
伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用

鐘　

江　

宏　

之

は
じ
め
に

　

律
令
制
社
会
に
お
け
る
文
書
取
り
扱
い
の
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
は
、
八
世
紀
の
大
宝
令
制
下
か
ら
養
老
令
制
下
に
か
け
て
の
時
期
に
関
し

て
は
、
多
く
の
史
料
が
残
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者
も
、
こ
れ
ま
で
八
世
紀
以
降
の
文
書
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
様
相
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
点
を
検
討
し
て
き
た
。
八
世
紀
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
正
倉
院
文
書
や
木
簡
な
ど
の
史
料
か
ら
、
文
書

を
使
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
処
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
唐
に
お
け
る
状
況
と
の
比
較
に
つ
い
て
も
、

吐
魯
番
や
敦
煙
の
出
土
文
書
と
、
日
本
の
正
倉
院
文
書
や
出
土
文
字
資
料
を
使
っ
て
、
書
類
の
取
り
扱
い
に
お
け
る
具
体
的
な
相
違
点
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
大
宝
令
施
行
以
前
の
七
世
紀
と
な
る
と
、
研
究
状
況
は
一
変
す
る
。
八
世
紀
で
は
正
倉
院
文
書
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
具

体
的
な
様
相
が
わ
か
っ
た
が
、
七
世
紀
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
実
物
の
紙
の
文
書
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
残
さ
れ
て
い
る
実
物
史

料
と
し
て
は
木
簡
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
木
簡
も
決
し
て
多
く
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
残
存
状
況
は
八
世
紀
の
木
簡
に

　
　
　
　

伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
九



　
　
　
　

伊
場
遺
跡
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簡
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み
る
七
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紀
の
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書
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簡
利
用
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鐘
江
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七
〇

比
べ
れ
ば
は
る
か
に
点
数
が
少
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
七
世
紀
に
お
い
て
は
八
世
紀
に
比
べ
て
文
書
利
用
の
普
及
の
度
合
い

が
ま
だ
低
か
っ
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
も
と
も
と
使
わ
れ
た
書
類
の
絶
対
量
が
少
な
い
た
め
に
、
残
っ
た
も
の
の
量

も
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
史
料
が
少
な
い
中
で
は
あ
る
が
、
七
世
紀
の
木
簡
に
見
ら
れ
る
文
書
の
取
り
扱
い
の
様
相
に
は
、
八
世
紀
と
は
異
な
る

特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
年
紀
の
あ
り
方
や
文
書
の
書
式
の
点
で
、
八
世
紀
に
広
く
見
ら
れ
る
方
式
と
は
異
な
り
、
年
号
を
使
わ
ず
干
支
で

　
　
　
　
　
　
　

ヨ　

年
紀
を
扱
っ
た
り
、
八
世
紀
に
は
解
式
で
書
か
れ
る
上
申
文
書
が
、
別
な
様
式
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
前
白
様
式
で
記
さ
れ
て
い
た
り
す
る
の

煙
・
こ
れ
ま
で
す
で
に
明
・
か
に
さ
れ
て
き
た
占
崩
で
あ
る
・
こ
れ
ら
の
特
徴
に
関
し
て
は
・
大
宝
令
施
行
以
前
に
は
・
朝
鮮
半
島
か
ら
日

本
列
島
に
伝
わ
っ
た
木
簡
を
使
う
文
化
が
基
盤
と
な
っ
て
、
書
類
を
作
成
す
る
技
術
が
展
開
し
て
お
り
、
い
わ
ば
朝
鮮
半
島
方
式
を
基
に

し
た
技
術
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
宝
令
以
降
は
、
同
時
代
の
唐
の
方
式
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し

て
、
技
術
の
基
準
を
切
り
替
え
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぢ　

　

七
世
紀
代
の
文
書
の
扱
い
に
は
、
そ
の
時
代
性
を
と
ら
え
る
上
で
の
独
自
の
要
素
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
残
さ
れ
た
文
書
の
少
な
い
中

で
も
、
こ
の
点
を
追
究
す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
点
で
、
七
世
紀
代
の
木
簡
を
積
極
的
に
利
用
し
た
研
究
が
進

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
だ
研
究
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
は
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
七
世
紀
の
木
簡
を
利
用
し

て
、
こ
う
し
た
文
書
取
り
扱
い
技
術
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
要
素
を
読
み
取
ろ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

中
心
と
し
て
取
り
上
げ
た
木
簡
は
、
静
岡
県
浜
松
市
の
伊
場
遺
跡
で
出
土
し
て
い
る
七
世
紀
代
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
に
絞
っ

た
。
地
方
に
お
け
る
木
簡
か
ら
、
七
世
紀
の
地
方
に
お
け
る
文
書
技
術
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
評
の
行
政
の
現

場
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
材
料
と
な
り
、
八
世
紀
に
お
け
る
郡
家
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
差
異
を
考
え
る

材
料
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
七
世
紀
に
お
け
る
行
政
制
度
の
全
国
的
な
展
開
を
見
直
す
材
料
と
も
な
る
と
考
え
る
。
七
世
紀
か
ら
八
世



紀
に
か
け
て
整
備
さ
れ
て
い
く
律
令
制
に
基
づ
く
行
政
機
構
の
歴
史
的
展
開
を
考
え
る
上
で
、
中
央
か
ら
伝
播
し
た
と
考
え
ら
れ
る
地
方

で
の
技
術
が
、
七
世
紀
後
半
の
時
期
に
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
七
世
紀
の
政
治
体
制
を
評
価
し
直
す
材

料
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
号
木
簡
と
帳
簿
処
理

　

伊
場
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
第
三
号
木
簡
は
、
干
支
で
年
を
記
し
て
お
り
、
ま
た
「
五
十
戸
」
や
「
月
生
」
の
記
載
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
七
世
紀
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
木
簡
の
釈
文
を
掲
げ
て
お
く
（
釈
文
は
『
静
岡
県
史
』
に
よ
る
）
。

゜
麗
年
正
月
生
吉
柴
江
五
±
欠
若
［
］

　
　
　
　
　
　
　
　

〔
倭
力
〕

・
口
口
口
三
百
岩
束
若
口
部
口
口

（いσ

潤B
y）

~
卜
。
⑩
×
ω

　

こ
の
木
簡
の
冒
頭
の
文
字
は
お
そ
ら
く
「
辛
巳
年
」
で
あ
り
、
天
武
天
皇
十
年
（
六
八
一
）
を
さ
す
年
紀
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
五

十
戸
」
は
全
国
で
見
つ
か
っ
て
い
る
七
世
紀
後
半
の
木
簡
で
は
、
天
武
天
皇
十
二
年
（
六
八
三
）
以
降
に
は
「
里
」
に
切
り
替
え
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア　

い
く
。
浄
御
原
令
の
部
分
的
な
先
行
的
施
行
に
よ
る
表
記
の
切
り
替
え
と
す
る
考
え
方
が
す
で
に
出
さ
れ
て
お
り
、
「
五
十
戸
」
は
「
里
」

表
記
へ
の
切
り
替
え
以
前
の
、
地
方
行
政
組
織
の
表
記
法
で
あ
る
。
月
の
朔
日
を
表
す
「
月
生
」
の
語
も
、
七
世
紀
代
に
は
い
く
つ
か
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

例
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
八
世
紀
に
な
る
と
見
ら
れ
な
く
な
る
表
記
法
で
あ
る
。

　

内
容
は
、
天
武
天
皇
十
年
正
月
十
日
に
、
柴
江
五
十
戸
の
「
若
…
…
」
と
い
う
人
物
が
、
三
百
三
十
束
の
も
の
に
何
ら
か
の
関
与
を
し

　
　
　
　

伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
一



伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）

七
二

　図1　伊場遺跡第3号木簡

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
の
文
書
に
お
い
て
、
束
で
数
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
稲
や
野
菜
類
が
考
え
ら
れ
る
が
、

文
書
管
理
さ
れ
る
情
報
と
し
て
や
り
と
り
の
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
稲
の
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
だ
ろ
う
。

　

三
百
三
十
束
と
い
う
量
は
、
も
し
稲
の
出
挙
に
関
わ
る
束
数
だ
と
す
る
と
、
一
人
が
一
年
で
借
り
受
け
た
量
と
は
考
え
が
た
い
。
天
平

十
一
年
（
七
三
九
）
の
備
中
国
大
税
負
死
亡
人
帳
を
参
考
に
す
る
と
、
出
挙
の
一
人
あ
た
り
の
分
量
は
百
八
十
四
束
ま
で
の
範
囲
に
お
さ

　
　
　
　
　
　
　

ま
っ
て
お
り
、
な
お
か
つ
こ
の
帳
簿
で
束
数
の
多
い
死
亡
者
の
場
合
に
は
、
数
値
の
操
作
に
よ
っ
て
多
量
の
負
債
と
さ
れ
た
可
能
性
が
あ



　
　
　
　
　
　
　
　

り　

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
実
際
の
借
り
受
け
量
が
三
百
束
に
達
す
る
こ
と
は
、
＝　

単
位
程
度
の
規
模
で
な
い
と
あ
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
木
簡
に
記
さ
れ
た
稲
の
束
数
は
、
一
応
、
戸
単
位
の
も
の
と
想
定
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
の
木
簡
の
書
式
は
、
干
支
年
紀
に
始
ま
る
年
月
日
記
載
の
後
に
、
稲
の
や
り
と
り
を
し
た
人
名
と
稲
の
束
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
年

月
日
の
後
に
、
個
人
名
と
束
数
を
記
す
書
式
は
、
七
世
紀
の
他
の
遺
跡
で
の
事
例
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
書
式
の
似
た
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ユ

て
、
次
に
掲
げ
る
屋
代
遺
跡
群
第
＝
二
号
木
簡
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
2
参
照
）
。

・
戊
戌
年
八
月
廿
日

　
　

宍
部
口
口
口
口　

　
　
　
　
　

〔
廿
ヵ
〕　
　
　
　

〔
大
万
廿
ヵ
〕

酒
人
部
口
荒
馬
口
束
酒
人
部
口
ロ
ロ
束

寵
部
口
人
部
嫉
罪
ハ
人
部
万
呂

㎝
α
㎝
×
ω
刈
×
心

　

戊
戌
年
は
文
武
天
皇
二
年
（
六
九
八
）
に
あ
た
り
、
七
世
紀
末
の
木
簡
で
あ
る
。
こ
の
木
簡
の
場
合
に
は
、
複
数
名
を
挙
げ
て
、
各
人

名
ご
と
に
束
数
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
廿
束
と
い
う
数
値
は
、
一
度
の
出
挙
の
際
に
一
人
が
借
り
受
け
る
分
量
と
し
て
は
、
問
題
の
な
い

数
値
で
あ
る
。
一
枚
の
木
簡
に
、
八
月
二
〇
日
に
あ
っ
た
稲
の
や
り
と
り
を
、
複
数
名
分
ま
と
め
て
記
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

複
数
名
分
の
稲
を
合
計
す
る
と
、
全
体
と
し
て
は
一
〇
〇
束
以
上
の
数
の
情
報
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
八
月
廿
日
は
、
秋
の
収
穫

時
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、
出
挙
稲
の
収
納
に
関
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
日
の
稲
の
や
り
と
り
を
日
付
を
記
し
た
一
枚
の
木
簡
に
記
録
す
る
方
法
が
、
大
宝
令
施
行
よ
り
も
前
の
木
簡
の
事

例
と
し
て
、
複
数
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
一
日
の
稲
の
や
り
と
り
が
、
こ
の
木
簡
の
中
に
記
さ
れ
た
分
の
み
と
考
え
る
必
要
は

な
く
、
八
月
二
〇
日
に
別
な
複
数
名
に
関
す
る
木
簡
が
作
ら
れ
た
こ
と
も
考
え
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
収
納
の
時
期
に
は
、
稲
の
返
納

が
た
く
さ
ん
あ
り
、
木
簡
に
書
か
れ
る
情
報
も
一
枚
で
済
む
と
は
考
え
が
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
木
簡
を
使
っ
て
、
「
一
件

　
　
　
　

伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
三



伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）

図2　屋代遺跡群第13号木簡（右）

　　平城京第7号木簡（左）

※平城京第7号木簡の写真は、奈
　良文化財研究所の提供による。

七
四

の
記
録
」
と
し
て
残
さ
れ
た
単
位
情
報
が
、
後
に
一
年
分
の
情
報
を
ま
と
め
て
帳
簿
と
し
て
整
理
さ
れ
る
際
の
も
と
と
な
っ
て
い
く
と
考

え
ら
れ
る
。

　

伊
場
遺
跡
第
三
号
木
簡
に
関
し
て
は
、
そ
の
形
態
も
注
目
さ
れ
る
。
報
告
書
で
は
長
さ
二
八
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
、
上
下
端
が
完
全
に

残
っ
て
は
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
写
真
版
で
み
る
限
り
は
、
上
下
と
も
に
こ
の
形
の
も
の
と
し
て
加
工
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
も
と
も
と
こ
の
形
態
で
作
ら
れ
て
い
る
完
形
品
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
二
八
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
長
さ
は
、
若



干
短
め
で
は
あ
る
が
天
平
尺
の
一
尺
の
長
さ
に
近
い
。
ま
た
、
幅
は
二
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
、
こ
ち
ら
は
一
寸
に
相
当
す
る
。
長
さ
一
尺
、

幅
一
寸
の
目
安
で
作
ら
れ
た
木
簡
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
規
格
品
と
し
て
、
量
産
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
寸
法
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
規
格
の
そ
ろ
っ
た
カ
ー
ド
化
さ
れ
た
木
簡
と
し
て
、
一
件
一
件
の
情
報
を
記
録
し
た
も
の
が
作
成
さ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヨ

平
川
南
氏
は
、
出
挙
関
連
の
木
簡
の
規
格
性
に
着
目
し
た
が
、
こ
の
木
簡
も
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
注
目
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
木
簡
は
さ
ら
に
、
下
端
部
に
近
い
場
所
に
表
面
か
ら
裏
面
に
貫
通
す
る
孔
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
孔
は

複
数
の
木
簡
を
綴
じ
る
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
同
じ
形
態
の
木
簡
を
複
数
綴
じ
合
わ
せ
て
使
う
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
綴
じ
方
の
類
例
と
し
て
は
、
長
屋
王
家
木
簡
に
お
け
る
伝
票
木
簡
の
一
群
が
あ
る
。
伊
場
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
時
点

で
は
、
長
屋
王
邸
宅
跡
は
ま
だ
発
掘
調
査
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
伊
場
木
簡
に
お
け
る
こ
う
し
た
孔
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ

て
は
い
な
か
っ
た
が
、
長
屋
王
家
木
簡
が
見
つ
か
り
、
そ
の
中
に
お
け
る
伝
票
木
簡
の
利
用
の
仕
方
の
検
討
が
進
ん
だ
現
時
点
で
は
、
類

似
性
を
考
慮
に
入
れ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　

長
屋
王
家
木
簡
に
お
い
て
は
、
食
料
米
を
管
理
し
て
い
る
部
署
で
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
木
簡
群
が
大
量
に
見
つ
か
っ
て
お
り
、

食
料
支
給
に
関
わ
る
伝
票
と
し
て
の
機
能
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
次
の
よ
う
な
様
式
で
あ
る
（
図
2
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

受
稲
積

・
竹
野
王
子
大
許
進
米
三
升

・　
　
　
　
　

六
日
百
嶋

一
。
。
ω
×
・
。
ω
×
り　

（
平
城
京
木
簡
第
七
号
）

　

こ
の
よ
う
な
、
支
給
対
象
者
．
支
給
量
．
日
付
・
支
給
責
任
者
と
い
っ
た
情
報
を
、
一
枚
の
木
簡
に
記
録
し
、
孔
を
あ
け
て
綴
じ
て
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　

に　

理
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
伝
票
木
簡
と
み
ら
れ
る
内
容
を
持
つ
も
の
に
は
、
下
端
に
近
い
場
所
か
、
も
し
く
は
上
端
に
近
い
場
所
に
表

伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）

七
五



伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）

七
六

面
か
ら
裏
面
へ
貫
通
す
る
孔
が
あ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
孔
に
紐
を
通
し
て
綴
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
枚
一
枚
の
木
簡
を
情
報
力
ー
ド

の
よ
う
に
使
い
、
綴
じ
合
わ
せ
て
カ
ー
ド
群
か
ら
な
る
帳
簿
と
し
、
こ
れ
を
さ
ら
に
大
型
の
平
面
を
持
つ
木
簡
や
紙
を
利
用
し
て
別
な
帳

簿
に
仕
立
て
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
伊
場
木
簡
第
三
号
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
位
置
に
孔
が
あ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
綴
じ
合

わ
せ
て
使
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど

　

木
簡
を
利
用
し
た
書
類
の
技
術
は
、
七
世
紀
の
う
ち
に
、
あ
る
方
式
の
も
の
が
す
で
に
広
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
、
大
宝

律
令
制
が
施
行
さ
れ
た
後
に
新
た
な
要
素
が
加
え
ら
れ
た
り
、
別
な
方
式
で
塗
り
替
え
て
い
っ
た
り
し
た
と
み
ら
れ
る
。
長
屋
王
家
木
簡

は
八
世
紀
前
半
の
霊
亀
・
和
銅
年
間
の
も
の
と
み
ら
れ
、
伊
場
木
簡
第
三
号
の
ほ
う
が
数
十
年
先
行
し
て
い
る
。
し
か
も
、
地
方
社
会
に

お
い
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
同
様
の
手
法
は
天
武
天
皇
一
〇
年
（
六
八
一
）
以
前
に
中
央
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、

地
方
で
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
長
屋
王
家
木
簡
の
伝
票
木
簡
の
よ
う
な
情
報
管
理
の
方
法
が
、
天
武
天
皇
期

に
は
、
中
央
は
も
ち
ろ
ん
、
地
方
社
会
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
伝
票
木
簡
の
よ
う
な
方
法
は
、

大
宝
律
令
の
導
入
を
契
機
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
前
に
、
す
で
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
が
、

木
簡
利
用
の
体
系
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
点
で
あ
る
。

二　

第
一
＝
号
木
簡
と
照
合
の
た
め
の
利
用

　

伊
場
遺
跡
出
土
の
第
二
十
一
号
木
簡
は
、
一
一
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
長
大
な
も
の
で
、
表
裏
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
て
い
る

（
図
3
・
図
4
）
。
両
面
と
も
に
数
段
に
わ
た
っ
て
記
述
が
続
き
、
各
段
で
は
書
き
出
し
を
そ
ろ
え
る
な
ど
、
段
組
を
意
識
し
た
帳
簿
の
様

式
と
い
う
こ
と
が
で
き
麺
。
釈
文
は
図
の
脇
に
掲
げ
た
通
り
で
あ
る
が
、
人
名
が
列
記
さ
れ
、
各
人
名
の
下
に
「
椋
」
（
ク
ラ
）
や
「
屋
」



と
い
う
文
字
が
記
さ
れ
、
そ
の
下
に
コ
」
や
「
二
」
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
釈
読
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
面
が
表
で
ど
ち
ら

が
裏
と
は
判
断
で
き
な
い
た
め
、
以
下
の
考
察
で
は
、
仮
に
A
面
、
B
面
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
面
を
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
の
木
簡
の
記
さ
れ
方
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
ど
ち
ら
の
面
も
各
段
ご
と
に
右
か
ら
左
へ
と
人
名
が
書
か
れ
て
い
っ
た
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。
縦
の
行
は
段
が
異
な
る
と
そ
ろ
っ
て
は
お
ら
ず
、
段
ご
と
に
ま
と
め
て
記
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
A
の
面
の
内
容
で

み
れ
ば
、
駅
評
人
と
し
て
は
、
語
部
三
山
、
語
部
口
古
、
軽
部
足
石
の
三
名
が
該
当
し
、

伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）

そ
の
次
に
加
口
口
五
十
戸
人
が
続
け
て
列
挙
さ

　
　

れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

人
名
を
列
挙
し
て
い
く
歴
名
様
の
記
載
は
、

　
　

右
か
ら
左
へ
と
い
う
並
べ
方
を
原
則
に
し

）図3　伊場遺跡第21号木簡（A面

て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
年
代
に
関
し
て
は
、
「
駅
評
人
」

「
加
口
口
五
十
戸
人
」
と
い
う
記
載
か
ら

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
駅
評
」
に
関

し
て
は
、
「
駅
郷
」
と
す
る
見
解
も
出
さ

れ
て
は
い
た
が
、
「
五
十
戸
」
と
の
関
係

か
ら
は
、
「
駅
評
」
と
し
て
年
代
的
に
矛

盾
は
な
く
、
字
画
か
ら
も
そ
の
ま
ま
の
釈

読
で
よ
い
と
考
え
る
。
「
評
」
と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
宝
令
施
行
よ
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
七



　
　

伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）

「
里
」
表
記
に
統
一
さ
れ
て
い
く
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

い
だ
ろ
う
。

図4　伊場遺跡第21号木簡（B面）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
八

前
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
五
十
戸
」
は

近
年
出
土
し
て
い
る
七
世
紀
代
の
木
簡
の
表

記
か
ら
す
る
と
、
持
統
天
皇
元
年
（
六
八

　
　
　
　
　
　

お　

七
）
が
下
限
で
あ
る
。
す
で
に
、
天
武
天
皇

十
二
年
（
六
八
三
）
か
ら
十
四
年
（
六
八

五
）
に
か
け
て
、
「
里
」
表
記
を
取
り
入
れ

た
荷
札
木
簡
も
あ
る
が
、
天
武
天
皇
十
二
年

か
ら
持
統
天
皇
元
年
の
間
、
表
記
が
並
行
し

て
い
た
と
み
れ
ば
、
お
お
む
ね
は
、
「
五
十

戸
」
か
ら
「
里
」
へ
と
い
う
移
行
の
過
程
に

あ
り
、
持
統
天
皇
三
年
（
六
八
九
）
の
浄
御

原
令
施
行
以
降
、
な
い
し
は
同
四
年
（
六
九

〇
）
に
作
成
さ
れ
た
庚
寅
年
籍
以
降
は
、

こ
の
木
簡
の
年
代
は
、
遅
く
と
も
六
九
〇
年
ま
で
の
も
の
と
考
え
て
お
い
て
よ

　

こ
の
木
簡
は
、
現
在
ま
で
の
解
釈
と
し
て
は
、
椋
と
屋
を
記
載
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
欠
け
て
い
る
部
分
も
あ
る
こ
と
か
ら

考
え
る
と
、
一
郡
規
模
に
相
当
す
る
量
の
情
報
量
と
み
て
、
伊
場
遺
跡
の
所
在
す
る
敷
智
郡
の
椋
と
屋
を
書
き
上
げ
た
も
の
と
す
る
見
解

　
　
　
　
　
　

じ

が
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
規
模
で
「
椋
」
（
ク
ラ
）
が
一
郡
内
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う
点
に
は
、
や
や
疑
問
が
持
た
れ



る
。
個
人
名
の
あ
と
に
「
椋
二
」
と
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
二
棟
も
個
人
所
有
し
て
い
る
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
む
し

ろ
個
人
持
ち
の
ク
ラ
を
記
し
た
と
は
考
え
な
い
見
方
も
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

B
面
の
記
載
の
中
に
、
四
段
目
の
「
日
下
部
口
木
椋
二
今
作
」
の
ほ
か
、
も
う
一
つ
現
存
の
一
段
目
の
右
か
ら
二
人
目
に
も
「
今
口
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
「
今
作
」
は
椋
を
現
在
造
営
中
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
日
下
部
口
木
は
、
椋
を
二
棟
造
営
中
と
い

う
こ
と
に
解
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
個
人
が
椋
を
一
度
に
二
棟
造
営
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一

棟
は
造
営
済
み
で
、
も
う
一
棟
が
造
営
中
だ
と
い
う
見
方
も
で
き
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
「
今
作
」
は
椋
一
棟
に
か
か
る
記
述
で
あ
る
ほ

う
が
望
ま
し
い
。

　

こ
の
木
簡
の
記
載
の
あ
り
方
か
ら
す
る
と
、
「
椋
二
」
と
「
今
作
」
が
と
も
に
「
日
下
部
口
木
」
に
か
か
っ
て
い
る
と
み
た
ほ
う
が
よ

さ
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
が
「
椋
二
」
と
い
う
情
報
に
関
わ
り
、
な
お
か
つ
個
人
が
「
今
作
」
と
い
う
情
報
に
関
わ
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
す
る
と
、
椋
や
屋
の
所
有
を
書
き
上
げ
た
の
で
は
な
く
、
個
人
が
「
今
作
」
の
よ
う
な
作
業
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
記
し

た
も
の
と
考
え
た
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
人
々
が
「
椋
」
や
「
屋
」
の
造
営
作

業
に
ど
の
程
度
従
事
し
た
の
か
を
書
き
上
げ
た
も
の
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
椋
や
屋
が
実
際
に
何
棟
建
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
造
営
に

従
事
し
た
延
べ
日
数
を
個
人
ご
と
に
書
き
上
げ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
木
簡
を
記
し
た
時
点
の
日
に
従
事
し
て
い
た
者
に
つ

い
て
は
、
「
今
作
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
見
方
で
考
え
る
と
、
こ
の
木
簡
は
、
支
配
下
の
人
々
を
労
働
に
駆
り
出
し
た
回
数
に
つ
い
て
書
き
上
げ
た
帳
簿
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
七
世
紀
に
お
け
る
地
方
で
の
労
働
徴
発
と
そ
の
管
理
に
つ
い
て
の
、
貴
重
な
史
料
で
あ
る
可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
。
現
段

階
で
、
こ
の
よ
う
な
見
方
の
で
き
る
史
料
が
他
に
あ
ま
り
な
く
、
あ
く
ま
で
可
能
性
を
示
す
に
と
ど
め
た
い
が
、
こ
う
し
た
見
方
か
ら
の

内
容
の
追
究
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）

七
九



伊
場
遺
跡
出
髭
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）

［
］

刑
部
真
口
布
・

金
刺
部
富
止
布
手
・

　
　

も
ヵ　

酒
人
口
布
手
・

図5伊場遺跡第21号木簡（A面）
　　第2段部分（右）と第5段部分（左）

　
［
］
布
手

　
　
　

マ
マ　

金
刺
舎
入
真
清
布
手
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
⇔

　

こ
の
木
簡
に
お
い
て
、
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
個
人
ご

と
の
記
載
の
末
尾
に
あ
る
「
一
」
「
二
」
と
釈
読
さ
れ
て
い
る

部
分
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
も
の
も
、
右
下
が
り
に
記
さ
れ
て
お

り
（
図
5
参
照
）
、
「
＝
「
二
」
と
い
う
文
字
を
書
い
た
と
す

る
に
は
、
疑
問
も
持
た
れ
る
。
人
名
の
字
画
を
見
る
と
、
横
画

は
お
お
む
ね
水
平
に
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
「
一
」
「
二
」
が

右
下
が
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
漢
字
で
「
一
」
「
二
」
と
書

い
た
も
の
と
は
別
趣
旨
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点

で
、
他
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
類
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、

屋
代
遺
跡
群
出
土
の
第
一
〇
号
木
簡
の
記
載
が
共
通
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（ω

m。
@）

{
（
b
。
巽
）
×
（
ω
卜
。
）
×
㎝

こ
の
木
簡
は
、
人
名
を
記
し
た
あ
と
に
「
布
手
」
と
記
し
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
右
下
が
り
の
点
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
右
下
が
り
の
点



は
、
伊
場
遺
跡
第
二
一
号
木
簡
の
コ
」
「
二
」
よ
り
も
、
傾
き
が
大
き
い
た
め
、
「
一
」
と
み
る
こ
と
な
く
釈
読
の
段
階
で
す
で
に
合
点

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
布
手
」
が
信
濃
特
産
の
麻
布
の
生
産
に
関
す
る
労
働
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
労
働
徴
発
の
チ
ェ
ッ

ク
の
際
の
合
点
の
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
人
名
の
下
に
労
働
の
種
類
を
書
き
、
そ
の
下
に
合
点
を
記
す
こ
と
で
チ
ェ
ッ
ク
し
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め
り

見
方
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
見
解
を
深
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

屋
代
遺
跡
群
第
一
〇
号
木
簡
で
は
、
〈
人
名
＋
「
布
手
」
＋
右
下
が
り
の
点
V
と
い
う
ひ
と
ま
と
ま
り
の
情
報
は
、
一
気
に
書
か
れ
た

伊
場
遺
跡
出
上
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
嗣
（
鐘
江
）

図6　屋代遺跡群第10号木簡
　　全体（右）と2段目の部分（左）

八
一



　
　
　
　

伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
二

も
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
あ
ら
か
じ
め
〈
人
名
＋
「
布
手
」
〉
と
い
う
情
報
を
記
し
た
木
簡
が
用
意
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
作
業
現
場
で

チ
ェ
ッ
ク
が
な
さ
れ
て
〈
右
下
が
り
の
点
〉
が
追
記
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
墨
の
濃
淡
は
、
墨
痕

の
残
り
具
合
か
ら
で
は
判
別
が
つ
か
な
い
た
め
、
あ
く
ま
で
記
載
の
さ
れ
方
か
ら
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
木
簡
を
記
し
た
段
階
で
、

〈
人
名
＋
「
布
手
」
＋
右
下
が
り
の
点
〉
と
い
う
情
報
を
複
数
名
分
に
わ
た
っ
て
、
一
気
に
書
き
上
げ
た
と
い
う
見
方
が
で
き
る
。
こ
の

解
釈
に
基
づ
け
ば
、
〈
右
下
が
り
の
点
〉
は
合
点
な
の
で
は
な
く
、
度
数
を
示
す
記
号
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

伊
場
遺
跡
第
一
＝
号
木
簡
の
右
下
が
り
の
「
＝
「
二
」
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。
「
椋
」
や
「
屋
」
に
つ
い
て
一
度
の
労

働
を
行
っ
た
か
、
二
度
の
労
働
を
行
っ
た
か
と
い
う
、
度
数
を
示
し
た
一
本
線
も
し
く
は
二
本
線
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
屋

代
遺
跡
群
第
一
〇
号
木
簡
は
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
木
簡
を
含
む
層
位
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
七
世
紀
代
の
も
の
で
あ
る
可
能

性
も
考
え
ら
れ
、
遅
く
と
も
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
う
ち
に
年
代
観
が
お
さ
ま
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
七
世
紀
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
文
書

利
用
の
方
法
が
八
世
紀
初
頭
ま
で
残
る
こ
と
は
、
先
の
伝
票
木
簡
の
よ
う
な
事
例
か
ら
十
分
考
え
ら
れ
、
こ
の
右
下
が
り
の
記
号
も
、
伊

場
遺
跡
第
二
一
号
木
簡
と
屋
代
遺
跡
群
第
一
〇
号
木
簡
と
で
同
様
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

七
世
紀
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
（
あ
る
い
は
七
世
紀
段
階
ま
で
の
う
ち
と
み
て
も
よ
い
の
だ
が
）
、
人
々
の
労
働
徴
発
な
ど
の
記

録
の
上
で
、
人
名
を
列
記
し
て
書
き
上
げ
て
い
く
と
い
う
、
同
じ
よ
う
な
書
式
が
広
く
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
。
大
宝
令

施
行
以
前
の
段
階
で
の
文
書
記
録
の
様
式
が
う
か
が
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
労
働
徴
発
の
管
理
の
あ
り
方
を
考
察
し
て
い
く
上
で
の
史
料

と
な
る
点
が
重
要
だ
ろ
う
。
現
時
点
で
労
働
徴
発
に
関
わ
る
点
の
理
解
を
深
め
て
い
く
用
意
は
不
十
分
な
た
め
、
そ
の
観
点
か
ら
の
考
察

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。



お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
伊
場
遺
跡
出
土
の
第
三
号
木
簡
と
第
二
一
号
木
簡
を
主
に
扱
い
な
が
ら
、
八
世
紀
の
文
書
処
理
技
術
に
つ
な
が
る
要
素
の

一
部
が
、
七
世
紀
の
地
方
社
会
で
す
で
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
大
宝
令
の
施
行
前
と
施
行
後
で
は
、
文
書
の
書
式
の
点

で
大
き
な
変
化
が
あ
り
、
断
絶
し
て
い
る
部
分
も
大
き
い
が
、
書
類
を
使
う
技
術
と
し
て
は
、
七
世
紀
に
す
で
に
広
ま
っ
て
い
る
も
の
を

基
盤
と
し
て
整
備
さ
れ
て
き
た
面
も
大
き
い
。

　

本
稿
は
、
こ
う
し
た
点
を
具
体
的
に
検
討
す
る
前
提
と
な
る
史
料
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と

い
う
点
で
、
一
つ
の
試
論
と
し
て
組
み
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
、
七
世
紀
に
お
け
る
文
書
の
利
用
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
た
め
の

い
く
つ
か
の
論
点
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
史
料
が
少
な
い
た
め
に
言
及
で
き
な
か
っ
た
点
は
多
い
が
、
地
方
社
会
に
お

け
る
文
書
利
用
を
考
え
る
上
で
は
、
個
別
の
木
簡
の
再
検
討
を
さ
ら
に
進
め
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
も
同
様
の
検
討
を
進
め
た
い
。

註
（
1
）　

鐘
江
「
計
会
帳
に
見
え
る
八
世
紀
の
文
書
伝
達
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
ニ
ー
二
、
一
九
九
三
年
二
月
）
、
鐘
江
「
諸
国
正
税
帳
の
筆
記
と
書
生
」

　
　

（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
七
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月
）
、
鐘
江
「
律
令
行
政
と
民
衆
へ
の
情
報
下
達
」
（
『
民
衆
史
研
究
』
六
五
、
二
〇

　
　

〇
三
年
五
月
）
な
ど
。

（
2
）　

鐘
江
「
計
会
帳
作
成
の
背
景
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
五
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
＝
月
）
。

（
3
）　

岸
俊
男
「
木
簡
と
大
宝
令
」
（
『
木
簡
研
究
』
二
、
一
九
八
〇
年
一
一
月
、
の
ち
岸
『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
」
、
塙
書
房
、
一
九
八
八
年
一
月
）
。

（
4
）　

東
野
治
之
「
木
簡
に
現
れ
た
「
某
の
前
に
申
す
」
と
い
う
形
式
の
文
書
に
つ
い
て
」
（
東
野
『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
、
塙
書
房
、
一
九
八
三
年

　
　
　

伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
三



伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
文
書
木
簡
利
用
（
鐘
江
）

八
四

　
　

三
月
）
、
早
川
庄
八
「
公
式
様
文
書
と
文
書
木
簡
」
（
『
木
簡
研
究
』
七
、
一
九
八
五
年
一
一
月
、
の
ち
早
川
『
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
』
、
吉
川
弘

　

文
館
、
一
九
九
七
年
五
月
）
。

（
5
）　

鐘
江
宏
之
「
七
世
紀
の
地
方
木
簡
」
（
『
木
簡
研
究
』
二
〇
、
一
九
九
八
年
一
一
月
）
。

（
6
）　

舘
野
和
己
「
律
令
制
の
成
立
と
木
簡
」
（
『
木
簡
研
究
』
二
〇
、
一
九
九
八
年
一
一
月
）
。

（
7
）　

鬼
頭
清
明
『
律
令
国
家
と
農
民
』
、
塙
書
房
、
｝
九
七
九
年
九
月
。

（
8
）
東
野
治
之
「
天
智
紀
に
み
え
る
「
月
生
」
の
語
に
つ
い
て
」
（
『
万
葉
』
八
一
、
一
九
七
三
年
六
月
、
の
ち
改
稿
し
東
野
『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の

　
　

研
究
』
、
塙
書
房
、
一
九
七
七
年
九
月
）
。

（
9
）　

「
大
日
本
古
文
書
』
第
二
巻
、
二
四
七
1
二
五
二
頁
。

（
1
0
）　

舟
尾
好
正
「
出
挙
の
実
態
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
史
林
』
五
六
－
五
、
｝
九
七
三
年
九
月
）
。

（
1
1
）　

釈
文
は
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
i
『
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
発
掘
調
査
報
告
書
五
四　

上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報

　
　

告
書
二
八　

更
埴
条
里
遺
跡
・
屋
代
遺
跡
群
－
総
論
編
1
』
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
に
お
け
る
再
調
査
の
結
果
に
よ
る
も
の
を
示
し
て
い
る
。

（
1
2
）　

平
川
南
「
出
土
文
字
資
料
と
正
倉
院
文
書
」
（
石
上
英
一
・
山
口
英
男
・
加
藤
友
康
編
『
古
代
文
書
論
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
二

　
　

月
、
の
ち
改
稿
し
平
川
『
古
代
地
方
木
簡
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
二
月
）
。

（
1
3
）　

渡
辺
晃
宏
「
長
屋
王
家
木
簡
と
二
つ
の
家
政
機
関
」
（
『
奈
良
古
代
史
論
集
」
二
、
真
陽
社
、
一
九
九
一
年
）
、
渡
辺
晃
宏
「
削
屑
か
ら
み
た
長
屋
王
家

　
　

木
簡
」
（
『
木
簡
研
究
』
二
一
、
一
九
九
九
年
）
、
勝
浦
令
子
「
長
屋
王
家
の
米
支
給
関
係
木
簡
」
（
『
木
簡
研
究
』
二
一
、
一
九
九
九
年
）
、
舘
野
和
己

　
　

「
長
屋
王
家
の
文
書
木
簡
に
関
す
る
一
考
察
」
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
長
屋
王
家
・
二
条
大
路
木
簡
を
読
む
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
。

（
1
4
）　

鐘
江
宏
之
前
掲
註
5
論
文
。

（
1
5
）　

鐘
江
宏
之
前
掲
註
5
論
文
。

（
1
6
）　

奈
良
文
化
財
研
究
所
「
評
制
下
荷
札
木
簡
集
成
』
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
史
料
第
七
十
六
冊
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
。

（
1
7
）　

浜
松
市
教
育
委
員
会
『
伊
場
木
簡
』
（
『
伊
場
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
一
、
一
九
七
六
年
三
月
）
。

（
1
8
）　

財
団
法
人
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
長
野
県
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
』
（
（
財
）
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
i
発
掘
調
査
報
告
書
2
1
、
上

　
　

信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
2
3
1
更
埴
市
内　

そ
の
二
ー
、
一
九
九
六
年
三
月
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
史
学
科　

准
教
授
）




