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論
文
要
旨

　

日
本
近
世
の
木
簡
は
、
都
市
で
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
見
つ
か
っ
た
遺
跡
を
中

心
に
出
土
事
例
が
増
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
研
究
は
な
か
な
か
進
ん
で
い
な

い
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
古
代
の
木
簡
を
中

心
に
発
展
し
て
き
た
木
簡
学
の
成
果
は
あ
ま
り
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
調
査
報
告

で
の
扱
わ
れ
方
も
改
善
す
べ
き
点
が
多
い
。
ま
た
個
々
の
木
簡
資
料
を
検
討
し
て

い
く
た
め
に
は
、
早
期
に
近
世
木
簡
の
体
系
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
課
題

と
な
る
。
古
代
の
木
簡
で
は
な
く
、
中
世
の
木
簡
の
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
体

系
を
考
え
、
継
続
し
て
検
証
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
現
在
の
歴
史
研
究

の
上
で
は
、
絶
対
年
代
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
点
な
ど
が
活
用
さ
れ
て
い
る
が
、

木
簡
資
料
の
大
部
分
は
日
常
の
廃
棄
物
で
あ
り
、
そ
の
時
代
の
日
常
を
解
明
す
る

た
め
に
役
立
つ
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
研
究
の
方
向
性
と
し
て
、
そ
う
し

た
日
常
を
解
明
す
る
こ
と
が
事
例
研
究
に
求
め
ら
れ
る
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
【 

木
簡
、
江
戸
時
代
、
出
土
文
字
資
料
、
日
常
生
活
、
調
査
報
告

書
】

は
じ
め
に

　

筆
者
は
、
文
献
史
料
を
中
心
と
し
た
日
本
古
代
史
研
究
の
一
環
と
し
て
、
日

本
古
代
の
木
簡
を
対
象
と
し
た
研
究
に
も
取
り
組
ん
で
き
た
。
日
本
古
代
の
木

簡
や
そ
の
ほ
か
の
出
土
文
字
資
料
に
つ
い
て
も
調
査
に
携
わ
っ
た
経
験
を
持
ち
、

遺
物
と
し
て
の
出
土
文
字
資
料
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
点
に
注
目
し
て
ど
の

よ
う
な
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
資
料

と
な
り
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
常
に
配
慮
し
な
が
ら
調
査
に
関
わ
っ
て
き

た
つ
も
り
で
あ
る）1
（

。
歴
史
研
究
に
お
け
る
日
本
古
代
史
の
分
野
は
、
伝
存
す
る

文
献
史
料
の
量
が
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
量
も
新
し
い
時
代
に
比
べ
れ
ば

少
な
い
。
さ
ら
に
、
古
代
か
ら
数
百
年
か
ら
千
年
以
上
も
経
た
現
代
で
は
、
伝

存
さ
れ
て
き
た
史
料
も
お
お
む
ね
見
出
さ
れ
尽
く
し
て
お
り
、
伝
来
し
て
き
た

古
代
の
文
献
史
料
が
新
た
に
発
見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ま
り
期
待
で
き
な

406

研
究
動
向 日

本
近
世
木
簡
研
究
の
課
題

│
日
本
古
代
木
簡
研
究
と
比
較
し
て
│

鐘　
江　
宏　
之



（98）

人文 17号（2018）

い
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
見
つ
か
る
出
土
文
字

資
料
は
、
新
た
な
発
見
の
期
待
で
き
る
も
の
と
し
て
、
日
本
古
代
史
の
研
究
者

か
ら
は
常
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
も
木
簡
資
料
を
使
っ
た
研
究

に
よ
っ
て
、
国
家
支
配
機
構
の
末
端
の
あ
り
方
や
、
賦
課
物
品
徴
収
の
実
態
、

さ
ら
に
は
家
政
機
関
の
経
営
の
様
相
な
ど
、
伝
存
し
て
き
た
文
献
史
料
だ
け
で

は
わ
か
ら
な
い
歴
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
近
年
の
遺
跡
の
発
掘
は
、
現
代
の
都
市
部
の
再
開
発
地
な
ど
で
も
多

く
進
め
ら
れ
て
お
り
、
現
代
の
都
市
域
と
重
な
る
近
世
都
市
の
実
態
が
、
遺
跡

ご
と
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
近
世
都
市
の
遺
跡
か
ら
は
、

当
時
の
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
廃
棄
物
が
出
土
し
、
そ
の
中
に
は
出
土
文
字
資
料

も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
伝
存
す
る
文
献
史
料
が

膨
大
に
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
使
っ
た
研
究
が
主
に
進
め
ら
れ
て
い
る
日

本
近
世
史
研
究
に
お
い
て
は
、
木
簡
を
利
用
す
る
ま
で
も
な
く
文
献
史
料
で
明

ら
か
に
さ
れ
る
内
容
が
ま
だ
多
く
あ
り
、
現
状
で
は
木
簡
を
主
に
取
り
扱
っ
た

研
究
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
無
い
に
等
し
い
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
研
究
の
現
状
を
整
理
し
た
上
で
、
日
本
近
世
の
木
簡

を
対
象
と
し
た
研
究
が
持
つ
可
能
性
と
、
近
世
木
簡
の
研
究
が
進
展
し
て
い
く

た
め
の
課
題
に
つ
い
て
、
要
点
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一　
近
世
木
簡
の
調
査
報
告
の
現
状

　

近
年
の
都
市
部
の
再
開
発
な
ど
に
伴
い
、
近
世
・
近
代
の
遺
跡
の
発
掘
調
査

も
多
く
な
っ
て
き
た
。
江
戸
時
代
以
来
の
都
市
は
現
代
で
も
そ
の
上
に
都
市
が

造
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
必
然
の
結
果
で
あ
る
。

東
京
で
発
掘
調
査
を
す
れ
ば
近
世
の
江
戸
の
遺
跡
が
、
大
阪
で
発
掘
調
査
を
す

れ
ば
近
世
の
大
坂
の
遺
跡
が
、
金
沢
で
発
掘
調
査
を
す
れ
ば
近
世
の
金
沢
の
遺

跡
が
見
つ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
遺
跡
は
、
そ
の
後
の
現
代
に
至
る
ま
で
の

痕
跡
を
残
し
つ
つ
、
近
世
か
ら
近
代
ま
で
の
そ
の
地
の
変
遷
を
物
語
る
。
中
に

は
中
世
ま
で
遡
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
近
世
に
な
っ
て
都
市
化

し
た
地
域
の
場
合
、
そ
の
本
格
的
な
開
発
は
近
世
に
始
ま
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
都
市
部
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
近
世
遺
跡
の
地
層
の
上
に
は
近
代
の

遺
跡
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
近
代
遺
跡
か
ら
も
多
く
の
資
料
が
出
土

し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
お
け
る
木
簡
の
実
量
は
、
近
世
遺
跡
に
比
べ
れ

ば
ま
だ
は
る
か
に
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
近
世
の
木
簡
に
焦
点

を
あ
て
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
し
、
近
代
木
簡
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
な
機
会

に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

近
世
の
都
市
遺
跡
で
は
、
人
口
の
集
住
を
反
映
し
て
多
く
の
遺
物
が
出
土
す

る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
出
土
文
字
資
料
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
一
般
的
に

は
、
発
掘
調
査
な
ど
に
よ
っ
て
出
土
し
た
遺
物
の
う
ち
、
文
字
の
記
さ
れ
て
い

る
も
の
を
出
土
文
字
資
料
と
称
し
て
い
る
が
、
近
世
遺
跡
か
ら
見
つ
か
る
出
土

文
字
資
料
に
は
多
種
多
様
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
陶
磁
器
や
木
製
品
を
は

じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
用
具
・
道
具
類
か
ら
、
建
築
部
材
の
よ
う
な
部
材
類
、

そ
し
て
文
字
を
記
し
て
伝
え
る
筆
記
媒
体
と
し
て
の
木
簡
な
ど
、
種
類
に
お
い

て
は
古
代
の
出
土
文
字
資
料
よ
り
も
は
る
か
に
多
様
で
あ
り
、
古
代
社
会
に
は
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見
ら
れ
な
い
種
類
の
も
の
も
多
い
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
古
代
か
ら
近
世
に
お

い
て
用
具
・
道
具
・
建
築
部
材
・
筆
記
媒
体
な
ど
が
発
展
し
た
結
果
で
あ
り
、

発
展
を
遂
げ
た
近
世
社
会
の
あ
り
方
に
即
し
た
研
究
が
求
め
ら
れ
て
も
い
る
。

　

近
世
遺
跡
か
ら
見
つ
か
る
出
土
文
字
資
料
に
は
、
そ
の
素
材
ご
と
に
分
け
る

と
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る）2
（

。

　
　

陶
磁
器
や
素
焼
き
の
焼
物
に
文
字
が
記
さ
れ
た
り
印
の
捺
さ
れ
た
も
の

　
　

金
属
製
品
に
文
字
の
記
さ
れ
た
も
の

　
　

木
製
品
や
木
製
の
部
材
に
墨
書
・
漆
書
や
印
の
捺
さ
れ
た
も
の

　
　

紙
に
記
さ
れ
た
書
類
等
が
何
ら
か
の
理
由
で
地
中
に
残
さ
れ
た
も
の

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
文
字
資
料
と
し
て
の
枠
組
み
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
物

の
材
質
に
よ
る
枠
組
み
で
あ
る
陶
磁
器
・
土
製
品
・
金
属
製
品
・
木
製
品
と
い

っ
た
分
類
に
、
別
々
に
属
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
現
在
の

近
世
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
書
で
は
、
遺
物
を
ま
と
め
て
報
告
す
る
際
に
は
基

本
的
に
は
遺
物
の
材
質
を
大
区
分
と
し
、
形
態
や
用
途
を
そ
の
下
位
の
区
分
と

し
て
い
る
。
文
字
の
有
無
は
、
さ
ら
に
そ
の
下
の
区
分
に
過
ぎ
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
、
近
世
遺
跡
の
報
告
書
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
古
代
の
遺

跡
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
墨
書
土
器
は
他
の
墨
書
の
な
い
土
器
と
一
括
し
て
、

出
土
し
た
土
器
全
体
が
ま
と
め
て
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
。
た
だ
し
、

文
字
資
料
が
出
土
す
る
こ
と
が
多
い
古
代
の
官
衙
遺
跡
な
ど
で
は
、
遺
物
の
材

質
に
よ
る
分
類
で
の
報
告
と
は
別
に
、
文
字
資
料
の
み
を
抽
出
し
た
一
覧
表
や

特
別
な
考
察
な
ど
を
付
し
た
り
、
報
告
書
内
の
頁
数
の
一
部
を
割
い
て
特
論
的

に
木
簡
や
漆
紙
文
書
を
扱
う
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
遺
跡
に
と
っ
て
出

土
文
字
資
料
の
位
置
づ
け
が
重
要
な
場
合
に
は
、
出
土
文
字
資
料
の
み
を
扱
っ

た
単
独
の
報
告
書
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
宮
都
遺
跡
に
お
け
る
木
簡
の

報
告
書
な
ど
は
そ
の
代
表
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
世
の
遺
跡
に
関

し
て
、
出
土
文
字
資
料
が
別
冊
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
単
独
の
報
告
書
と
さ
れ
た

例
は
聞
か
な
い
。
中
世
遺
跡
で
も
草
戸
千
軒
町
遺
跡
な
ど
で
は
、
木
簡
だ
け
を

ま
と
め
た
報
告
書
は
作
成
さ
れ
て
い
た
が
、
近
世
遺
跡
に
つ
い
て
は
皆
無
で
あ

ろ
う
。
決
し
て
近
世
の
出
土
文
字
資
料
の
点
数
が
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
現

在
の
扱
い
と
し
て
は
、
近
世
遺
跡
か
ら
の
遺
物
の
中
に
お
け
る
出
土
文
字
資
料

は
、
古
代
の
出
土
文
字
資
料
ほ
ど
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
一
部
の
種
類
の
出
土
文
字
資
料
に
つ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
、
研

究
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
代
表
的
な
例
と
し
て
、
刻
印

の
あ
る
焼
塩
壺
が
考
古
学
的
な
分
析
を
中
心
に
研
究
さ
れ
て
お
り
、
刻
印
に
見

ら
れ
る
文
字
に
つ
い
て
も
そ
れ
ら
の
考
察
の
一
環
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る）3
（

。

焼
塩
壺
は
、
古
代
に
お
け
る
土
器
や
瓦
と
同
様
な
扱
わ
れ
方
に
よ
っ
て
研
究
さ

れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

出
土
遺
物
の
考
古
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
観
察
と
デ
ー
タ
の
整
理
は
行

わ
れ
て
い
る
が
、
古
代
の
木
簡
の
よ
う
に
、
文
献
史
学
に
お
い
て
文
字
を
釈
読

す
る
技
術
を
も
っ
た
研
究
者
が
ど
ん
ど
ん
釈
読
を
進
め
て
い
る
と
い
う
よ
う
な

状
況
は
、
近
世
木
簡
の
調
査
現
場
で
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
近
世
文
書
の
史

料
調
査
に
練
達
し
た
研
究
者
が
、
よ
り
多
く
釈
読
に
参
画
で
き
れ
ば
、
さ
ら
に

高
い
精
度
で
の
釈
読
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
紙
の
文
書
や
典
籍
史
料
な
ど
と
突
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き
合
わ
せ
て
の
内
容
の
理
解
も
よ
り
進
む
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、

現
状
で
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
の
参
画
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
概
況
の
中
に
あ
っ
て
、
近
世
木
簡
は
、
古
代
木
簡
や
中
世
木
簡
ほ

ど
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
一
覧
表
で
の
報
告
に
と
ど
ま
る
場
合

が
多
い
。
結
果
と
し
て
、
釈
文
は
一
覧
表
の
中
に
無
理
に
押
し
込
め
る
こ
と
に

な
り
、
改
行
や
書
き
出
し
位
置
な
ど
を
伝
え
る
こ
と
が
難
し
い
形
態
で
の
報
告

と
な
る
。
一
覧
表
の
形
態
も
お
お
む
ね
釈
文
が
横
書
き
に
な
る
こ
と
が
多
く
、

実
際
に
は
縦
書
き
で
筆
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
違
い
か
ら
、
表
に
お
け
る
記

載
の
在
り
方
の
制
約
の
た
め
に
、
木
簡
面
に
お
け
る
文
字
の
割
り
付
け
方
な
ど

の
情
報
が
活
か
さ
れ
な
い
。
非
常
に
中
途
半
端
な
扱
わ
れ
方
に
な
っ
て
し
ま
う

場
合
も
あ
る
。
総
じ
て
、
一
点
あ
た
り
の
情
報
を
で
き
る
だ
け
多
く
伝
え
る
と

い
う
よ
う
に
は
、
扱
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
は
、
た
と
え
木
簡
が
大
量
に
出
土
し
て
い
て
も
、
そ
れ
ら

が
ど
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
で

き
る
の
か
、
そ
の
資
料
と
し
て
期
待
さ
れ
る
面
が
い
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
に
、
大
き
な
要
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
扱

わ
れ
方
は
、
一
方
で
資
料
と
し
て
の
木
簡
の
可
能
性
を
閉
ざ
す
結
果
に
も
つ
な

が
っ
て
き
た
。
一
点
一
点
の
木
簡
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
詳
細
に
検
討
す
る
た

め
に
は
報
告
書
の
表
で
記
さ
れ
た
内
容
で
は
足
り
ず
、
写
真
に
つ
い
て
も
か
な

り
少
数
に
絞
ら
れ
た
も
の
が
抜
粋
さ
れ
、
小
さ
く
縮
め
ら
れ
た
画
像
で
し
か
載

せ
ら
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
で
の
状
態
で
は
、
そ
の
ま
ま
研

究
対
象
と
し
て
利
用
す
る
に
は
デ
ー
タ
が
不
足
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
興
味
を
持
っ
た
研
究
者
が
木
簡
各
点
の
資
料
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
調
べ

る
た
め
に
は
、
資
料
所
蔵
者
に
申
請
し
て
よ
り
詳
細
な
写
真
な
ど
を
扱
わ
せ
て

も
ら
う
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
現
状
で
は
、
研
究
を
進
め
る
た
め
に
は
非

常
に
障
壁
の
高
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二　
近
世
木
簡
研
究
の
進
展
の
可
能
性

　

筆
者
は
、
自
身
を
中
心
に
し
て
試
み
に
近
世
木
簡
を
研
究
す
る
グ
ル
ー
プ
を

立
ち
上
げ
、
科
学
研
究
費
補
助
金
の
助
成
や
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
共

同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
費
を
受
け
な
が
ら
、
近
世
木
簡
の
研
究
の
あ
り

方
を
模
索
し
て
き
た
。
そ
の
あ
り
方
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
つ
は
、
報
告
書
の
内
容
か
ら
知
ら
れ
る
木
簡
資
料
に
つ
い
て
の
知
見
を

検
討
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
実
物
を
実
見
し
て
近
世
木
簡
資
料
の

検
討
の
経
験
を
積
み
、
そ
こ
か
ら
近
世
木
簡
の
研
究
の
可
能
性
を
さ
ぐ
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
機
会
ご
と
に
、
日
本
古
代
の
研
究
を
対
象
に
発
展
し
て

き
た
木
簡
学
の
分
野
に
精
通
し
た
研
究
者
、
日
本
近
世
都
市
史
に
精
通
し
た
研

究
者
、
日
本
近
世
を
対
象
に
し
た
歴
史
考
古
学
に
精
通
し
た
研
究
者
に
、
共
同

研
究
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
加
わ
っ
て
も
ら
い
、
資
料
の
検
討
を
重
ね
て
き
た
。

　

ま
ず
、
発
掘
調
査
報
告
書
に
お
い
て
す
で
に
デ
ー
タ
が
公
表
さ
れ
た
資
料
に

対
し
て
行
っ
て
き
た
検
討
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
筆
者
を
中
心
と
し
た

研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
近
世
木
簡
に
よ
る
事
例
研
究
が
進
め
や
す
い
と
考
え
ら
れ

る
、
多
数
の
出
土
点
数
が
あ
る
遺
跡
に
ね
ら
い
を
定
め
、
一
九
九
〇
年
か
ら
二
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〇
〇
〇
年
に
か
け
て
調
査
が
行
わ
れ
た
港
区
の
汐
留
遺
跡
出
土
の
木
簡
群
を
対

象
に
選
ん
だ）4
（

。
汐
留
遺
跡
は
旧
汐
留
貨
物
操
車
場
跡
地
の
再
開
発
に
と
も
な
っ

て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
遺
跡
で
あ
る
が
、
そ
の
地
に
は
江
戸
時
代
に
は
龍
野

藩
脇
坂
家
・
仙
台
藩
伊
達
家
・
会
津
藩
保
科
家
の
大
名
屋
敷
が
並
ん
で
お
り
、

明
治
時
代
に
な
る
と
そ
の
跡
地
に
旧
新
橋
停
車
場
が
建
設
さ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
江
戸
時
代
の
大
名
屋
敷
の
遺
構
か
ら
出
土
し
た
遺
物
と
と
も
に
、
近
代
の

旧
新
橋
停
車
場
跡
の
遺
物
も
出
土
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
近
代
の
木
簡

も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
当
面
、
近
世
の
木
簡
に
焦
点
を
絞
っ
て
研
究
会
を

開
き
な
が
ら
検
討
を
進
め
て
き
た
。
汐
留
遺
跡
の
木
簡
群
は
、
先
に
挙
げ
た
脇

坂
家
・
伊
達
家
・
保
科
家
の
い
ず
れ
の
屋
敷
跡
か
ら
も
出
土
し
、
ま
た
脇
坂
家

と
伊
達
家
の
間
の
境
堀
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
が
、
関
連
す
る
文
献
史
料
に
比

較
的
恵
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
た
伊
達
家
の
屋
敷
跡
出
土
の
も
の
か

ら
先
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
、
こ
の
よ
う
に
目
的
を
絞
っ
た
形
と
し
て
は
こ
れ

ま
で
に
八
回
ほ
ど
の
研
究
会
に
お
け
る
検
討
を
続
け
て
き
た
。

　

報
告
書
に
掲
載
さ
れ
た
木
簡
の
釈
文
を
読
む
と
い
う
形
で
、
検
討
を
始
め
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
木
簡
に
記
さ
れ
た
内
容
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
木
簡
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
つ

も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
一
点
ず
つ
の
検
討
を
行
う
の
が

目
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
点
一
点
の
木
簡
の
検
討
は
な
か
な
か
困
難

で
あ
っ
た
。
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
。

　

ま
ず
、
報
告
書
に
お
い
て
写
真
の
掲
載
さ
れ
た
点
数
が
少
な
い
こ
と
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
木
簡
の
文
字
を
再
度
検
証
し
て
い
く
上
で
は
不
利
で
あ
っ
た
。
木
簡

の
研
究
に
お
い
て
、
す
で
に
報
告
書
で
公
表
さ
れ
た
釈
文
が
そ
の
通
り
あ
て
は

ま
る
の
か
ど
う
か
を
考
え
な
が
ら
釈
文
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
必
要
な
作
業
で

あ
る
。
基
本
的
に
は
報
告
書
作
成
に
あ
た
っ
て
釈
読
さ
れ
た
結
果
を
信
用
し
な

が
ら
利
用
し
て
い
く
こ
と
に
は
な
る
の
だ
が
、
写
真
が
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の

は
、
写
真
と
釈
文
を
つ
き
あ
わ
せ
て
検
証
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
で

き
る
だ
け
詳
細
な
検
討
の
た
め
に
そ
の
作
業
に
つ
と
め
る
こ
と
に
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
汐
留
遺
跡
の
報
告
書
に
お
い
て
は
、
釈
文
の
公
表
さ
れ
た
木
簡
の

点
数
に
比
し
て
、
写
真
の
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
割
合
は
非
常
に
少
な
く
、
こ
れ

は
大
量
の
遺
物
が
出
土
し
た
中
で
、
写
真
の
掲
載
量
を
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
事
情
に
よ
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
実
際
の
木
簡
の
検
討
を
始
め
て
み
る

と
、
こ
の
こ
と
が
各
木
簡
の
記
載
内
容
を
理
解
す
る
上
で
は
障
壁
と
な
る
。

　

一
つ
に
は
、
近
世
木
簡
の
形
態
や
書
式
の
パ
タ
ー
ン
が
ま
だ
十
分
に
把
握
で

き
て
い
な
い
た
め
、
一
点
一
点
の
木
簡
に
つ
い
て
書
式
を
考
え
な
が
ら
進
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
の
困
難
さ
が
あ
り
、
写
真
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
も

の
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
で
、
記
載
内
容
の
理
解
に
か
な
り
の
条
件
の
差
が

あ
る
。
こ
の
点
、
古
代
の
木
簡
で
も
写
真
の
掲
載
さ
れ
な
い
も
の
は
あ
る
の
で
、

扱
わ
れ
方
は
同
じ
よ
う
な
あ
り
方
と
言
え
な
く
も
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
研
究

の
背
景
と
な
る
事
情
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
近
世
木
簡
に
つ
い
て
は
、
ど

の
よ
う
な
記
載
内
容
と
形
態
が
ど
の
よ
う
な
目
的
の
木
簡
に
見
ら
れ
る
の
か
と

い
っ
た
こ
と
や
、
そ
れ
ら
の
木
簡
の
種
類
が
ど
の
よ
う
な
体
系
に
な
っ
て
い
る

の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
、
ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

未
知
の
資
料
群
に
、
一
か
ら
立
ち
向
か
っ
て
い
る
か
の
ご
と
き
感
が
あ
る
。
日
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本
古
代
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ど
の
よ
う
な
体
系
に
分
類
さ
れ
、
用
途

に
応
じ
た
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
点
が
、
ほ
ぼ
認
識

と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
。
日
本
中
世
の
木
簡
に
つ
い
て
も
、
古
代
の
木
簡
の

あ
と
を
追
っ
て
草
戸
千
軒
木
簡
な
ど
を
素
材
に
体
系
の
構
築
が
模
索
さ
れ
た
。

し
か
し
、
中
世
木
簡
の
体
系
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
現
在
そ
れ
ほ
ど
活
発
で
は

な
い
。
こ
う
し
た
体
系
が
構
築
さ
れ
る
た
め
に
は
、
一
点
一
点
の
資
料
を
地
道

に
読
み
解
き
、
体
系
を
模
索
し
な
が
ら
既
読
資
料
の
点
数
を
増
や
し
て
い
っ
て

帰
納
的
に
体
系
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
時
間
と
労
力
と
の
必
要

な
作
業
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
経
て
初
め
て
、
近
世
木
簡
と
は
ど
う
い
う

も
の
で
あ
る
の
か
が
わ
か
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
筆
者
を
中
心
に
し

た
研
究
グ
ル
ー
プ
も
、
こ
う
し
た
経
験
を
地
道
に
積
み
重
ね
て
い
る
途
上
と
考

え
て
い
る
。

　

古
代
の
木
簡
と
違
い
、
近
世
木
簡
に
記
さ
れ
た
情
報
に
は
、
藩
内
の
社
会
か

ら
の
影
響
が
か
な
り
大
き
い
こ
と
も
近
世
木
簡
の
特
徴
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

郷
土
色
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
藩
内
独
特
の
用
語
が
あ
り
、
地
域
の
社
会

の
さ
ま
ざ
ま
な
運
営
の
仕
組
み
が
あ
る
。
近
世
の
木
簡
に
見
え
る
用
語
に
は
、

そ
う
し
た
近
世
社
会
で
の
地
域
ご
と
の
特
性
が
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
古
代
の
木
簡
に
も
地
域
性
は
あ
り
、
記
さ
れ
た
用
語

に
地
域
的
な
偏
り
が
あ
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
得
る
。
し
か
し
、
古
代
社
会
に

お
い
て
は
文
字
記
述
じ
た
い
が
汎
用
性
を
期
待
さ
れ
た
技
術
で
あ
り
、
古
代
社

会
の
中
で
の
木
簡
は
、
地
域
ご
と
の
差
が
あ
り
な
が
ら
も
共
通
す
る
要
素
を
基

に
理
解
を
進
め
る
こ
と
が
し
や
す
い
と
考
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
近
世
木
簡

の
中
の
世
界
は
、
全
国
的
に
共
通
す
る
書
体
で
あ
り
な
が
ら
も
、
地
域
特
有
の

用
語
の
存
在
を
前
提
に
し
な
い
と
、
す
な
わ
ち
地
域
固
有
の
用
語
を
知
っ
て
い

な
い
と
釈
読
す
ら
難
し
い
場
合
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
仙
台
藩
伊

達
家
屋
敷
跡
で
出
土
し
て
い
る
木
簡
に
見
出
さ
れ
る
用
語
は
、
仙
台
藩
の
中
で

独
特
に
使
わ
れ
て
い
た
用
語
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
近
世
史
料
の
中
で
は
そ

の
よ
う
な
こ
と
も
想
定
さ
れ
、
江
戸
の
大
名
屋
敷
で
出
土
し
た
遺
物
で
も
、
江

戸
と
国
元
と
の
知
見
を
総
合
し
て
理
解
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者

の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
も
、
仙
台
藩
に
つ
い
て
の
知
見
が
豊
富
な
研
究
者
に
協
力

を
仰
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
。

　

詳
細
な
検
討
は
、
写
真
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
中
心
に
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
が
、
写
真
に
よ
る
検
討
だ
け
で
も
、
再
釈
読
に
よ
る
検
討
を
考

え
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
事
例
は
多
数
あ
っ
た
。
報
告
書
の
段
階
で
は
膨
大
な

数
の
木
簡
の
釈
読
を
限
ら
れ
た
時
間
で
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
し
た

条
件
の
中
で
の
努
力
に
敬
意
を
払
い
た
い
が
、
し
か
し
、
釈
読
の
あ
り
方
が
変

わ
れ
ば
、
さ
ら
に
解
明
さ
れ
る
部
分
も
出
て
く
る
。
古
代
の
木
簡
で
も
、
最
初

の
資
料
調
査
の
段
階
で
一
度
釈
文
が
公
表
さ
れ
た
後
も
、
他
の
遺
跡
か
ら
資
料

が
新
た
に
出
土
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
と
の
比
較
で
釈
読
が
よ
り
進
ん
で
釈

文
を
改
め
る
こ
と
に
な
っ
た
事
例
も
あ
る
。『
木
簡
研
究
』
誌
上
で
は
、
研
究

の
進
展
や
再
調
査
に
よ
っ
て
釈
文
を
改
め
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
結
論
に
な
っ

た
資
料
に
つ
い
て
、
毎
号
に
「
釈
文
の
訂
正
」
と
い
う
欄
を
設
け
て
、
全
国
で

の
釈
文
訂
正
の
状
況
を
報
告
し
て
い
る
。
木
簡
資
料
は
、
一
度
の
調
査
だ
け
で

簡
単
に
釈
文
の
定
ま
ら
な
い
も
の
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
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た
再
度
の
検
証
を
経
る
中
で
資
料
の
価
値
が
新
た
に
見
出
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
近
世
木
簡
の
お
か
れ
た
調
査
環
境
は
、
考
古
学
の
研
究

者
が
釈
読
し
て
し
ま
う
か
、
あ
る
い
は
近
世
史
の
文
献
を
扱
う
少
数
の
研
究
者

が
釈
読
を
依
頼
さ
れ
て
釈
読
す
る
と
い
う
形
で
済
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
木
簡
研
究
が
進
ん
で
い
る
古
代
木
簡
の
研
究
者
か
ら
見
る
と
、
近
世
木

簡
の
調
査
の
現
場
に
も
、
ま
だ
さ
ま
ざ
ま
な
有
用
な
知
見
を
提
供
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
の
感
が
強
い
。
現
在
の
近
世
木
簡
調
査
は
、
近
世
史
料
（
近
世
文

書
）
の
釈
読
と
い
う
技
術
か
ら
は
検
討
さ
れ
て
釈
読
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

木
簡
学
の
立
場
か
ら
検
討
す
べ
き
要
素
が
ま
だ
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
具
体
的
な
釈
文
を
ど
の
よ
う
に
す
る
べ
き
か
と
い
っ
た
個
々
の

資
料
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
は
省
く
こ
と
に
す
る
。
研
究
成
果
を
ど
の
よ
う
に

活
か
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
資
料
所
蔵
者
と
の
間
で
の
協
議
を
必
要

と
す
る
。
ま
た
、
筆
者
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
再
検
討
で
き
て
い
る
資
料
の

割
合
が
、
資
料
群
全
体
の
中
で
決
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
こ
と
か
ら
も
、
ま
だ

継
続
し
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
既
に
公
表
さ
れ
て
い
る
報
告
書
で
の
デ
ー
タ
を
使
っ
た
検
討

に
加
え
て
、
筆
者
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
実
物
調
査
も
行
っ
て
、
近
世
木
簡
の

研
究
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
の
か
を
、
そ
れ
ら
の
調
査
を
通
し

て
考
え
る
こ
と
も
進
め
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
す
で
に
ま
と
ま
っ
た
出
土

が
あ
り
報
告
書
も
出
さ
れ
て
い
る
大
阪
市
の
大
坂
城
下
町
跡
、
住
友
銅
吹
所
跡
、

広
島
藩
大
坂
蔵
屋
敷
跡
で
出
土
し
た
木
簡
群
に
つ
い
て
、
大
阪
市
教
育
委
員
会

の
ご
厚
意
を
得
て
、
保
存
処
理
を
経
て
保
管
さ
れ
て
い
る
実
物
を
拝
見
す
る
機

会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

大
坂
城
下
町
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
、
主
に
魚
市
の
活
動
に
伴
う
荷
札
で

あ
る
が
、
年
代
の
差
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
違
い
な
ど
も
す
で

に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
魚
を
扱
う
際
の
荷
札
の
あ
り
方
と
い
う
点
で
は
、
江
戸

な
ど
の
木
簡
に
お
い
て
も
参
考
に
な
る
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
広

島
藩
蔵
屋
敷
の
木
簡
は
往
来
の
船
か
ら
落
ち
た
荷
札
な
の
か
、
あ
る
い
は
近
く

で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
が
流
れ
込
ん
だ
の
か
、
隣
接
す
る
鳥
取
藩
の
荷
札
も
混
じ

り
込
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
な
お
読
み
込
め
る
部
分
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
た
。
鳥
取
藩
で
の
蔵
米
の
収
取
を
考
え
る
上
で
も
貴
重
な
資

料
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
点
は
、
古
代
の
荷
札
木
簡
で
あ
れ
ば
、

荷
札
木
簡
の
み
か
ら
当
時
の
流
通
状
況
を
導
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
近
世
の
場
合
、
鳥
取
藩
の
米
流
通
に
関
す
る
史
料

と
対
比
さ
せ
な
が
ら
考
え
て
い
く
こ
と
で
、
さ
ら
に
多
く
の
点
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
く
と
期
待
さ
れ
る
。
近
世
木
簡
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
近
世

史
料
と
併
せ
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
木
簡
よ
り
も
豊
か
に
考
察

を
進
め
ら
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
江
戸
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
そ
の
調
査
や
保
管
の
現
場
に
つ
い
て
も

訪
問
し
て
、
現
状
を
把
握
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
現
在
、
東
京
都
二
十
三
区

内
で
の
遺
跡
は
、
東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
か
各
区
の
教
育
委
員
会
が
主

に
発
掘
調
査
と
遺
物
整
理
に
携
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
木
簡
の
調
査

に
関
し
て
は
調
査
担
当
者
の
献
身
的
な
努
力
に
支
え
ら
れ
て
い
る
部
分
が
大
き
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い
。
さ
ら
に
、
保
存
処
理
に
つ
い
て
は
、
大
量
に
出
土
し
た
場
合
に
は
そ
れ
ら

を
保
存
処
理
す
る
経
費
も
か
か
り
、
区
単
位
で
そ
れ
を
ま
か
な
う
の
は
か
な
り

厳
し
い
現
実
も
あ
る
。

　

調
査
に
あ
た
っ
て
、
す
で
に
文
字
資
料
と
し
て
の
木
簡
が
出
土
し
た
際
に
、

文
献
の
研
究
者
が
釈
読
に
携
わ
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
よ
う
で

あ
る
が
、
日
本
近
世
史
の
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
木
簡
学
の
蓄
積
を
反
映
さ
せ

る
上
で
は
、
違
っ
た
時
代
の
木
簡
で
あ
っ
て
も
木
簡
調
査
の
経
験
の
あ
る
研
究

者
の
知
見
を
入
れ
て
い
く
こ
と
が
、
現
在
の
研
究
状
況
で
は
有
効
な
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
現
段
階
で
は
、
古
代
の
木
簡
の
調
査
で
培
わ
れ
た
視
点
の
応

用
は
、
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
世
史
研
究
者
と
古
代

の
木
簡
で
鍛
え
ら
れ
た
木
簡
学
の
研
究
者
が
共
同
で
調
査
に
あ
た
る
う
ち
に
、

木
簡
学
の
知
見
は
共
有
さ
れ
、
近
世
史
研
究
者
も
モ
ノ
と
し
て
の
木
簡
を
と
ら

え
る
見
方
か
ら
の
多
様
な
視
点
で
の
観
察
を
試
み
る
よ
う
に
な
り
、
木
簡
資
料

の
特
性
を
活
か
し
た
研
究
が
近
世
木
簡
を
対
象
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
く
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。
今
後
、
木
簡
研
究
の
た
め
に
立
ち
上
げ
た
筆
者
ら
の
研
究

グ
ル
ー
プ
が
、
出
土
し
た
段
階
で
の
調
査
に
も
貢
献
で
き
る
よ
う
な
方
向
へ
、

力
を
振
り
向
け
て
い
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

三　
今
後
の
課
題

　

江
戸
の
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
中
で
、
そ
の
概
況
を
説

明
し
た
書
物
で
は
多
く
の
遺
物
が
紹
介
さ
れ
、
モ
ノ
か
ら
当
時
の
社
会
の
リ
ア

ル
な
姿
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
の
認
識
を
反
映

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
二
〇
〇
一
年
刊
行
の
江
戸
遺
跡
研
究
会
編
『
図
説　

江
戸
考
古
学
研
究
事
典）5
（

』
の
中
で
は
、
江
戸
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
木
簡
は
、

ま
だ
木
製
品
の
中
の
文
具
の
一
部
と
い
う
位
置
づ
け
し
か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、

「
付
札
」
の
用
語
は
使
わ
れ
て
い
る
が
、「
木
簡
」
と
い
う
用
語
は
使
わ
れ
て
い

な
い）6
（

。
た
し
か
に
、
遺
物
そ
の
も
の
を
客
観
的
に
分
類
す
る
中
で
は
、
そ
の
よ

う
に
分
類
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
り
、
文
字
の
有
無
に
と
ら
わ
れ
ず
全
て
の
遺

物
に
対
応
し
た
上
で
の
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
木
簡
の
歴
史
資
料
と
し
て
の
有
用
性
は
、
一
部
の
遺
跡
に
つ
い
て

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
東
京
大
学
構
内
遺
跡
に
お
い

て
、
医
学
部
附
属
病
院
中
央
診
療
棟
地
点
の
調
査
で
見
つ
か
っ
た
大
形
の
不
整

形
遺
構
か
ら
大
量
の
遺
物
が
一
括
廃
棄
資
料
と
し
て
見
つ
か
っ
た
が
、
そ
の
中

に
「
寛
永
六
年
三
月
十
九
日
」
と
記
さ
れ
た
木
簡
が
あ
っ
た）7
（

。
こ
の
遺
構
が
加

賀
藩
邸
内
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
四
月
二
十
六
日
に
行

わ
れ
た
将
軍
家
光
の
御
成
、
も
し
く
は
そ
の
三
日
後
の
大
御
所
秀
忠
の
御
成
に

伴
う
饗
宴
の
際
の
、
一
括
廃
棄
遺
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
木
簡
に
よ
る
成
果
は
、
江
戸
遺
跡
の
研
究
の
中
で
認
識
が
共
有
さ
れ
、

二
〇
一
二
年
刊
行
の
古
泉
弘
編
『
事
典　

江
戸
の
暮
ら
し
の
考
古
学）8
（

』
で
は
、

「
木
簡
」
の
用
語
を
用
い
つ
つ
こ
の
一
括
資
料
群
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る）9
（

。

ま
た
、
同
書
で
は
、
江
戸
時
代
に
南
町
奉
行
所
の
所
在
し
た
地
に
あ
た
る
有
楽

町
二
丁
目
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
、「「
大
岡
越
前
守
」
と
墨
書
さ
れ
た
木
札
」
も

写
真
付
き
で
紹
介
さ
れ
て
お
り）10
（

、
さ
ら
に
、「
ま
じ
な
い
の
世
界
」
と
い
う
項
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目
で
は
、
溜
池
遺
跡
や
丸
の
内
三
丁
目
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
「
呪
符
木
簡
」
の

図
面
も
紹
介
し
て
い
る）11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
つ
い
て
の
考
古
学
的
な
考
察
の
上
で
、
木
簡
の

持
つ
情
報
が
活
か
さ
れ
る
場
面
は
じ
ょ
じ
ょ
に
増
え
つ
つ
あ
る
。
年
紀
の
あ
る

資
料
と
し
て
の
絶
対
年
代
の
情
報
の
提
供
資
料
は
、
そ
の
顕
著
な
ケ
ー
ス
で
あ

ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
だ
顧
み
ら

れ
て
い
な
い
膨
大
な
木
簡
の
中
に
、
近
世
社
会
を
解
明
で
き
る
素
材
は
多
く
含

ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
日
常
的
な
営
み
を
語
る
資
料
で
あ
る
は
ず
の
遺
物

群
か
ら
、
文
字
通
り
日
常
的
な
問
題
が
読
み
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
献
史
料

の
み
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
各
時
代
の
側
面
の
う
ち
、
木
簡
が
明
ら
か
に
し
て

く
れ
る
部
分
も
多
い
と
考
え
る
。
今
後
の
方
向
性
と
し
て
、
近
世
社
会
の
ど
の

よ
う
な
点
が
明
ら
か
に
で
き
る
の
か
、
木
簡
な
ら
で
は
の
特
性
を
見
定
め
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

木
簡
の
資
料
的
価
値
を
は
っ
き
り
認
識
し
、
そ
の
位
置
づ
け
を
重
要
な
も
の

と
し
て
い
く
た
め
に
は
、
木
簡
の
特
性
が
活
か
さ
れ
た
事
例
研
究
に
よ
っ
て
、

そ
の
価
値
が
明
瞭
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
年
紀
の
あ
る
資
料
と
し
て
遺

物
群
お
よ
び
遺
構
の
年
代
を
決
定
す
る
カ
ギ
と
な
る
木
簡
は
、
近
世
木
簡
の
一

部
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
で
、
多
く
の
木
簡
は
廃
棄
物
す
な
わ
ち
ゴ
ミ
で
あ
り
、

一
般
的
に
は
そ
の
当
時
の
社
会
の
日
常
の
側
面
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
事
例
研

究
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
近
世
社
会
の
日
常
的
な
面
を
語
る
は
ず
の
資
料
か

ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
日
常
の
姿
を
見
出
し
て
い
く
か

が
、
も
っ
と
も
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
個
々
の
木
簡
の
調
査
に
あ
た
っ
て
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、

体
系
的
な
枠
組
み
の
中
の
ど
の
類
別
に
あ
て
は
ま
る
の
か
と
い
っ
た
視
点
が
必

要
で
あ
る
。
木
簡
そ
の
も
の
が
、
廃
棄
の
際
の
処
理
や
土
中
で
の
状
態
に
よ
っ

て
欠
損
し
、
完
形
で
な
い
状
態
で
出
土
す
る
こ
と
も
多
い
こ
と
か
ら
、
一
部
の

断
片
か
ら
で
も
ど
の
類
別
に
属
す
る
の
か
と
い
う
認
識
が
得
ら
れ
る
た
め
の
体

系
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
研
究
の
進
展
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
本
稿

で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
形
態
と
書
き
込
ま
れ
る
情
報
の
パ
タ
ー
ン
が
わ
か
っ
て

い
な
い
と
、
一
点
一
点
に
つ
い
て
多
様
な
可
能
性
を
考
え
な
が
ら
方
向
の
定
ま

ら
な
い
検
討
に
時
間
を
費
や
す
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
そ
の
煩
雑
さ
が
研
究

の
進
展
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
多
く
の
出
土
例
が
あ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ

そ
の
体
系
を
考
え
る
材
料
は
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
体
系
の
構
築
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
紙

の
文
書
の
場
合
、
古
代
の
文
書
に
比
べ
て
、
近
世
の
文
書
は
多
様
に
発
展
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
も
っ
て
分
化
し
て
い
る
。
古
代
・
中
世
の
文
書
を
も
と
に

構
築
さ
れ
た
古
文
書
学
の
枠
組
み
が
、
近
世
社
会
の
一
部
を
考
察
す
る
上
で
役

立
つ
部
分
も
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
近
世
独
自
の
枠
組
み
が
模
索
さ
れ
な

け
れ
ば
近
世
古
文
書
学
と
呼
べ
る
研
究
分
野
は
確
立
し
得
な
い
。
近
世
文
書
の

体
系
化
は
、
そ
の
史
料
の
量
の
膨
大
さ
か
ら
も
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
共
有
さ

れ
る
よ
う
な
全
体
の
体
系
の
提
示
は
ま
だ
途
上
と
い
っ
て
も
よ
い
。
文
筆
の
発

展
し
た
近
世
社
会
に
あ
っ
て
は
、
木
簡
も
ま
た
す
ぐ
れ
て
発
展
し
た
状
況
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
体
系
化
に
は
か
な
り
の
作
業
量
を
要
す
る
こ
と
が
推
測
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さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
代
の
木
簡
研
究
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
体
系
が

共
有
さ
れ
た
後
に
も
新
発
見
の
木
簡
か
ら
新
規
の
類
別
を
見
出
し
て
い
っ
た
よ

う
に）12
（

、
あ
る
程
度
の
段
階
を
見
通
せ
た
と
こ
ろ
で
の
体
系
の
提
示
と
共
有
、
そ

し
て
そ
の
後
の
事
例
検
討
に
よ
る
検
証
と
い
う
過
程
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
体
系
化
を
考
え
る
上
で
、
隣
接
す
る
資
料
群
分
野
の
体
系
を
参
照

に
す
る
こ
と
は
有
用
で
あ
ろ
う
。
時
代
的
に
は
近
世
の
前
後
に
あ
た
る
中
世
や

近
代
の
資
料
の
体
系
で
あ
る
。
近
代
木
簡
に
つ
い
て
は
、
近
世
木
簡
よ
り
も
さ

ら
に
研
究
は
遅
れ
て
お
り
、
参
考
に
で
き
る
と
す
れ
ば
中
世
木
簡
の
体
系
と
な

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
木
簡
の
体
系
化
に
つ
い
て
は
、
草
戸
千
軒
木
簡
が
出

土
し
た
時
期
に
研
究
が
進
展
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
あ
ま
り
多
く
議
論
さ
れ

て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る）13
（

。
中
世
の
木
簡
を
ど
の
よ
う
に
体
系
化
し
て
認

識
す
る
の
か
、
そ
の
視
点
か
ら
の
研
究
は
停
滞
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
近
世
木

簡
の
研
究
が
進
み
に
く
く
な
っ
て
い
る
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
そ
の
こ
と
も
関

係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
中
世
木
簡
の
体
系
に
つ
い
て
の
認
識
が
よ
り
浸
透
し
て

い
れ
ば
、
そ
れ
と
の
比
較
で
議
論
が
起
こ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
現
実
に
は
そ
の
よ
う
な
視
角
は
あ
ま
り
と
ら
れ
て
い
な
い
。
木
簡
学
の
分

野
に
お
け
る
体
系
の
点
で
も
、
主
に
古
代
の
木
簡
を
材
料
と
し
た
体
系
が
共
有

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
中
世
木
簡
の
研
究
成
果
は
ほ
と
ん
ど
組
み
込
ま
れ
て

は
い
な
い
。
筆
者
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
も
古
代
の
木
簡
の
体
系
は
す
で
に
認
識

し
て
は
い
る
が
、
ど
う
考
え
て
も
中
世
木
簡
の
体
系
を
認
識
し
た
ほ
う
が
有
用

で
あ
る
と
い
う
結
論
で
一
致
し
た
。
中
世
木
簡
の
出
土
点
数
は
、
近
世
木
簡
に

比
べ
て
は
る
か
に
少
な
い
が
、
近
世
木
簡
と
比
較
す
る
上
で
は
形
態
の
面
で
も

機
能
の
面
で
も
、
古
代
の
木
簡
よ
り
も
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
中
世
木
簡
の
体
系
化
が
停
滞
し
て
い
た
と
し
て
も
、
個
別
の
資

料
群
に
つ
い
て
の
研
究
状
況
を
把
握
し
、
近
世
木
簡
を
考
察
す
る
上
で
の
手
掛

か
り
と
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
拙
い
内
容
で
は
あ
っ
た
が
、
近
世
木
簡
を
集
中
的
に
検
討
す
る
と
い

う
試
み
を
続
け
て
き
た
中
で
の
問
題
点
を
中
心
に
、
報
告
書
の
ス
タ
イ
ル
に
由

来
す
る
問
題
点
と
今
後
の
課
題
、
ま
た
実
物
の
検
討
か
ら
考
え
ら
れ
る
今
後
の

方
向
性
に
つ
い
て
、
研
究
動
向
と
い
う
形
で
の
紹
介
を
試
み
た
。

　

筆
者
を
中
心
に
し
た
グ
ル
ー
プ
は
、
実
物
調
査
の
経
験
を
さ
ら
に
積
み
重
ね

な
が
ら
調
査
方
法
を
共
有
し
、
ま
た
資
料
検
討
を
積
み
重
ね
な
が
ら
研
究
方
法

に
つ
い
て
も
共
有
す
る
と
い
う
営
み
を
続
け
て
い
く
こ
と
で
、
近
世
木
簡
の
歴

史
資
料
と
し
て
の
可
能
性
を
多
様
な
側
面
に
お
い
て
さ
ら
に
切
り
開
い
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。
今
後
の
資
料
研
究
を
通
し
て
、
木
簡
に
よ
っ
て
初
め
て

明
ら
か
に
な
る
近
世
社
会
の
側
面
に
光
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

近
世
出
土
文
字
資
料
全
体
の
中
に
お
け
る
資
料
と
し
て
の
木
簡
の
位
置
づ
け
や
、

日
本
に
お
け
る
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
木
簡
の
歴
史
的
変
遷
に
お
け
る
近
世
木

簡
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
知
見
を
増
や
し
て
い
く
中
で
考
え
て
い

き
た
い
。
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注（
1
）　

出
土
文
字
資
料
の
扱
い
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
方
は
、
鐘
江
宏
之
『
地
下
か

ら
出
土
し
た
文
字
』（
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
15
、
二
〇
〇
七
年
、
山
川
出
版
社
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）　

以
下
の
分
類
は
、
現
在
の
発
掘
調
査
報
告
書
で
お
お
む
ね
と
ら
れ
て
い
る
分

類
を
示
し
て
い
る
。

（
3
）　

小
川
望
『
焼
塩
壺
と
近
世
の
考
古
学
』（
二
〇
〇
八
年
、
同
成
社
）

（
4
）　

以
下
の
記
述
は
、
主
に
東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
汐
留
遺
跡
Ⅰ
』

（
一
九
九
七
年
）、
同
編
『
汐
留
遺
跡
Ⅱ
』（
二
〇
〇
〇
年
）、
同
編
『
汐
留
遺
跡

Ⅲ
』（
二
〇
〇
三
年
）、
同
編
『
汐
留
遺
跡
Ⅳ
』（
二
〇
〇
六
年
）
を
利
用
し
て

の
検
討
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
5
）　

江
戸
遺
跡
研
究
会
編
『
図
説　

江
戸
考
古
学
研
究
事
典
』（
二
〇
〇
一
年
、

柏
書
房
）

（
6
）　

注
（
5
）
前
掲
書
、
三
六
二
〜
三
六
六
頁
。

（
7
）　

東
京
大
学
遺
跡
調
査
室
編
『
東
京
大
学
本
郷
構
内
の
遺
跡
│
医
学
部
附
属
病

院
地
点　

医
学
部
附
属
病
院
中
央
診
療
棟
・
設
備
管
理
棟
・
給
水
設
備
棟
・
共

同
溝
建
設
地
点
』（
一
九
九
〇
年
）

（
8
）　

古
泉
弘
編
『
事
典　

江
戸
の
暮
ら
し
の
考
古
学
』（
二
〇
一
三
年
、
吉
川
弘

文
館
）

（
9
）　

注
（
8
）
前
掲
書
、
四
〇
〜
四
二
頁
。

（
10
）　

注
（
8
）
前
掲
書
、
八
六
頁
。

（
11
）　

注
（
8
）
前
掲
書
、
二
五
七
〜
二
五
八
頁
。

（
12
）　

例
え
ば
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
各
地
で
封
緘
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
木
簡
学
会
で
使
わ
れ
て
い
る
形
式
分
類
に
、
封
緘
木
簡
独
自
の
形

式
番
号
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
13
）　

中
世
木
簡
の
系
統
に
つ
い
て
も
っ
と
も
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ

ら
く
水
藤
真
氏
の
業
績
に
お
い
て
で
あ
り
、
水
藤
真
『
絵
画
・
木
札
・
石
造
物

に
中
世
を
読
む
』（
一
九
九
四
年
、
吉
川
弘
文
館
）、
同
『
木
簡
・
木
札
が
語
る

中
世
』（
一
九
九
五
年
、
東
京
堂
出
版
）
に
そ
の
枠
組
み
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。

付
記　
本
稿
は
二
〇
一
五
年
度
〜
二
〇
一
七
年
度
人
文
科
学
研
究
所
共
同
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
「
江
戸
・
東
京
の
木
簡
に
つ
い
て
の
歴
史
資
料
的
研
究
」
に
よ
る
成

果
の
一
部
で
あ
る
。EN
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R
em

ains of Japanese early m
odern w

ooden docum
ents are increasingly 

being found by excavation in m
odern cities. H

ow
ever, study of them

 is not 
readily advancing. T

here are various factors for this. T
here are few studies 

about w
ooden docum

ents that w
ere developed m

ainly on ancient w
ooden 

docum
ents. A

nd there are m
any points that would im

prove the investigation. 
In addition, it becom

es an im
portant problem

 to think about a system
 of 

wooden docum
ents in the early m

odern tim
es to exam

ine individual wooden 
docum

ents. W
e need a system

 of wooden docum
ents of the M

iddle A
ges, not 

of ancient w
ooden docum

ents, w
hile referring to the study of early m

odern 
w

ooden docum
ent. A

nd it is necessary to continue and to inspect. O
n the 

history study, the points that can know the absolute year are utilized, but 
m

ost of the w
ooden docum

ents are everyday refuse. W
ooden docum

ents 
could be exam

ined to help elucidate the daily life of the past. W
e should aim

 
at case studies to clarify the everyday life of the past.

　

Key W
ords :  W

ooden docum
ents, E

do period, E
xhum

ation letter docum
ent, 

D
aily life, E

xcavation report
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