

に

お
会あ

い
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
の
は
、

長ち
ょ
う
あ
ん安

城じ
ょ
うの

麟り
ん

徳と
く

殿で
ん

と
い
う
2
0
0
名め

い

も

入は
い

れ
る
よ
う
な

大お
お

き
な
建た

て

物も
の

で
し
た
。

風ふ
う

光こ
う

明め
い

媚び

で
し
た
が

湿し
つ

度ど

が
高た

か

く
、

皇こ
う

帝て
い

の
お
住す

ま
い
や

後こ
う
き
ゅ
う

宮
を
今い

ま

の
と
こ
ろ
に

遷う
つ

し
ま
し
た
。

以い

前ぜ
ん

、
宮

き
ゅ
う
で
ん殿

の

北き
た

側が
わ

に
は
池い

け

が
あ
り
、

そ
の
た
め
か

太た
い

宗そ
う

以い

来ら
い

歴れ
き

代だ
い

皇こ
う

帝て
い

が

病び
ょ
う
き気

が
ち

で
し
た
。

ま
ず
は
な
ぜ
、

こ
の
都

み
や
こ

が
不ふ

都つ

合ご
う

な
の
か
、
そ
こ
か
ら

お
話は

な

し
い
た
し
ま
す
。

皇こ
う

帝て
い

の

玉ぎ
ょ
く

座ざ

が
置お

か
れ
て

い
る
大た

い

明め
い

宮き
ゅ
うは

そ
の
奥お

く

に
あ
っ
て

さ
ら
に
大お

お

き
く
、

案あ
ん

内な
い

役や
く

を

し
て
く
れ
た

官か
ん

人に
ん

に
聞き

い
た

と
こ
ろ
…

そ
の
た
め
、

『
易

え
き
き
ょ
う経

』
な
ど
で

調し
ら

べ
た
と
こ
ろ
、

周し
ゅ
う
い囲

よ
り
は
一い

ち

段だ
ん

と

高た
か

く
造た

か

ら
れ
た

建た
て

物も
の

群ぐ
ん

で
し
た
。

天て
ん

子し

が
お
住す

ま
い
に

な
る
場ば

所し
ょ

と
し
て

ふ
さ
わ
し
く
な
い

と
い
う
こ
と
か
ら

そ
の
話

は
な
し

を
聞き

い
て
、

こ
の
都

み
や
こ

も
似に

て
い
る

と
思お

も

い
ま
し
た
。
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草く
さ
か
べ
の
み
こ

壁
皇
子
、
こ
の
度た

び

の
文も

ん

武む

帝て
い

と
も
若わ

か

く
し
て
お
亡な

く
な
り
に
、

帝み
か
どを

は
じ
め
、

百ひ
ゃ
っ
か
ん

官
、
万ば

ん

民み
ん

の

暮く

ら
し
が
安あ

ん

寧ね
い

で

あ
る
た
め
に
は

亀き

卜ぼ
く

や
筮ぜ

い

竹ち
く

の

占う
ら
ない

で
は

先さ
き

の
持じ

統と
う

帝み
か
ども

も
っ
と
長な

が

く

御ご

壮そ
う

健け
ん

で
い
ら
し
て

い
た
だ
き
た
か
っ
た

の
で
す
が

で
、
そ
の

候こ
う

補ほ

地ち

は
?

遷せ
ん

都と

も
や
む
な
し

で
あ
る
な
。

「
平な

城ら

の
地ち

は

四し

禽き
ん

図と

に
叶か

な

い
、

三さ
ん

山ざ
ん

鎮ち
ん

を
な
す
」

と
あ
り
ま
す
。

こ
の
場ば

所し
ょ

は
、

帝み
か
どが

お
住す

ま
い
に
な
ら
れ
、

政せ
い

務む

を
と
ら
れ
る
場ば

に
は

ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
と

思お
も

わ
れ
ま
す
。

易
え
き
き
ょ
う経

な
ど
で

占
う
ら
な

っ
た
と
こ
ろ
、

こ
の
地ち

が
良よ

い
と

思お
も

わ
れ
ま
す
。

ご
決け

つ

断だ
ん

を
。

平な

城ら

の
地ち

が

最も
っ
とも

良よ

き
処

と
こ
ろ

と

で
ま
し
た
。

「
四
禽
」
と
は
東
西
南
北
の
四
方
を
守
る
神
の
こ
と
（
97
ペ
ー
ジ
※
3
参
照
）。「
三
山
」
と
は
東
の
春
日
山
、
北
の
平
城
山
、
西
の
生
駒
山
を
指
す

亀
の
甲こう
羅ら
の
ひ
び
で
占
う
こ
と

※
2

※
2

※
1

※
1

式
部
省
の
長
官
（
48
ペ
ー
ジ
参
照
）
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3
月
13
日

こ
の
日ひ

大だ
い

規き

模ぼ

な
昇

し
ょ
う

叙じ
ょ

が

行お
こ
なわ

れ
、

午ご

後ご

か
ら
宮

き
ゅ
う
ち
ゅ
う

中
で
祝

し
ゅ
く
え
ん宴

。

そ
の
夜よ

る

、
古こ

麻ま

呂ろ

の
屋や

敷し
き

に

古こ

麻ま

呂ろ

・
真ま

ひ
と人

・
巨こ

勢せ
の

朝あ
そ
ん臣

多た

益や

首す

・

広ひ
ろ

成な
り

・
土は

師じ
の

宿す
く
ね禰

馬う
ま

手て

が
集あ

つ

ま
っ
た
。

従じ
ゅ

四し

位い

下げ

古こ

麻ま

呂ろ

が

式し
き
ぶ
き
ょ
う

部
卿
に
、

従じ
ゅ

四し

位い

上じ
ょ
う

巨こ

勢せ
の

朝あ
そ
ん臣

多た

益や

首す

を

大だ
い

弐に

（
次じ

官か
ん

）
に
任に

ん

命め
い

し
た
。

従じ
ゅ

五ご

位い

下げ

多た

治じ

比ひ
の

真ま
ひ
と人

広ひ
ろ

成な
り

が

下し
も

野
つ
け
の

国く
に

初し
ょ

代だ
い

の

国こ
く

司し

（
守か

み

）
に
、

大だ
い

納な

言ご
ん

・
正

し
ょ
う

二に

位い

の

不ふ

比ひ

等と

が
右う

大だ
い

臣じ
ん

に
、

従じ
ゅ

三さ
ん

位み

粟あ
わ

田た
の

朝あ
そ
ん臣

真ま
ひ
と人

は

大だ
ざ
い
の
そ
ち

宰
帥
に
、

式
部
省
の
長
官
（
48
ペ
ー
ジ
参
照
）

大
宰
府
の
長
官
（
48
ペ
ー
ジ
参
照
）

※
3※

3※
4

※
4
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真ま
ひ
と人

殿ど
の

も

多た

益や

首す

殿ど
の

も

ま
ず
は
古こ

麻ま

呂ろ

殿ど
の

、

式し
き
ぶ
き
ょ
う

部
卿
就し

ゅ
う
に
ん

任
、

わ
し
は

口く
ち

封ふ
う

じ
だ
よ
。

広ひ
ろ

成な
り

殿ど
の

下し
も
つ
け
の野

守か
み

就し
ゅ
う
に
ん

任
お
め
で
と
う
。

そ
う
だ
な
…

や
ら
れ
た
な
。

な
あ
、

多た

益や

首す

殿ど
の

。

口く
ち

封ふ
う

じ
?

や
は
り
、

大だ
い

納な

言ご
ん

で
す
か
。 い

や
、

今き
ょ
う日

か
ら
は

右う

大だ
い

臣じ
ん

か
。

お
め
で
と
う

と
言い

っ
て

よ
い
の
か
…

恐お
そ

ら
く
、

多た

益や

首す

殿ど
の

は
巨こ

勢せ

と
い
う
名め

い

族ぞ
く

の
た
め
の

大だ

宰ざ
い

府ふ

行い

き
だ
の
う
。

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

わ
し
は

い
ず
れ
に

し
て
も
、

ま
さ
か
真ま

ひ
と人

殿ど
の

が

ま
た
大だ

宰ざ
い

府ふ

に
行い

く

こ
と
に
な
ろ
う
と
は

そ
う
じ
ゃ
、

う
る
さ
い
奴や

つ

は
遠と

お

く
に

追お

い
や
ら
れ
る
ん
だ
よ
。

だ
れ
も
予よ

想そ
う

し
て
い
な
か
っ
た
。

真
人
は
持
統
3
（
6
8
9
）
年
、
大
宰
大
弐
（
次
官
）
と
し
て
大
宰
府
で
の
勤
務
経
験
が
あ
っ
た

※

※
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す
べ
て
の
官

か
ん
り
ょ
う僚

の

模も

範は
ん

と
な
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
と

巨こ

勢せ

氏う
じ

の

よ
う
に

わ
し
は
、
当あ

た
り
前ま

え

の

こ
と
を
申も

う

し
上あ

げ
た

ま
で
の
こ
と
。

あ
る
意い

味み

、

口く
ち

封ふ
う

じ
だ
な
。

も
し
く
は
右う

大だ
い

臣じ
ん

に

言い

う
こ
と
を
聞き

か
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
か
だ
。

参ま
い

り
ま
し
た
ね
。

式し
き

部ぶ

を
代だ

い

表ひ
ょ
うす

る

長ち
ょ
う
か
ん

官
と
な
る
と
、

そ
れ
が
、
宮く

内な
い

の

大お
お

方か
た

の
人ひ

と

た
ち
が

知し

る
こ
と
と
な
っ
て
、

古ふ
る

く
か
ら
の

名め
い

家け

は
こ
こ
に
き
て
、

皆み
な

、
肩か

た

身み

の
狭せ

ま

い

思お
も

い
を
す
る
か
、

わ
し
よ
り
つ
ら
い
の
は

古こ

麻ま

呂ろ

殿ど
の

だ
。

そ
れ
と
先せ

ん

日じ
つ

の

房ふ
さ

前さ
き

と
の
一い

っ

件け
ん

も
、

官か
ん

吏り

ら
し
か
ら
ぬ

言い

い
分ぶ

ん

と
取と

ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
。

真ま
ひ
と人

様さ
ま

は
私

わ
た
し

ど
も

菅す
が

原わ
ら

の
民た

み

を
お
気き

遣づ
か

い

い
た
だ
い
た
ば
か
り
に
。

房ふ
さ

前さ
き

と
藤ふ

じ

原わ
ら

一い
ち

族ぞ
く

の

メ
ン
ツ
が
立た

た
な
く

な
っ
た
。

馬う
ま

手て

殿ど
の

、

お
気き

に

な
さ
れ
る
な
。

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に

自じ

由ゆ
う

に
持じ

論ろ
ん

を
述の

べ
る

こ
と
が
難

む
ず
か

く
な
り
ま
す
。

そ
の
報ほ

う

復ふ
く

で

お
と
な
し
く

し
て
い
ろ
と
。
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式し
き
ぶ
き
ょ
う

部
卿
が

先せ
ん

日じ
つ

の
よ
う
な
発は

つ

言げ
ん

を

し
た
ら
問も

ん

題だ
い

と
な
り
、

そ
う
だ
。

恐お
そ

ら
く
右う

大だ
い

臣じ
ん

の

入い
れ

知ぢ

恵え

だ
ろ
う
よ
。

そ
の
後ご

し
ば
ら
く
、

古こ

麻ま

呂ろ

は
式し

き
ぶ
き
ょ
う

部
卿
と
し
て
、

そ
の
重

じ
ゅ
う
せ
き責

を
担に

な

っ
た
。

大だ

宰ざ
い

府ふ

か
ら
で
は

助た
す

け
舟ぶ

ね

も
出だ

せ
ぬ

か
ら
な
。

な
あ
、
大だ

い

弐に

殿ど
の

。

ア
ッ
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
。

官か
ん

位い

を
取と

り
上あ

げ
る

大た
い

義ぎ

名め
い

分ぶ
ん

と
な
る
か
ら

益ま
す

々ま
す

気き

を
つ
け
な
さ
れ
。

わ
し
ら
は
大だ

宰ざ
い

府ふ

で

監か
ん

視し

さ
れ
て
生せ

い

活か
つ

す
る

よ
う
だ
な
。

別わ
か

れ
を
惜お

し
ん
で

そ
の
夜よ

る

は
遅お

そ

く
ま
で

酒さ
け

を
交か

わ

わ
し
た
。

こ
れ
が
古こ

麻ま

呂ろ

と
真ま

ひ
と人

の

最さ
い

後ご

の
別わ

か

れ
と
な
っ
た
。

7
月
15
日

初は
じ

め
て
の
こ
と

で
す
ね
。

こ
の
度た

び

の
人じ

ん

事じ

で

ワ
シ
に
は
8
人に

ん

、

大だ
い

弐に

の
多た

益や

首す

殿ど
の

に
は

4
人に

ん

も
の
護ご

衛え
い

の
従

じ
ゅ
う
し
ゃ者

が

付つ

く
こ
と
と
な
っ
た
。

真
人
は
そ
の
後
、
和
銅
8
（
7
1
5
）
年
に
正
三
位
に
昇
進
し
た
後
、
養
老
3
（
7
1
9
）
年
に
亡
く
な
っ
た

※

※
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穂ほ

積づ
み

親し
ん

王の
う

、

左さ

大だ
い

臣じ
ん

石
い
そ
の
か
み
の上

朝あ
そ
ん臣

麻ま

呂ろ

、

右う

大だ
い

臣じ
ん

藤ふ
じ

原
わ
ら
の

朝あ
そ
ん臣

不ふ

比ひ

等と

、

大だ
い

納な

言ご
ん

大お
お

伴
と
も
の

宿す
く
ね禰

安や
す

麻ま

呂ろ

、

中ち
ゅ
う
な
ご
ん

納
言
小お

野の
の

朝あ
そ
ん臣

毛け

野ぬ

、

阿あ
べ
の倍

朝あ
そ
ん臣

宿す
く

奈な

麻ま

呂ろ

、

中な
か
と
み
の臣

朝あ
そ
ん臣

意お

美み

麻ま

呂ろ

、

左さ

大だ
い

弁べ
ん

巨こ

勢せ
の

朝あ
そ
ん臣

麻ま

呂ろ

、

式し
き
ぶ
き
ょ
う

部
卿
下し

も
つ
け
の野

朝あ
そ
ん臣

古こ

麻ま

呂ろ

を

御ご

前ぜ
ん

に
お
召め

し

に
な
っ
て
、

「
皆み

な

は
心

こ
こ
ろ

に
公こ

う

平へ
い

を
保た

も

ち
、

百ひ
ゃ
く
り
ょ
う

寮
に
率そ

っ

先せ
ん

し
て
務つ

と

め
て
い
る
。

卿き
ょ
うら

の
子し

し々

孫そ
ん

々そ
ん

栄え
い

誉よ

あ
る
地ち

位い

を

保た
も

ち
、
次つ

ぎ

々つ
ぎ

と
継

け
い
し
ょ
う承

し
て
朝

ち
ょ
う
て
い廷

に

仕つ
か

え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

朕ち
ん

は
こ
れ
を
聞き

い
て
、

喜よ
ろ
こび

慰
な
ぐ
さ

め
ら
れ
て
い
る
。

今こ
ん

後ご

も
各か

く
じ
ど
り
ょ
く

自
努
力

し
て
ほ
し
い
」。

皆み
な

が
こ
の
よ
う
で

あ
る
か
ら
天て

ん

下か

平へ
い

民み
ん

に
至い

た

る
ま
で
、

朕ち
ん

が
手て

を
こ
ま
ね
い
て

襟え
り

を
ゆ
っ
た
り
開ひ

ら

い
た

ま
ま
で
も
永え

い

久き
ゅ
うに

平へ
い

和わ

で

い
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、

阿あ
べ
の倍

朝あ
そ
ん臣

宿す
く

奈な

麻ま

呂ろ

は

正し
ょ
う

四し

位い

上じ
ょ
う、

天て
ん

皇の
う

自み
ず
から

、

次つ
ぎ

の
よ
う
な

お
言こ

と

葉ば

が
あ
っ
た
。

下し
も

毛つ
け

野の

朝あ
そ
ん臣

古こ

麻ま

呂ろ

・

中な
か
と
み
の臣

朝あ
そ
ん臣

意お

美み

麻ま

呂ろ

・

巨こ

勢せ
の

朝あ
そ
ん臣

麻ま

呂ろ

に
は

正し
ょ
う

四し

位い

下げ

が
授さ

ず

け
ら
れ
た
。
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さ
ら
に
八

は
っ
し
ょ
う省

、

神じ
ん

祇ぎ

官か
ん

、
武ぶ

官か
ん

な
ど
に

勤き
ん

務む

す
る
上

じ
ょ
う
き
ゅ
う級

官か
ん

吏り

に
は

こ
の
夜よ

る

、
古こ

麻ま

呂ろ

は
一ひ

と
り人

屋や

敷し
き

で

月つ
き

を
見み

な
が
ら
今こ

ん

回か
い

の
昇

し
ょ
う
し
ん進

の

意い

味み

を
考

か
ん
が

え
た
。

「
臣し

ん

下か

が
忠

ち
ゅ
う

義ぎ

で

清き
よ

ら
か
な
心

こ
こ
ろ

を
持も

ち
臣し

ん

下か

と
し
て
子こ

の
よ
う
に
君く

ん

主し
ゅ

に

仕つ
か

え
る
業わ

ざ

を
守ま

も

れ
ば
、

栄え
い

誉よ

と
貴

と
う
と

い
位

く
ら
い

を
受う

け
る
。

わ
し
ら
、

四し

位い

の
者も

の

だ
け
昇

し
ょ
う
し
ん進

し
、

禄ろ
く

を
い
た
だ
い
た
が

何な
ん

の
た
め
だ
？

も
し
心

こ
こ
ろ

が
濁に

ご

り
臣し

ん

下か

と

し
て
の
道み

ち

を
失

う
し
な

っ
た
な
ら
ば

必か
な
らず

や
罪つ

み

や
辱

は
ず
か

め
を
被

こ
う
む

る
」

と
の
詔

み
こ
と
の
りが

あ
っ
た
。

お
と
な
し
く
仕し

事ご
と

を

す
れ
ば
こ
の
よ
う
に
昇

し
ょ
う
し
ん進

で
き
る
ぞ
と
右う

大だ
い

臣じ
ん

か
ら
の

無む

言ご
ん

の
伝で

ん

達た
つ

な
の
だ
ろ
う
か
…

な
ぜ
、
不ふ

比ひ

等と

殿ど
の

は

そ
こ
ま
で
変か

わ
っ
て

し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
…
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古こ

麻ま

呂ろ

殿ど
の

よ
。

先さ
き

の
文も

ん

武む

帝て
い

が

御ご

幼よ
う

少し
ょ
うの

時と
き

、

何な
に

事ご
と

も
古こ

麻ま

呂ろ

に

相そ
う

談だ
ん

す
る
よ
う
に
と

お
っ
し
ゃ
っ
た
時と

き

、

あ
の
天て

ん

智じ

様さ
ま

か
ら

大た
い

織
し
ょ
っ

冠か
ん

の
称

し
ょ
う
ご
う号

と

藤ふ
じ

原わ
ら

の
姓

か
ば
ね

を
い
た
だ
い
た

鎌か
ま

足た
り

の
息む

す

子こ

で
あ
る

私わ
た
しを

差さ

し
置お

き
、

あ
な
た
と
真ま

ひ
と人

殿ど
の

は

こ
の
私

わ
た
し

が
嫉し

っ

妬と

す
る
ほ
ど

優ゆ
う

秀し
ゅ
うす

ぎ
る
の
で
す
。

わ
ざ
わ
ざ
、

帝み
か
どの

お
言こ

と

葉ば

を
お
借か

り

し
て
ま
で
、
そ
な
た
を

諫い
さ

め
て
い
る
の
で
す
。

田い
な
か舎

者も
の

の
そ
な
た
が

選え
ら

ば
れ
る
な
ぞ
、

耐た

え
ら
れ
ぬ
屈

く
つ
じ
ょ
く辱

で
あ
っ
た
。

お
分わ

か
り

い
た
だ
け

ま
し
た
か
…

帝み
か
どは

私
わ
た
し

よ
り
も

そ
な
た
を
選え

ら

ん
で

お
そ
ば
に
置お

か
れ
た
。

私わ
た
しは

い
つ
か
、

そ
な
た
が
藤ふ

じ

原わ
ら

一い
ち

族ぞ
く

の

邪じ
ゃ
ま魔

に
な
る
と
思お

も

う
と

背せ

筋す
じ

が
寒さ

む

く
な
っ
た
…
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そ
な
た
は
、

帝み
か
どを

は
じ
め
、
高こ

う

官か
ん

、

す
べ
て
の
人ひ

と

々び
と

に
対た

い

し
て

裏う
ら

表お
も
ての

な
い
態た

い

度ど

だ
か
ら

好す

か
れ
尊そ

ん

敬け
い

さ
れ
て
い
る
。

和わ

銅ど
う

元が
ん

（
7
0
8
）
年ね

ん

9
月
14
日

こ
れ
も
古こ

麻ま

呂ろ

殿ど
の

や

真ま
ひ
と人

様さ
ま

の
お
蔭か

げ

で
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

元げ
ん

明め
い

天て
ん

皇の
う

が

本ほ
ん

日じ
つ

午ご

前ぜ
ん

中ち
ゅ
うに

菅す
が

原わ
ら

に
行

ぎ
ょ
う
こ
う幸

さ
れ
、

お
か
げ
を

持も

ち
ま
し
て
、

私わ
た
しは

、

あ
た
り
ま
え
の

こ
と
を
し
た
だ
け

で
す
よ
。

古こ

麻ま

呂ろ

殿ど
の

、

菅す
が

原わ
ら

の
土と

地ち

の

者も
の

た
ち
に
代か

わ
り

お
礼れ

い

を
述の

べ
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

し
か
し
、

国く
に

の
政

ま
つ
り
ご
とを

担に
な

う
私

わ
た
し

に
は
…

菅す
が

原わ
ら

の
民た

み

90
戸こ

に

対た
い

し
て
移い

転て
ん

の
保ほ

証し
ょ
うを

し
て
下く

だ

さ
る
内な

い

諾だ
く

を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

新あ
た
らし

い
都

み
や
こ

を

つ
く
る
た
め
に
は
、

庶し
ょ
み
ん民

の
協

き
ょ
う
り
ょ
く

力
は

不ふ

可か

欠け
つ

で
す
。

そ
れ
は
私

わ
た
し

に
は

で
き
ぬ
こ
と
だ
。
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こ
れ
か
ら
が

大た
い

変へ
ん

で
す
よ
。

ま
し
て
、
唐と

う

の
都

み
や
こ

を
参さ

ん

考こ
う

に

新あ
ら
ま
し
の
み
や
こ

益
京
と
い
わ
れ
る
こ
の
都

み
や
こ

よ
り
も

巨き
ょ

大だ
い

な
都

み
や
こ

を
つ
く
る
た
め
に
は

先さ
き

の
大お

お

王き
み

の
皆み

な

様さ
ま

が

お
眠ね

む

り
に
な
る
大お

お

墓は
か

の

改か
い

葬そ
う

も
行

お
こ
な

わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
に
住す

む
人ひ

と

た
ち
が

国く
に

の
考

か
ん
が

え
を
受
け
入い

れ
て

く
れ
な
け
れ
ば

事じ
ぎ
ょ
う業

は
円え

ん

滑か
つ

に

進す
す

み
ま
せ
ん
。

菅す
が

原わ
ら

の
者も

の

を
は
じ
め
、

平な

城ら

の
者も

の

た
ち
も

そ
れ
は
あ
り
が
た
い
!

皆み
な

に
宜よ

ろ

し
く
伝つ

た

え
て

く
だ
さ
い
。

古こ

麻ま

呂ろ

殿ど
の

に
感か

ん

謝し
ゃ

し
て
、

率そ
っ

先せ
ん

し
て
協

き
ょ
う
り
ょ
く

力
し
た
い

と
言い

っ
て
お
り
ま
す
。
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11
月
7
日

2
月
1
日

3
月
5
日

約や
く

束そ
く

ど
お
り
、

菅す
が

原わ
ら

の
住

じ
ゅ
う
み
ん民

90
戸こ

に

移い

転て
ん

補ほ

償し
ょ
うと

し
て
、

麻あ
さ

布ぬ
の

と
米こ

め

が
支し

き
ゅ
う給

さ
れ
た
。

和わ

銅ど
う

2
（
7
0
9
）
年ね

ん

1
月
25
日

筑つ
く
し紫

観か
ん

世ぜ

音お
ん

寺じ

の

完か
ん

成せ
い

が
遅お

く

れ
て
お
り
、

大だ

宰ざ
い

府ふ

か
ら
50
人に

ん

の

人ひ
と

を
出だ

し
早は

や

く
完か

ん

成せ
い

さ
せ
る
よ
う
に
と
の

命め
い

令れ
い

が
出だ

さ
れ
た
。

12
月
5
日

今こ
ん

後ご

、
和わ

同ど
う

開か
い

珎ほ
う

は

銀ぎ
ん

銭せ
ん

で
な
く
銅ど

う

銭せ
ん

を
使し

用よ
う

し
、

贋に
せ

金が
ね

を
造つ

く

っ
た
者も

の

は
極

き
ょ
っ
け
い刑

に

処し
ょ

す
触ふ

れ
が
出だ

さ
れ
た
。

左さ

大だ
い

弁べ
ん

正
し
ょ
う

四し

位い

下げ

巨こ

勢せ
の

朝あ
そ
ん臣

麻ま

呂ろ

を

陸む

奥つ

鎮ち
ん

東と
う

将
し
ょ
う

軍ぐ
ん

に
、

平へ
い

城
じ
ょ
う

宮き
ゅ
うの

地じ

鎮ち
ん

祭さ
い

が

行お
こ
なわ

れ
た
。

民み
ん

部ぶ

大た
い

輔ふ

正
し
ょ
う

五ご

位い

下げ

佐さ
え
き
の伯

宿す
く
ね禰

石い
わ

湯ゆ

を

征せ
い

越え
ち

後ご

蝦え

夷ぞ

将し
ょ
う
ぐ
ん

軍
に
、

内く
ら
の
か
み

蔵
頭
従じ

ゅ

五ご

位い

下げ

紀き
の

朝あ
そ
ん臣

諸も
ろ

人ひ
と

を

副ふ
く

将
し
ょ
う

軍ぐ
ん

に
任に

ん

じ
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古こ

麻ま

呂ろ

殿ど
の

、

陸む

奥つ

と
越え

ち

後ご

の
蝦え

夷ぞ

を

討と
う

伐ば
つ

す
る
た
め
の

軍ぐ
ん

議ぎ

が
行

お
こ
な

わ
れ
た
。

お
判わ

か

り
い
た
だ
け

な
い
か
な
?

わ
し
に
は

わ
か
り
か
ね
る
。

そ
れ
を
な
ん
と
か

せ
ね
ば
な
。

東と
う

山さ
ん

道ど
う

と
北ほ

く

陸り
く

道ど
う

の

双そ
う

方ほ
う

か
ら

ま
さ
に
今い

ま

、

こ
の
時と

き

だ
か
ら

出し
ゅ
っ
ぺ
い

兵
が
必ひ

つ

要よ
う

な
の
だ
と
、

平な

城ら

遷せ
ん

都と

を

急い
そ

い
で
い
る

最さ

中な
か

に
、

で
は
私

わ
た
し

か
ら
。

待ま

っ
て
く
だ
さ
れ
。

な
ぜ
今い

ま

、

蝦え

夷ぞ

に
出

し
ゅ
っ
ぺ
い兵

す
る
の
か
、

そ
の
必ひ

つ

要よ
う

は

な
い
の
で
は

な
い
か
?

先せ
ん

日じ
つ

の
銭ぜ

に

の
改か

い

変へ
ん

な
ど
に
よ
る

モ
ノ
の
値ね

段だ
ん

の
高こ

う

騰と
う

、

さ
ら
に
西さ

い

国ご
く

の
飢き

饉き
ん

。

そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、

多お
お

く
の
民た

み

を
戦

い
く
さ

に

行い

か
せ
る
の
で
す
か
?

そ
の
さ
な
か
に

多た

大だ
い

な
国こ

く

費ひ

を

投と
う

じ
て
の
新

あ
た
ら

し
い

都み
や
こづ

く
り
、

地ち

ほ
う方

で
は
役

や
く

し
ょ所

や

道み
ち

な
ど
を
建け

ん

設せ
つ

す
る

労ろ
う

働ど
う

に
か
り
出だ

さ
れ
、

庶し
ょ
み
ん民

の
不ふ

平へ
い

不ふ

満ま
ん

が

高た
か

ま
っ
て
い
る
と
の

報ほ
う

告こ
く

を
受う

け
て
い
る
。
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わ
た
し
は
、

蝦え

夷ぞ

と
か
東と

う

国ご
く

な
ど
の

話は
な
しを

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

な
ら
ば
、

下し
も
つ
け
の

野
か
ら
は

兵へ
い

を
出だ

さ
ぬ
。

そ
う
い
え
ば
、

古こ

麻ま

呂ろ

殿ど
の

の
育そ

だ

っ
た

東と
う

国ご
く

は
、
少す

こ

し
前ま

え

ま
で

蝦え

夷ぞ

と
同お

な

じ
地ち

の
果は

て

で
し
た
な
。

古こ

麻ま

呂ろ

殿ど
の

、

そ
こ
ま
で
に

し
な
さ
れ
。

こ
れ
は
す
で
に

帝み
か
どに

も
上

じ
ょ
う
そ
う奏

し

決き

ま
っ
た
こ
と
。

罪つ
み

も
な
い
蝦え

夷ぞ

の

人ひ
と

た
ち
を
苦く

る

し
め
る

の
で
す
か
?

な
ぜ
、
罪つ

み

も
な
い
人ひ

と

同ど
う

士し

が

不ふ

要よ
う

な
争

あ
ら
そ

い
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
と

言い

っ
て
お
る
の
だ
!

式し
き
ぶ
き
ょ
う

部
卿
と
し
て
、

下し
も

野
つ
け
の

国く
に

の
守か

み

で
あ
る

多た

治じ

比ひ
の

真ま
ひ
と人

広ひ
ろ

成な
り

に

文ふ
み

を
送お

く

り
そ
う
さ
せ
て

い
た
だ
く
。

だ
か
ら
、

蝦え

夷ぞ

の
肩か

た

を
持も

つ
の
も

仕し

方か
た

な
い
か
。

な
に
!

ふ
ざ
け
る
な
!

勝か
っ

手て

に
な
さ
れ
。

中ち
ゅ
う
し止

は
で
き
ぬ
。

わ
し
は

右う

大だ
い

臣じ
ん

と
し
て

東と
う

国ご
く

諸し
ょ

国こ
く

に

出し
ゅ
っ
ぺ
い

兵
を
命め

い

じ
る
。

不
比
等
の
命
令
で
、
遠
江
（
現
在
の
静
岡
県
西
部
）・
駿
河
・
甲
斐
（
現
在
の
山
梨
県
）・
信
濃
・
上かみ
野つけ・
越
前
（
現
在
の
福
井
県
東
部
）・
越
中
（
現
在
の
富
山
県
）
か
ら
兵
士
が
出
さ
れ
た
が
、
下しも
野つけか
ら
の
出
兵
は
見
送
ら
れ
た
（『
続
し
ょ
く
日に
本ほん
紀ぎ
』
に
は
下
野
の
記
載
は
な
い
）

※

※
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4
月
1
日

4
月
16
日

昔む
か
しか

ら
の
名め

い

家け

の

人ひ
と

た
ち
が
都

み
や
こ

か
ら

離は
な

れ
た
前ぜ

ん

線せ
ん

に

送お
く

り
込こ

ま
れ
た
。

10
代だ

い

の
時と

き

、
同お

な

じ
東と

う

国ご
く

出し
ゅ
っ
し
ん

身
で

大お
お

舎と
ね
り人

と
し
て
近お

う
み江

に
出し

ゅ
っ
し仕

し
、

吉き

備び

総そ
う
り
ょ
う

領
や
下し

も

総
う
さ
の

守か
み

、

陸む

奥つ
の

守か
み

を
歴れ

き

任に
ん

し

従じ
ゅ

四し

位い

下げ

に
ま
で
昇

し
ょ
う
し
ん進

し
た

上か
み

毛つ
け

野の

朝あ
そ
ん臣

男お

足た
り

が

亡な

く
な
っ
た
。

ま
た
、
巨こ

勢せ

、

佐さ
え
き伯

、
紀き

な
ど

こ
の
日ひ

、

日に
っ
し
ょ
く

蝕
が
見み

ら
れ
た
。

彼か
れ

と
は
同お

な

じ

毛け

野の

出し
ゅ
っ
し
ん

身
で
、

右う

大だ
い

臣じ
ん

は

そ
こ
ま
で
し
て

自じ

分ぶ
ん

の
権け

ん

勢せ
い

を

誇ほ
こ

り
た
い
の
か
。

初し
ょ

夏か

に
し
て
は
暑あ

つ

い
日ひ

で
、
夕ゆ

う

方が
た

、

古こ

麻ま

呂ろ

は
い
つ
に
な
く
身か

ら
だ体

に

疲ひ

労ろ
う

感か
ん

を
覚お

ぼ

え
て
い
た
。

年と
し

も
近ち

か

く
若わ

か

い
時と

き

に
は

と
も
に
早は

や

く
官か

ん

人に
ん

と
し
て

採さ
い

用よ
う

さ
れ
る
よ
う
に

励は
げ

ん
だ
仲な

か

間ま

で
あ
っ
た
が
、
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彼か
れ

は
出し

ゅ
っ
せ世

す
る
と

吉き

備び

や
東と

う

国ご
く

、
陸む

奥つ

な
ど
の

国く
に
の
か
み

守
と
し
て
ほ
と
ん
ど

都み
や
こに

い
な
か
っ
た
。

7
月
1
日

9
月
26
日

も
う
少す

こ

し
、

話は
な
しが

で
き
る
機き

会か
い

が

あ
っ
た
ら
よ
か
っ
た

の
だ
が
。

房ふ
さ

前さ
き

と
共と

も

に

藤ふ
じ

原わ
ら

氏う
じ

に
近ち

か

い
立た

ち

場ば

の
人ひ

と

た
ち
が

そ
の
功こ

う

績せ
き

と
し
て
恩

お
ん
し
ょ
う賞

を
受う

け
た
。

上か
み

毛つ
け

野の

朝あ
そ
ん臣

男お

足た
り

の
弟

お
と
う
と、

従じ
ゅ

五ご

位い

上
じ
ょ
う

上か
み

毛つ
け

野の

朝あ
そ
ん臣

安や
す

麻ま

呂ろ

が
陸む

つ
の
か
み

奥
守
に
任に

ん

じ
ら
れ
、

従じ
ゅ

五ご

位い

下げ

藤ふ
じ

原
わ
ら
の

朝あ
そ
ん臣

房ふ
さ

前さ
き

が

東と
う

山さ
ん

・
東と

う

海か
い

の
二に

道ど
う

に
派は

遣け
ん

さ
れ

関せ
き

や
柵さ

く

、
そ
れ
ぞ
れ
の

地ち

域い
き

の
調ち

ょ
う
さ査

を
行い

っ
た
。

諸し
ょ

国こ
く

か
ら
蝦え

夷ぞ

を

打う

つ
た
め
の
兵へ

い

器き

が

出で

羽わ

の
柵さ

く

に
送
ら
れ
た
。

古こ

麻ま

呂ろ

は
、
参さ

ん

議ぎ

・
式し

き
ぶ
き
ょ
う

部
卿
と
し
て
、

こ
の
人じ

ん

事じ

と
そ
の
後ご

の
褒

ほ
う
し
ょ
う賞

に

異い

議ぎ

を
唱と

な

え
た
が
、

す
で
に
十

じ
ゅ
う
ぶ
ん分

な
体

た
い
ち
ょ
う調

で
は
な
く
、

友と
も

と
呼よ

べ
る
人ひ

と

が

亡な

く
な
る
の
は

残ざ
ん

念ね
ん

だ
。

13
日
に
は
兵へ

い

と
武ぶ

器き

を
積つ

ん
だ

越え
ち

前ぜ
ん

・
越

え
っ
ち
ゅ
う中

・
越え

ち

後ご

・
佐さ

渡ど

の

百ひ
ゃ
く
そ
う

艘
に
よ
る
船せ

ん

団だ
ん

が

蝦え

夷ぞ

征せ
い

討と
う

の
根こ

ん

拠き
ょ

地ち

に
送お

く

ら
れ
た
。

近ち
か

頃ご
ろ

は
公こ

う

務む

も

休や
す

み
が
ち
で
あ
っ
た
。

前線基地のこと

※
1

※ 1
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10
月
1
日

こ
の
日ひ

日に
っ
し
ょ
く

蝕
が
あ
っ
た
。

造ぞ
う

平へ
い

城
じ
ょ
う

京
き
ょ
う

司し

に
「
工こ

う

事じ

中ち
ゅ
うに

古こ

墳ふ
ん

が
発は

っ

見け
ん

さ
れ
た
場ば

合あ
い

、

き
ち
ん
と
埋う

め
戻も

ど

し
、

酒さ
け

を
注そ

そ

い
で
祭ま

つ

り
死し

者し
ゃ

の
魂

た
ま
し
いを

慰な
ぐ
さめ

る
よ
う
に
」

26
日
に
は
古こ

麻ま

呂ろ

の

指し

示じ

に
よ
り
、

宮き
ゅ
う
も
ん

門
に
諸し

ょ

国こ
く

の
騎き

兵へ
い

5
0
0
人に

ん

が
整せ

い

列れ
つ

し
、

薩さ
つ

摩ま
の

国く
に

の
隼は

や

人と

1
8
8
人に

ん

が
朝

ち
ょ
う
て
い廷

に

参さ
ん

内だ
い

す
る
儀ぎ

式し
き

が
行

お
こ
な

わ
れ

古こ

麻ま

呂ろ

は
そ
の
夜よ

る

、

胸む
ね

に
苦く

る

し
さ
を
覚お

ぼ

え
、

翌よ
く

日じ
つ

か
ら
起お

き
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
。

と
の
命め

い

令れ
い

が
出で

た
と
い
う
古こ

麻ま

呂ろ

の

要よ
う

望ぼ
う

が
聞き

き
入い

れ
ら
れ
た
こ
と
や
、

隼は
や

人と

に
対た

い

し
て

失し
つ

礼れ
い

の
な
い
対た

い

応お
う

が

行お
こ
なわ

れ
た
こ
と
な
ど
が

11
日

現
在
の
鹿
児
島
県
西
部

※
2

※
2
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自じ

宅た
く

で
休や

す

ん
で
い
る

古こ

麻ま

呂ろ

の
下も

と

に

報ほ
う

告こ
く

さ
れ
た
。

こ
れ
も
以い

前ぜ
ん

古こ

麻ま

呂ろ

が
帝

み
か
ど

に

お
願ね

が

い
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

12
月
5
日

28
日
に
は
、

「
遷せ

ん

都と

の
た
め
の
移い

じ
ゅ
う住

な
ど
で
人じ

ん

民み
ん

が

動ど
う

揺よ
う

し
て
お
り
、
朕ち

ん

は
大た

い

そ
う
哀あ

わ

れ
を

感か
ん

じ
る
た
め
、
今こ

年と
し

の
調

ち
ょ
う

と
租そ

（
税ぜ

い

）
を

免め
ん

じ
る
こ
と
と
し
た
」
と
い
う
、

詔み
こ
と
の
りが

下く
だ

さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
要よ

う

望ぼ
う

は
、

恐お
そ

ら
く
右う

大だ
い

臣じ
ん

が

我わ

が
願ね

が

い
に
答こ

た

え
て

く
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

元げ
ん

明め
い

天て
ん

皇の
う

が

平
へ
い
じ
ょ
う
き
ゅ
う

城
宮
に
行

ぎ
ょ
う
こ
う幸

さ
れ
た

報ほ
う

告こ
く

を
受う

け
た
。

き
っ
と
私

わ
た
し

が
病

や
ま
い

に

伏ふ

し
て
い
る
の
を

哀あ
わ

れ
と
思お

も

っ
て
く
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

古こ

麻ま

呂ろ

は
そ
の
夜よ

る

、

天て
ん

皇の
う

の
行

ぎ
ょ
う
こ
う幸

に
随ず

い

行こ
う

し
て

菅す
が

原わ
ら

の
地ち

を
訪

お
と
ず

れ
た

夢ゆ
め

を
見み

た
。
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秋あ
き

に
は
富ふ

士じ

山さ
ん

が
見み

え
る

田た

ん
ぼ
で
の
稲い

ね

刈か

り
、

そ
し
て
、

馬う
ま

で
綺

か
む
は
た
の

文あ
や

人ひ
と

、
伊い

須す

美み
の

阿あ

比ひ

登と

と

3
人に

ん

で
菅す

が

原わ
ら

か
ら
山や

ま

背し
ろ

を
駆か

け
抜ぬ

け
、

夢ゆ
め

の
中な

か

の
古こ

麻ま

呂ろ

は
30
代だ

い

で
、

佐さ

久く

良ら

や
小ち

い

さ
な
わ
が
子こ

た
ち
が

下し
も

野つ
け

の
屋や

敷し
き

で
楽た

の

し
そ
う
に

食し
ょ
く
じ事

を
し
て
い
た
。

近お
う
み江

の
海う

み

の
ほ
と
り
か
ら

下し
も
つ
け野

を
目め

指ざ

し
、

東と
う

山さ
ん

道ど
う

を
ひ
た
す
ら

走は
し

っ
て
い
る
夢ゆ

め

を
見み

た
。

ま
た
、
遠と

お

く
筑つ

く
ば波

山や
ま

を
望の

ぞ

み
な
が
ら
、

衣き
ぬ

川が
わ

（
鬼き

怒ぬ

川が
わ

）
で
長

ち
ょ
う

男な
ん

の
虫む

し

麻ま

呂ろ

と

ア
ユ
釣つ

り
を
し
て
い
る
。

冬ふ
ゆ

に
は
雪ゆ

き

を
か
ぶ
っ
た

補ふ

陀だ

洛ら
く

山さ
ん

を
背は

い

景け
い

に
、

下し
も
つ
け野

薬や
く

師し

寺じ

に
参さ

ん

拝ぱ
い

に

行い

っ
た
こ
と
が

走そ
う

馬ま

灯と
う

の

よ
う
に
次つ

ぎ

か
ら
次つ

ぎ

へ
と

頭あ
た
まの

中な
か

を
駆か

け
抜ぬ

け
た
。

男
体
山
の
こ
と

※

※
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ど
れ
く
ら
い

眠ね
む

っ
て
い
た
か

わ
か
ら
な
い

時じ

間か
ん

が
過す

ぎ
、

す
べ
て

な
つ
か
し
い
、

下し
も

野つ
け

の
こ
と

で
あ
っ
た
。

目め

が
覚め

め
た
古こ

麻ま

呂ろ

の

視し

界か
い

に
は
、
佐さ

久く

良ら

や
子こ

供ど
も

、

孫ま
ご

た
ち
の
顔か

お

が
見み

え
た
。

皆み
な

と
、
楽た

の

し
か
っ
た

若わ
か

い
こ
ろ
の
こ
と
を

思お
も

い
出だ

し
て
お
っ
た
。

わ
た
し
た
ち
の

ふ
る
さ
と
、

東ひ
が
しの

飛あ
す
か鳥

へ

帰か
え

り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
は
よ
う

ご
ざ
い
ま
し
た
な
。

古こ

麻ま

呂ろ

様さ
ま

、

何な
に

か
楽た

の

し
い
夢ゆ

め

で
も

見み

て
い
ま
し
た
か
。 笑わ

ら

っ
て
お
い
で

で
し
た
よ
。
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そ
う
だ
な
、

楽た
の

し
い
日ひ

び々

で
あ
っ
た
。

あ
り
が
と
う
…
。

12
月
20
日
、

参さ
ん

議ぎ

・
式し

き
ぶ
き
ょ
う

部
卿
大だ

い

将
し
ょ
う

軍ぐ
ん

正し
ょ
う

四し

位い

下げ

下し
も
つ
け
の野

朝あ
そ
ん臣

古こ

麻ま

呂ろ

の

人じ
ん

生せ
い

の
幕ま

く

が
下お

り
た
。
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遷せ
ん

都と

は
目も

く

前ぜ
ん

で

こ
れ
か
ら
さ
ら
に

議ぎ

論ろ
ん

し
よ
う
と

思お
も

っ
て
い
た

矢や

先さ
き

だ
っ
た
の
に
。

残ざ
ん

念ね
ん

だ
。

そ
な
た
が
信し

ん

心じ
ん

し

集あ
つ

め
た
経

き
ょ
う
て
ん典

や

ま
た
、
一い

っ
し
ょ緒

に

酒さ
け

を
飲の

み
な
が
ら
唐と

う

の

話は
な
しが

し
た
か
っ
た
な
…

良よ

き
友と

も

で
、

良よ

き
敵

か
た
き

で
あ
っ
た

朋ほ
う

友ゆ
う

が
い
な
く

な
る
と
は
。

仏ほ
と
けを

祀ま
つ

る
た
め
の

下し
も

野つ
け

寺で
ら

を
平

へ
い
じ
ょ
う城

の
都

み
や
こ

に

造つ
く

れ
る
よ
う
に

い
た
し
ま
す
る
。

古こ

麻ま

呂ろ

殿ど
の

が
希き

望ぼ
う

し
て
い
た
よ
う
に

一い
っ
し
ょ緒

に
唐と

う

に
渡わ

た

っ
て

み
た
か
っ
た
…

古こ

麻ま

呂ろ

殿ど
の

、

安あ
ん

心し
ん

し
て

お
休や

す

み
な
さ
れ
。

大だ

宰ざ
い

府ふ

で
訃ふ

報ほ
う

を
聞き

い
た

粟あ
わ

田た
の

朝あ
そ
ん臣

真ま
ひ
と人

こ
れ
で
、
都

み
や
こ

の
中な

か

で

右う

大だ
い

臣じ
ん

に
意い

見け
ん

を
言い

え
る

漢お
と
こが

い
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
…

残ざ
ん

念ね
ん

だ
。
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今こ
ん

後ご

は
不ふ

比ひ

等と

と

藤ふ
じ

原わ
ら

一い
ち

族ぞ
く

に

気き

を
付つ

け
ね
ば

な
ら
ぬ
な
…

お
わ
り
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