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ご　
あ　
い　
さ　
つ

　

本
年
五
月
、
平
城
宮
跡
内
裏
北
外
郭
官
衙
出
土
木
簡
一
七
八
五
点
が
一
括
し
て

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
平
城
宮
木
簡
の
重
文
指
定
は
二
〇
〇
三

年
の
大
膳
職
推
定
地
出
土
木
簡
三
九
点
に
次
ぐ
も
の
で
す
。
今
回
指
定
さ
れ
た
の

は
、
一
九
六
三
年
に
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
と
い
う
ゴ
ミ
捨
て
穴
か
ら
み
つ
か
っ
た
一
群
で
、

聖
武
天
皇
の
内
裏
と
そ
の
周
辺
の
役
所
に
関
わ
る
も
の
で
す
。

　

今
回
こ
れ
を
記
念
し
て
、
ふ
だ
ん
あ
ま
り
み
な
さ
ま
に
お
目
に
か
け
る
機
会
の

な
い
本
物
の
木
簡
を
、
じ
っ
く
り
ご
覧
い
た
だ
く
展
示
を
企
画
し
ま
し
た
。
保
存

上
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
二
週
間
ず
つ
と
い
う
限
ら
れ
た
期
間
で
は
あ
り
ま
す

が
、「
地
下
の
正
倉
院
」
平
城
宮
の
真
髄
と
も
言
う
べ
き
天
平
の
木
簡
た
ち
を
、

さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
か
ら
ご
紹
介
し
ま
す
の
で
、
是
非
ご
堪
能
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

　

終
わ
り
に
、
今
回
の
展
示
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
読
売
新
聞
大
阪
本
社
の
ご

後
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
篤
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　

二
〇
〇
七
年
一
〇
月

　
　
　
　
　
　
　

独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構

　
　
　
　
　
　
　

奈

良

文

化

財

研

究

所

長

例　

言

一
、
こ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
、
平
城
宮
跡
内
裏
北
外
郭
官
衙
出
土
木
簡
の
重
要
文
化
財
指
定
を
記
念
し
て

奈
良
文
化
財
研
究
所
平
城
宮
跡
資
料
館
で
行
う
特
別
企
画
展「
地
下
の
正
倉
院
展
―
平
城
宮
木
簡
の
世
界
」

に
因
ん
で
、編
集
し
た
も
の
で
あ
る
（
会
期
―
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
二
三
日（
火
）〜
一
二
月
一
六
日（
日
））。

二
、
木
簡
の
保
存
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、
会
期
中
二
週
間
ご
と
に
三
回
の
展
示
替
え
を
行
う
。
各
期
の

　

展
示
期
間
と
展
示
内
容
は
左
記
の
通
り
で
、
本
書
の
構
成
も
こ
れ
に
な
ら
っ
た
。

　
　
　

Ⅰ　

天
皇
の
食
膳　
　

一
〇
月
二
三
日
（
火
）
〜
一
一
月
四
日
（
日
）

　
　
　

Ⅱ　

宮
廷
の
生
活　
　

一
一
月　

六
日
（
火
）
〜　
　

一
八
日
（
日
）

　
　
　

Ⅲ　

木
簡
の
諸
相　
　

一
一
月
二
〇
日
（
火
）
〜
一
二
月
二
日
（
日
）

　
　
　

Ⅳ　

宮
城
の
守
り　
　

一
二
月　

四
日
（
火
）
〜　
　

一
六
日
（
日
）

田　

辺　
　

征　

夫

平城宮内の木簡出土地点とSK８２０の位置（数字は調査次数）
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平
城
宮
跡
内
裏
北
外
郭
官
衙
出
土
木
簡

　
「
地
下
の
正
倉
院
」
と
も
称
さ
れ
る
歴
史
の
宝
庫
平
城
宮
。

五
〇
年
に
及
ぶ
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
徐
々
に
そ
の
姿
を
現
わ

し
つ
つ
あ
る
。
と
り
わ
け
、
発
掘
調
査
で
見
つ
か
る
木
簡
は
、

「
地
下
の
正
倉
院
」
の
精
華
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
地
下
の
正

倉
院
文
書
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
。

　

内
裏
北
外
郭
官
衙
の
ゴ
ミ
捨
て
穴
S
K
八
二
〇
出
土
の
木

簡
は
、
聖
武
天
皇
が
五
年
ぶ
り
に
平
城
宮
に
戻
っ
た
七
四
五

（
天
平
一
七
）
年
か
ら
七
四
七
（
天
平
一
九
）
年
頃
使
わ
れ

た
も
の
。
都
の
東
郊
で
は
大
仏
の
造
立
が
始
ま
り
、
平
城
宮

で
も
あ
ち
こ
ち
で
槌
音
が
響
き
わ
た
る
。
内
裏
と
そ
の
周
辺

の
役
所
の
改
修
工
事
に
伴
う
ゴ
ミ
が
、
今
回
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
木
簡
の
源
と
な
っ
た
。

　

日
本
で
千
点
を
超
え
る
規
模
の
木
簡
群
が
み
つ
か
っ
た
の

は
S
K
八
二
〇
が
最
初
。
一
三
〇
〇
年
近
く
も
昔
に
捨
て
ら

れ
た
た
く
さ
ん
の
木
片
が
、
腐
り
も
せ
ず
に
こ
ん
な
に
墨
痕

鮮
や
か
な
ま
ま
に
眠
っ
て
い
た
と
は
！
日
本
の
本
格
的
な
木

簡
研
究
の
黎
明
で
あ
る
。

　

木
簡
の
整
理
・
解
読
・
科
学
的
保
存
処
理
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、

S
K
八
二
〇
出
土
木
簡
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の

意
味
で
、
こ
の
平
城
宮
跡
内
裏
北
外
郭
官
衙
出
土
木
簡
は
、

日
本
の
木
簡
研
究
の
基
礎
を
作
っ
た
木
簡
群
な
の
で
あ
る
。

三
、
木
簡
の
写
真
は
、
原
寸
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
縮
小
し
て
掲
載
し
た
。
な
お
、
木
簡
写
真
下
部
の
番

号
は
、『
平
城
宮
木
簡
』
で
の
木
簡
番
号
で
あ
る
。

四
、
本
書
の
編
集
は
、
企
画
調
整
部
展
示
企
画
室
の
千
田
剛
道
の
協
力
の
も
と
、
都
城
発
掘
調
査
部
史
料

研
究
室
が
担
当
し
、
馬
場
基
・
渡
辺
晃
宏
が
執
筆
し
た
。
木
簡
の
写
真
は
、
企
画
調
整
部
写
真
室
の
中

村
一
郎
の
撮
影
に
よ
る
。

上：SK８２０土層中の木屑層

下：SK８２０全景

背景：SK８２０遺物取り上げ状況
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ａ　

古
代
の
乳
製
品

　

近
江
国
か
ら
の
生な
ま

   
 
蘇 
の
荷
札
。
蘇
は
牛
乳
を
煮
詰

そ

め
た
も
の
。
生
蘇
と
い
う
か
ら
半
固
形
だ
っ
た
だ
ろ

う
か
。
貴
重
な
た
め
か
、
量
も
三
合
（
約
二
二
〇
C
C
）

と
少
量
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
小
型
の
木
簡

で
あ
る
。

　
ｂ　

山
海
の
珍
味

　
「
贄
」
は 
律
令 
に
明
確
な
規
定
が
な
い
が
、
天
皇
の

り
つ
り
ょ
う

食
膳
を
支
え
る
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

「 
中
男 

ち
ゅ
う
な
ん 
作
物 
」
も
、
ほ
ぼ
同
様
な
性
格
を
持
っ
て
い

さ
く
も
つ

た
ら
し
い
。

　
「
贄
」
の
荷
札
の
中
に
は
、
木
材
の
加
工
方
法
も
、

書
か
れ
た
文
字
も
す
ば
ら
し
い
も
の
が
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
。
荷
物
を
送
る
側
も
、
他
の 
調 
や 
庸 
な
ど
と

ち
ょ
う 

よ
う

は
、
決
定
的
に
違
う
と
意
識
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

右
は
、 
伊
予
国 

い
よ
の
く
に

か
ら
の 
旧
鯖 
（
古
鯖
）
の
荷
札
。
旧

ふ
る
さ
ば

鯖
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
品
で
あ
っ
た
か
は
不
明

で
あ
る
。
へ
し
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
文

字
も
加
工
も
丁
寧
で
あ
る
。

　

中
央
は
、
伯
耆
国

     

か
ら
の
�
の
荷
札
。
�
は
干
魚

ほ
う
き
の
く
に

ま
た
は
干
肉
で
あ
る
。

　

左
は
、 
武
蔵
国 
か
ら
の 
鮒 
の

む
さ
し
の
く
に 

ふ
な

 
背
割 
り
の
荷
札
。
背

せ

わ

割
り
は
、
背
中
か
ら
割
い
て
干
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

き
た
い

Ⅰ　

天
皇
の
食
膳

　

全
国
か
ら
の
様
々
な
食
材
が
、
天
皇
の
食
膳
を
賑
わ
し
た
。「 
贄 
」
と
よ
ば

に
え

れ
る
品
々
な
ど
が
そ
れ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

輸
送
時
に
付
け
ら
れ
た 
荷  
札 
が
、
あ
る
い
は
宮
中
で
の
保
管
や
加
工
の
際
の

に 
ふ
だ

 
付
札 
が
、
豪
華
な
食
膳
の
様
相
を
、
鮮
や
か
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
。

つ
け
ふ
だ

ａｂ

466

361360

405
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ｃ　

宮
内
に
蓄
え
ら
れ
た
品
々

　

平
城
宮
の
中
で
は
、
食
料
の
備
蓄
や
加
工
が
行
わ

れ
た
。

　

右
は
、
漬
物
を
入
れ
た 
瓶 
の
付
札
。「
天
平
十
五

か
め

年
」
と
書
か
れ
、
漬
け
込
ん
だ
時
期
の
メ
モ
だ
と
す

る
と
、
か
な
り
の
古
漬
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
左

は
、「 
供
御 
」
と
あ
り
、
天
皇
用
の
末
醤
の
付
札
。

く

ご

ｄ　

産
地
指
定
の
新
物
ワ
カ
メ

　

奈
良
時
代
、
ワ
カ
メ
は
「 
海
藻 
」
と
表
記
さ
れ
た
。

め

「 
若  
海
藻 
」
は
、
新
物
の
ワ
カ
メ
で
あ
る
。
右
は
、

わ
か 

め

 
下
総
国
酢
水
浦 
か
ら
の
荷
札
。
左
は
、

し
も
う
さ
の
く
に
す
み
ず
う
ら

 
常
陸  
国  
酒
烈 

ひ
た
ち
の 
く
に 
さ
か
つ
ら

 
埼 
か
ら
の
荷
札
。
贄
の
ワ
カ
メ
は
、
し
ば
し
ば
産
地

ざ
きが

記
さ
れ
る
。
い
わ
ば
ブ
ラ
ン
ド
も
の
の
ワ
カ
メ
で

あ
る
。

ｅ　
 
三
河 
湾
に
浮
か
ぶ
天
皇
専
用
の
島

み

か

わ

　

三
河
湾
の
湾
口
付
近
に
浮
か
ぶ
島
は
、
月
ご
と
に

交
替
し
て
海
産
物
を
貢
進
し
て
い
た
。
奇
数
月
が 
篠 しの

島
、
偶
数
月
が 
析
島 
（

さ
く

 
佐
久 
島
）
で
あ
る
。「

さ

く

 
海
部 
」

あ

ま

＝
海
民
集
団
が
「 
供
奉 
ぐ

ぶ

」
＝ 
供 
え 
奉 
る
と
い
う
表
現

そ
な 

た
て
ま
つ

は
、
古
く
か
ら
の
伝
統
を
伝
え
る
。

ｃｄ

ｅ

375

474

472400

402



　

贄
。
全
国
か
ら
天
皇
の
食
膳
に
届
け
ら
れ
た
品
々
。
サ
メ

や
サ
ケ
、
鹿
や
イ
ノ
シ
シ
の
肉
な
ど
、
数
々
の
珍
味
が
都
に

集
め
ら
れ
る
。
中
で
も
ワ
カ
メ
は
各
地
か
ら
産
地
指
定
で
貢

進
さ
せ
て
い
た
。
い
わ
ば
ブ
ラ
ン
ド
も
の
で
、「 
牟  
屋 
海
」
の

む 

や

ワ
カ
メ
は
、
今
な
ら
鳴
門
の
ワ
カ
メ
。

　

さ
て
、
贄
と
い
え
ば 
志
摩
国 
。
志
摩
の
速
贄

し
ま
の
く
に

    

と
い
う
く
ら

は
や
に
え

い
だ
が
、
な
ぜ
か
志
摩
国
の
贄
の
荷
札
は
こ
れ
ま
で
全
然
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ど
う
や
ら
郷
の
名
前
と
品
目

だ
け
書
い
た
小
型
の
付
札
が
、
志
摩
国
の
贄
の
荷
札
の
正
体

ら
し
い
。

　

産
地
指
定
の
贄
は
確
か
に
選
り
す
ぐ
り
高
級
品
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
だ
が
、
天
皇
の
日
常
の
食
膳
を
支
え
た
品
々
に
は
、

案
外
粗
末
な
荷
札
し
か
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
い
や
、
も
し

か
し
た
ら
、
荷
札
な
ど
付
け
ず
に
送
ら
れ
て
き
た
品
々
も
多

か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

４０３号木簡と鳴門のワカメ



　

か
つ
て
、
こ
の
札
た
ち
は
、
正
体
不
明
の
も
の
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
た
。 
繊  
維 
製
品
の
色
と
名
前
だ
け
記
し
た
だ
け
の

せ
ん 
い

小
片
。
繊
維
製
品
に
添
え
て
利
用
さ
れ
た
保
管
用
の
ラ
ベ
ル

で
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

近
年
の
研
究
は
、
愉
快
な
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ

ら
は
、
何
本
か
の
細
長
い
板
切
れ
を
等
分
に
切
り
折
り
し
て

作
ら
れ
て
い
て
、
仕
上
げ
も
粗
い
。
文
字
も
一
人
で
書
い
た

ら
し
い
。
何
の
た
め
に
？

　

そ
れ
は
、
ど
う
や
ら
「
く
じ
引
き
」
の
た
め
だ
っ
た
ら
し

い
の
だ
。
ご
褒
美
か
、
お
裾
分
け
か
、
は
た
ま
た
宴
会
の
余

興
か
…
…
。
さ
て
、
く
じ
に
興
じ
た
天
平
人
た
ち
、
お
目
当

て
の
品
は
手
に
入
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

４９８～５００

５０９　５１０

５１２　５１６　５２０号木簡と糸
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ａ　
「
正
倉
院
宝
物
」
の
落
と
し
物

　

正
倉
院
宝
物
は
、
か
つ
て
聖
武
天
皇
と
と
も
に
平
城
宮

内
に
あ
っ
た
。
だ
か
ら
出
土
木
簡
に
は
、「
正
倉
院
宝
物

の
片
割
れ
」
が
い
る
こ
と
が
あ
る

　

火
爐
は
ひ
ば
ち
。
お
香
の
容
器
の
ラ
ベ
ル
の
木
簡
が
一

緒
に
見
つ
か
っ
て
い
る
の
で
、
香
炉
と
考
え
た
い
。「
御

殿
内
」
と
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
聖
武
天
皇
愛
用
の
内
裏

備
え
付
け
の
品
物
か
も
知
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら

は
東
大
寺
の
大
仏
に
献
納
さ
れ
て
、
香
炉
や 
櫃 
と
と
も
に

ひ
つ

正
倉
院
に
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
遺
物
。

文
字
通
り
の
「
地
下
の
正
倉
院
」
の
木
簡
。

ｂ　

女
官
の
横
顔

　

内
裏
に
は
多
く
の
女
官
も
勤
務
す
る
。
左
の「
板
野
」は
、

 
阿
波
国
板
野
郡 
出
身
の

あ
わ
の
く
に
い
た
の
ぐ
ん

 
采
女 

う

ね

め

、 
板
野
命
婦 
（

い
た
の
の
み
ょ
う
ぶ

 
粟
凡
直
若
子 
）

あ
わ
の
お
お
し
の
あ
た
い
わ
く
ご

ら
し
い
。
彼
女
の
も
と
で
働
く
女
官 
真  
浜  
女 
に
飯
と
塩
を

ま 
は
ま 
め

支
給
し
た
帳
簿
木
簡
。
宮
廷
の
華
や
か
な
生
活
を
支
え
た

女
官
た
ち
の
食
事
も
、
下
級
役
人
や
兵
士
た
ち
同
様
、
飯

と
塩
、
そ
し
て
菜
っ
葉
程
度
の
も
の
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
聖
武
天
皇
の
皇
后 
光
明
子 
は
、
正
式
に
は

こ
う
み
ょ
う
し

内
裏
で
は
な
く
、
当
時
は
父
藤
原 
不
比
等 
の
旧
宅
、
現
在

ふ

ひ

と

の 
法
華  
寺 
の
地
に
住
ま
い
し
て
い
た
。

ほ
っ
け 

じ

Ⅱ　

宮
廷
の
生
活

　

聖
武
天
皇
の
住
ま
う 
内
裏 
を
支
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
役
所
と
そ
こ
で
は
た
ら
く
官

だ
い
り

人
・
女
官
た
ち
。

　

正
倉
院
宝
物
を
彷
彿
と
さ
せ
る
天
皇
の
身
辺
か
ら
、
彼
・
彼
女
ら
の
日
常
業
務
と

悲
喜
こ
も
ご
も
の
生
活
ま
で
、
木
簡
の
語
る
世
界
は
広
く
か
つ
深
い
。

ａ

479

ｂ

465

480

196
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ｃ　

内
裏
を
支
え
る
木
簡

　

西
市
は
、
平
城
京
右
京
八
条
の
公
設
市
場
。
右
は
そ
こ

で
の
物
品
購
入
用
の
銭（
和
同
開
珎
）の
ラ
ベ
ル
の
木
簡
。
一

定
量
の
銭
を
紐
を
孔
に
通
し
て
束
ね
、
こ
の
紐
に
木
簡
を

括
り
付
け
た
。
千
枚
（
一
貫
）
一
束
の
例
も
あ
る
。

　

左
は
、
天
皇
用
の
紙
を
打
つ
（
墨
の
の
り
が
よ
く
な
る
よ
う
表

面
を
た
た
き
平
滑
に
す
る
）
た
め
、 
三
野
部
石
嶋 
等
を
呼
び
出

み
の
べ
の
い
わ
し
ま

し
た
木
簡
。
呼
び
出
し
元
は 
図
書
寮 
か
。
こ
の
木
簡
は
彼

ず
し
ょ
り
ょ
う

ら
が
図
書
寮
に
出
向
く
際
の
本
人
証
明
に
も
な
っ
た
。
丈

夫
な
木
な
ら
で
は
の
使
い
方
だ
。

ｄ　

く
じ
引
き
札
を
つ
く
る

　

ラ
ベ
ル
に
し
て
は
切
り
込
み
も
孔
も
な
い
。
使
用
済
み

ラ
ベ
ル
を
ま
と
め
て
捨
て
る
の
か
？
書
か
れ
て
い
る
色
と

製
品
名
の
組
み
合
わ
せ
に
同
じ
物
が
な
い
の
に
、
み
ん
な

同
じ
表
情
を
し
て
い
る
…
…
さ
ら
に
、
く
じ
引
き
札
と

考
え
る
決
め
手
に
な
っ
た
の
は
、「
取
色
」
と
書
か
れ
た

札
。
他
の
札
と
同
じ
規
格
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
ー

の
札
と
考
え
た
。
写

真
は
切
断
加
工
以
前
の

状
態
に
復
元
し
た
も
の
。

粗
い
加
工
が
か
え
っ
て

幸
い
し
、
復
元
の
大
き

な
決
め
手
に
な
っ
た
。

ｃ

ｄ

489

56

上から 500、520、516、512
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ａ　

半
裁
さ
れ
た
文
書

　

図
書
寮
と
い
う
役
所
か
ら
の
「 
解 （
＝

げ

下
級
の
役
所
か
ら
上
級
の
役
所
へ
上
申
す
る
文

書
）
」。
半
裁
さ
れ
て
い
て
も
、
わ
ず
か

に
残
っ
た
文
字
と
、
律
令
法
や 
古 
文
書

    こ 
も
ん
じ
ょ

学
の
知
識
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

解
読
が
可
能
と
な
っ
た
。　

ｂ　

様
々
な
木
簡

　

古
代
日
本
で
は
、
紙
と
木
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
特
性
や
、
文
字
を
書
く
場
面
に

応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
た
。

　

右
は
、 
横
材 
木
簡
（
＝
木
目
を
横
方
向
に

よ
こ
ざ
い

し
て
利
用
し
た
木
簡
）。
横
に
長
い
た
め
、

 
帳
簿 
と
し
て
便
利
。「 
板
写
公
文 
」と
も

ち
ょ
う
ぼ 

ば
ん
し
ゃ
の
く
も
ん

呼
ば
れ
、
紙
と
木
を
つ
な
ぐ
重
要
な
存

在
。

　

左
は
タ
グ
状
の
札
。
荷
物
を
保
管
す

る
際
に
、
そ
の
外
に
付
け
ら
れ
て
い
た

と
見
ら
れ
、
必
要
最
小
限
の
記
載
と
、

形
態
を
生
か
し
た
利
用
法
は
木
簡
に
特

徴
的
で
あ
る
。

Ⅲ　

木
簡
の
諸
相

　

一
口
に
「
木
簡
」
と
い
っ
て
も
、
実
に
様
々
だ
。
文
字
以
外
に
も
多
く
の
情
報
が

あ
る
。
ま
た
、
判
読
の
難
し
い
文
字
を
ど
う
読
む
か
。

　

木
簡
か
ら
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
情
報
を
引
き
出
せ
る
か
。
加
工
・
文
字
・
利
用
・

廃
棄
と
様
々
な
角
度
か
ら
、
観
察
と
検
討
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

48
ａｂ226

469
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ｃ　

付
札
と
物
品

　

右
は 
紐 
が
残
っ
て
い
た
荷
札
。
紐
が
残
存
す
る
例
は
他

ひ
も

に
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
植
物
の 
蔓 
。
た
だ
し
、
土
中
で

つ
る

の
腐
り
や
す
さ
の
問
題
も
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
す
べ
て

の
紐
が
植
物
の
蔓
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

左
は
ア
ワ
ビ
の
付
札
。
記
載
内
容
か
ら
は
荷
札
木
簡
で

は
な
い
が
、
木
の
加
工
は
丁
寧
で
贄
荷
札
に
極
似
す
る
。

贄
荷
札
の
再
利
用
か
、
贄
の
荷
の
内
側
に
付
け
ら
れ
て
い

た
（
外
側
は
通
常
の
贄
の
荷
札
）
可
能
性
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

木
簡
の
利
用
形
態
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。

ｄ　

荷
札
と
地
域
性

　

荷
札
に
は
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に

地
域
的
特
性
が
あ
る
。
日
本
海
側
で
杉
材
が
多
い
が
、
こ

れ
は
植
生
と
も
関
連
す
る
ら
し
い
。

　
 
伊
豆 
の
堅
魚

い

ず

    

、

か

つ

お 
安
房 
・

あ

わ

 
上
総 
の
ア
ワ
ビ
は
、
大
型
荷
札

か

ず

さ

木
簡
の
代
表
。
大
き
な
荷
物
と
お
国
柄
の
た
め
だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、 
駿
河 
の
堅
魚
木
簡
は
一
回
り
小
さ
い
。

す

る

が

ｃ

ｄ

312

461

342



　

右
は 
出
雲 
の
贄
荷
札
。
加
工
も
丁
寧
で
文
字
も
良
い
が
、

い

ず

も

切
り
込
み
部
が
め
く
れ
る
。
刃
を
入
れ
た 
痕
跡 
だ
。
最
初
に

こ
ん
せ
き

木
簡
の
端
側
か
ら
刃
を
い
れ
、
次
に
反
対
側
か
ら
切
り
込
ん

だ
際
、
刃
が
届
か
ず
木
が
裂
け
た
ら
し
い
。

　

右
下
の
木
簡
で
も
、
似
た
状
況
が
観
察
で
き
る
。
こ
の
場

合
、
刃
の
入
り
方
が
一
定
で
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
っ
か
り

加
工
す
る
の
は
厄
介
だ
。
最
初
か
ら
刃
を
合
わ
せ
よ
う
な
ん

て
せ
ず
に
、
裂
い
て
し
ま
え
、
と
い
う
の
が
左
下
。
ほ
ど
ほ

ど
に
刃
を
入
れ
、
て
こ
の
原
理
で
も
ぎ
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

木
簡
を
よ
く
観
察
す
る
と
、
こ
う
し
た
加
工
時
の
様
々
な

痕
跡
が
―
古
代
人
の
息
吹
が
―
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

４０７号上部（表側から）

３７２号下部（表側から） ３５７号上部（裏側から）



　

S
K
八
二
〇
は
、
天
平
一
七（
七
四
五
）〜
一
九（
七
四
七
）

年
頃
に
使
わ
れ
た
ゴ
ミ
穴
で
あ
る
。
当
然
、
木
簡
の
年
紀
も

そ
の
頃
の
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
約
二
十
年
ほ
ど
も
前
の
、 
神  
亀 
四
（
七
二
七
）

じ
ん 
き

年
の
年
紀
を
持
つ
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
若
狭
国
の
塩
荷

札
で
あ
る
。
な
ぜ
古
い
木
簡
が
出
土
す
る
の
か
。

　

塩
は
腐
ら
な
い
か
ら
、
と
言
わ
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
古

代
の
法
律
は
、
に
が
り
分
の
多
い
塩
が
湿
気
を
吸
っ
て
溶
け

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
若
狭
に
次
い
で
出
土
点
数
の
多
い

 
周
防
国 
の
塩
は
、
だ
い
た
い
三
年
以
内
に
消
費
さ
れ
て
い
る
。

す
お
う
の
く
に

　

形
態
や
記
載
内
容
も
含
め
て
検
討
す
る
と
、
若
狭
の
塩
は
、

ど
う
も
備
蓄
に
適
し
た
加
工
を
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
塩
と

い
う
形
で
の
律
令
国
家
の
実
力
の
備
蓄
こ
そ
、
若
狭
の
塩
に

期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

３３１号木簡と塩
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ａ　
 
米
塩 
の
こ
と

べ
い
え
ん

　

奈
良
時
代
の
基
本
史
料
、『 
続
日
本
紀 
』
は
、「
米
塩
の

し
ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

事
」
は
煩
わ
し
い
の
で
省
い
た
、
と
い
う
。
だ
が
、
米
と

塩
を
支
給
し
な
け
れ
ば
、
宮
城
の
警
護
も
で
き
な
い
。
米

と
塩
は
、
国
家
の
実
力
を
直
接
支
え
て
い
た
。『
続
日
本

紀
』
で
省
か
れ
た
米
塩
の
事
を
、
木
簡
は
伝
え
て
く
れ
る
。

　

米
や
塩
は
重
い
。
だ
か
ら
、
都
の
近
隣
か
水
運
の
便
の

良
い
地
域
か
ら
貢
納
さ
れ
る
。

　

右
は
、 
備
中
国 
か
ら
の
、
中
央
は

び
っ
ち
ゅ
う
の
く
に

 
阿
波
国 
か
ら
の
米
の

あ
わ
の
く
に

荷
札
。「
白
米
」
は
、
保
管
に
適
し
た
種
籾
の
状
態
で
は
な

く
、
食
用
に
適
す
る
よ
う
精
製
し
た
米
。
米
は
「
五
斗
」

「
五
斗
八
升
」「
六
斗
」
単
位
の
も
の
が
多
い
。「
五
斗
八

升
」「
六
斗
」
は
庸
米

    

で
、
一
日
二
合
の
計
算
で
、
一
人

よ
う
ま
い

の
一
ヶ
月
分
の
食
料
に
相
当
す
る
。
一
方
、
五
斗
は
俵
に

対
応
す
る
。
古
代
は
五
斗
一
俵
が
基
本
で
あ
っ
た
。
な
お
、

古
代
の
斗
量
は
現
行
の
約
四
割
程
度
の
量
で
あ
る
。

　

左
は
、
周
防
国
か
ら
の
塩
の
荷
札
。
塩
は
若
狭
国
・
周

防
国
を
は
じ
め
、
瀬
戸
内
海
・
三
河
湾
の
沿
岸
諸
国
か
ら

貢
進
さ
れ
る
。「 
尻
塩 
」
は
固
形
塩
（
大
き
な
か
た
ま
り
に
固
め

き

た

し

ら
れ
た
塩
）。
形
状
に
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、

地
域
や
塩
の
種
類
と
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
形

状
は
周
防
国
で
は
め
ず
ら
し
い
。

Ⅳ　

宮
城
の
守
り

　

宮
廷
で
の
華
や
か
な
生
活
の
隣
に
は
、
そ
れ
ら
を
守
る
人
々
の
姿
が
あ
っ
た
。

彼
ら
を
支
え
る
物
資
も
ま
た
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
て
い
た
。

　

S
K
八
二
〇
出
土
木
簡
に
は
、
そ
う
し
た
人
々
に
関
わ
る
も
の
も
多
い
。
木
簡

は
時
に
、
彼
ら
の
生
の
言
葉
を
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

417 ａ

419

328
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ｂ　

警
備
部
隊
の
配
置

　

宮
内
の
警
備
レ
ベ
ル
は
、
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
る
。

も
っ
と
も
厳
重
な
の
は 
内
裏 

だ

い

り

で
、
内
裏
の
門
は 
閤
門 
と
よ

こ
う
も
ん

ば
れ
、 
兵
衛 
が
警
備
に
つ
い
た
。
兵
衛
は
、
中
央
下
級
官

ひ
ょ
う
え

人
の 
子
弟 
や
、
地
方
郡
司
の
子
弟
な
ど
か
ら
な
る
部
隊
で
、

し

て

い

身
分
上
は
官
人
の
末
端
に
連
な
る
。

　

右
は
、
夜
間
の
見
廻
り
を
命
じ
た
木
簡
。
平
城
京
内
は

夜
間
外
出
禁
止
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
宮
内
も
厳
重
に
警
備

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

左
は
、
門
な
ど
守
備
す
べ
き
場
所
ご
と
に
兵
衛
の
配
置

を
記
し
た
木
簡
。
警
備
場
所
は
、
内
裏
周
辺
で
あ
る
。
S

K
八
二
〇
か
ら
は
類
似
し
た
木
簡
が
多
数
出
土
し
、
そ
の

警
備
対
象
か
ら
「 
西
宮
兵
衛
木
簡 
」
と
称
さ
れ
る
。
西
宮

さ
い
ぐ
う
ひ
ょ
う
え
も
っ
か
ん

は
聖
武
天
皇
の
御
所
（
内
裏
）
の
こ
と
。
裏
面
に
「 
食

司
 」

し
ょ
く
の
つ
か
さ

と
あ
り
、
食
料
支
給
の
た
め
の
伝
票
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ｃ　

塩
が
な
い

　

西
宮
兵
衛
木
簡
の
う
ち
の
一
点
。
兵
衛
の
名
前
に 
合
点 

が
っ
て
ん

が
記
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
勤
務
し
た
か
ど
う
か
な
ど
、

何
ら
か
の
照
合
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
裏
面
で
あ
る
。
お
よ
そ
の
意
味
は

「
塩
が
来
て
い
な
い
。
い
つ
も
ど
お
り
ち
ゃ
ん
と
用
意
し

て
く
れ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
食
料
支
給

の
伝
票
と
し
て
用
い
ら
れ
、
支
給
現
場
で
書
き
込
ま
れ
て

詰
所
に
送
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
漢
文
と
し
て
は
不

正
確
で
文
字
も
雑
だ
が
、
逆
に
怒
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

ｂｃ

61

10099




