


　

す
っ
か
り
秋
も
深
ま
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
年
で
八
回
目
を
迎

え
る「
地
下
の
正
倉
院
展
」も
、
こ
の
時
期
の
奈
良
の
風
物
詩
と
し
て

定
着
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
今
回
も
三
期
に
わ
た
り
、
平

城
宮
・
京
跡
出
土
の
木
簡
を
七
〇
点
以
上
出
品
い
た
し
ま
す
。
こ
の

機
会
に
、
普
段
は
な
か
な
か
ご
覧
い
た
だ
け
な
い
本
物
の
木
簡
に
親

し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
少
し
異
な
る
観
点
か
ら
木
簡
を
ご
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
墨
書
を
持
つ
出
土
木
片
」
で
あ
る
木
簡
は
、

本
来
的
に
木
製
品
で
あ
り
、
ま
た
考
古
遺
物
で
も
あ
り
ま
す
。
重
さ

や
大
き
さ
、
カ
タ
チ
を
も
つ
物
質
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
木
取
り
を
し
て
い
る
か
、
ど
ん
な
木
か
ら
で
き
て
い
る
の
か
、

後
世
に
伝
え
て
ゆ
く
た
め
に
は
ど
ん
な
処
置
が
必
要
か
―
―
記
載
内

容
に
関
心
が
集
中
し
が
ち
な
木
簡
も
、
ち
ょ
っ
と
見
方
を
変
え
れ
ば
、

驚
く
ほ
ど
多
彩
な
相
貌
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
モ
ノ
と
し
て
の
木
簡

を
、
科
学
的
な
視
点
を
交
え
つ
つ
見
つ
め
る
、
そ
れ
が
今
年
の
テ
ー

マ
で
す
。
み
な
さ
ま
も
ぜ
ひ
、
会
場
で
本
物
の
木
簡
を
間
近
に
観
察

し
、
想
い
を
め
ぐ
ら
せ
、
お
楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
展
示
に
あ
た
り
ご
後
援
を
い
た

だ
い
た
皆
様
に
、
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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―
木
簡
を
、
科
学
す
る
―

っ
て
一
体
ど
う
い
う
こ
と
？ 

そ
も
そ
も
科
学
っ
て
何
だ
ろ
う
？

一
言
で
表
す
の
は
難
し
い
け
れ
ど

客
観
的
に
観
察
し
、
分
析
し
、
考
察
し
、
探
究
す
る
た
め
に

モ
ノ
や
コ
ト
に
じ
っ
く
り
向
き
あ
い
、
好
奇
心
に
あ
ふ
れ
た
眼
差
し
を
そ
そ
ぐ

そ
れ
が「
科
学
す
る
」と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
知
識
が「
科
学
」

そ
ん
な
風
に
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か

木
簡
は
、
た
だ
の
文
字
資
料
で
は
な
い

だ
れ
か
が
木
か
ら
作
り
出
し
、
文
字
を
記
し
、
な
に
か
に
使
わ
れ
、
捨
て
ら
れ
て

長
い
眠
り
の
の
ち
に
、
ふ
た
た
び
私
た
ち
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
モ
ノ
た
ち
で
あ
る

い
ろ
ん
な
材
か
ら
作
ら
れ
、
カ
タ
チ
が
あ
り
、
重
さ
が
あ
り

土
の
な
か
で
ず
い
ぶ
ん
変
質
し
、
他
の
も
の
と
一
緒
に
遺
跡
か
ら
見
つ
か
る

木
製
品
で
あ
り
、
考
古
遺
物
で
も
あ
る
木
簡

さ
ぁ
、
自
由
な
発
想
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
見
つ
め
直
し
て

木
簡
を
科
学
し
て
み
よ
う
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木
簡
と
探
査

　

二
〇
〇
八
年
、
平
城
宮
の
東と
う

方ほ
う

官か
ん

衙が

と
呼
ば

れ
る
地
区
で
、
巨
大
な
土ど

坑こ
う（

ゴ
ミ
穴
）の
一
部

が
見
つ
か
っ
た
。
試
し
に
少
し
土
を
取
り
上
げ

た
だ
け
で
、
中
に
は
木
簡
が
い
っ
ぱ
い
。
全
体

を
掘
り
上
げ
た
ら
、
ど
れ
ほ
ど
の
点
数
に
達
す

る
の
か
―
―
こ
の
時
、
遺
構
の
把
握
や
遺
物
の

受
け
入
れ
に
万
全
を
期
す
た
め
に
、
あ
ら
か
じ

め
地
中
レ
ー
ダ
ー
探
査
で
土
坑
の
規
模
を
推
定

す
る
と
い
う
手
法
が
試
み
ら
れ
た
（
詳
細
は
五

頁「
こ
ぼ
れ
話
①
」参
照
）。

　

四
・
五
頁
の
木
簡
は
、
す
べ
て
そ
の
大
土
坑

か
ら
見
つ
か
っ
た
も
の
。
ま
だ
調
査
・
研
究
の

途
上
に
あ
る
た
め
保
存
処
理
は
施
さ
れ
て
お
ら

ず
、
み
な
水
漬
け
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
奈
良
文
化
財
研
究
所
（
以
下
、
奈
文

研
）
で
は
、
木
簡
の
保
管
に
ホ
ウ
酸
と
ホ
ウ
砂

を
溶
か
し
た
水
溶
液
を
用
い
て
い
る
。

　

１
は
、
驚
く
ほ
ど
最
終
画
が
長
い「
行
」の
字

が
目
を
引
く
異い

形ぎ
ょ
うの

木
簡
。
中
国
の
古
い
筆
法

「
懸け
ん
し
ん針
」（
特
定
の
文
字
を
強
調
す
る
た
め
に
最

後
の
画
を
長
く
伸
ば
す
書
法
）
を
練
習
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
木
目
と
垂
直
の
方
向
に
文

字
が
書
か
れ
る
の
も
特
徴
。

　

６
は
銭
に
付
け
ら
れ
た
付つ
け
ふ
だ札
。
類
品
も
一
緒

に
多
く
見
つ
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
含
め
た

記
載
の
内
容
か
ら
、
鋳
銭
工
人
が
自
身
の
鋳い

た

銭
を
一
〇
〇
〇
文
ず
つ
束
ね
て
上
納
し
た
際
に

使
わ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

４
は「
年あ

ゆ魚
」の
ス
シ
の
付
札
。
奈
良
時
代
の

ス
シ
は
、
現
在
の
滋
賀
県
の
名
物
・
鮒ふ
な

ず
し
の

よ
う
な「
な
れ
ず
し
」の
類
で
あ
る
。
全
体
に
作

り
は
丁
寧
で
、
文
字
も
端
正
に
整
う
。

掘
ら
ず
に
土
の
中
を
み
る
―
―
ま
る
で
魔
法
の
よ
う
な
調
査
法
が
、
近
年
実
用
化
さ
れ
て
き
て
い
る
。

地
中
レ
ー
ダ
ー
探
査
で
あ
る
。
こ
の
、
地
下
の
様
子
を
う
か
が
う
画
期
的
な
技
術
、
実
は
木
簡
の
発
掘

に
援
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
木
簡
の
調
査
・
研
究
も
、
掘
り
出
さ
な
け
れ
ば
始
ま
ら
な
い
!!

1
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５
は「
麁あ
ら
が
つ
お

堅
魚
」（
縦
に
細
く
切
り
干
し
た
カ

ツ
オ
）
の
付
札
。
柾ま
さ

目め

材
で
木
目
が
強
く
、
肉

眼
で
は
ほ
と
ん
ど
読
め
な
い
が
、
赤
外
線
装
置

を
使
う
と
文
字
が
く
っ
き
り
浮
か
び
上
が
る
。

　

２
は「
蜷に
な

」（
小
型
の
巻
き
貝
の
一
種
、
ま
た

は
そ
の
総
称
）
の
付
札
。
上
端
の
切
り
込
み
に

結
わ
え
ら
れ
た
紐
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。

　

７
は「
春と
う
ぐ
う宮

」と
書
か
れ
た
小
型
の
付
札
。
春

宮
は
皇
太
子
の
こ
と
。
上
下
両
端
と
も
、
切
り

込
み
を
入
れ
る
だ
け
で
な
く
先
端
を
鈍ど
ん
か
く角

に
尖と
が

ら
せ
る
加
工
が
施
さ
れ
る
な
ど
、
細
部
ま
で
丁

寧
に
作
り
込
ま
れ
た
一
品
。

　

８
は
、
左さ

え

じ

ふ

衛
士
府
が
宿
直
に
当
た
っ
た
官
人

や
兵
士
に
つ
い
て
報
告
し
た
文も
ん
じ
ょ書

木
簡
。
８
を

含
め
、
こ
の
土
坑
か
ら
は
衛え

ふ府（
軍
隊
）に
関
わ

る
木
簡
が
多
く
見
つ
か
っ
て
い
る
。

木簡×科学 こぼれ話①

発掘前に入念に  

　

本
文
で
触
れ
た
東
方
官
衙
の
大
土
坑
が
見
つ
か
っ
た

の
は
二
〇
〇
八
年
三
月
。
た
だ
、
こ
の
時
は
ト
レ
ン
チ
調

査
（
遺
跡
の
概
況
を
う
か
が
う
た
め
に
細
長
い
調
査
区
を

設
け
て
お
こ
な
う
調
査
）
だ
っ
た
た
め
、
検
け
ん
し
ゅ
つ出
で
き
た
の

は
土
坑
の
東
側
の
一
部
分
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
五

メ
ー
ト
ル
四
方
は
下
ら
な
い
。
試
し
に
一
部
を
掘
り
上

げ
、
コ
ン
テ
ナ
で
土
を
持
ち
帰
り
洗
浄
し
た
と
こ
ろ
、
中

に
は
無
数
の
削け
ず
り
く
ず屑
が
‥
‥ 

そ
の
数
、
多
い
も
の
で
は
一

箱
で
約
七
〇
〇
点
!! 

全
体
を
掘
り
出
し
た
ら
ど
れ
ほ
ど

の
数
に
達
す
る
の
か
、
そ
も
そ
も
こ
の
土
坑
は
、
ど
れ
ほ

ど
の
大
き
さ
な
の
で
あ
ろ
う
か
―
―

　

考
古
学
の
調
査
で
は
通
常
、
遺
構
の
平
面
形
状
を
把
握

し
た
上
で
掘
削
に
か
か
る
。
加
え
て
こ
の
時
は
、
確
実
に

多
量
に
出
土
す
る
で
あ
ろ
う
木
簡
の
管
理
の
問
題
な
ど
、

即
座
に
掘
り
上
げ
る
の
は
難
し
い
状
況
に
置
か
れ
た
。

　

そ
こ
で
、
土
坑
を
一
旦
埋
め
戻
し
、
地
中
レ
ー
ダ
ー
探

査
で
土
坑
の
全
体
規
模
を
把
握
し
、
遺
構
の
調
査
と
遺
物

の
受
け
入
れ
の
双
方
に
万
全
を
期
す
こ
と
と
し
た
。
そ
の

結
果
、
土
坑
の
規
模
は
南
北
約
七
メ
ー
ト
ル
・
東
西
約

一
一
メ
ー
ト
ル
と
想
定
さ
れ
、
ト
レ
ン
チ
調
査
の
成
果
と

あ
わ
せ
て
、
木
簡
の
総
点
数
は
一
〇
万
点
を
下
ら
な
い
と

い
う
見
通
し
が
得
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
て
同
年
十
二
月
、
満
を
持
し
て
土
坑
の
掘
り
上

げ
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。

6

55 赤外線写真

探査の様子

427

8
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木
簡
を
観
察
す
る

　

ど
ん
な
材
を
用
い
て
い
る
か
、
割
れ
て
い
る

か
完
形
か
、
加
工
は
粗
雑
か
丁
寧
か
―
―
活
字

の
釈し
ゃ
く
も
ん文だ
け
を
み
て
い
て
は
わ
か
ら
な
い
観
察

ポ
イ
ン
ト
が
、
木
簡
に
は
た
く
さ
ん
隠
れ
て
い

る
。
あ
る
い
は
実
物
の
木
簡
を
前
に
し
て
も
、

文
字
面
ば
か
り
を
追
っ
て
い
て
は
、
せ
っ
か
く

の
面
白
味
を
見
逃
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い
。
ひ
と
た
び
私
た
ち
が
木
製
品
と
し
て
眺
め

る
姿
勢
を
も
て
ば
、
木
簡
は
、
驚
く
ほ
ど
多
彩

な
相
貌
を
み
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　

木
簡
の
木
製
品
と
し
て
の
特
性
の
う
ち
、
こ

こ
で
は「
木き

ど取
り
」と「
樹じ
ゅ
し
ゅ種

」を
ご
紹
介
。
ま
ず

は
木
取
り
。
丸
太
材
か
ら
ど
の
よ
う
に
切
り
出

す
か
に
よ
り
、
材
の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
る
木
目

（
年ね
ん
り
ん輪
）の
様
子
は
変
化
す
る
。
年
輪
と
平
行
の

方
向
に
切
り
出
し
た
の
が「
板い
た

目め

」、
垂
直
方
向

に
切
り
出
し
た
の
が
「
柾ま
さ

目め

」
で
あ
る
。
ま
た
、

両
者
の
中
間
的
な
も
の
を「
追お
い

柾ま
さ

目め

」と
呼
ぶ
こ

と
も
あ
る
。　

　

六
頁
の
木
簡
は
す
べ
て
板
目
材
。
な
お
、
こ

れ
ら
の
木
簡
の
側
面
に
は
柾
目
模
様
が
見
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。

　

14
は
長な
が

屋や

王お
う

家け

木
簡
。
王
家
を
支
え
た
二
つ

の
家か

政せ
い

機き

関か
ん

の
間
で
や
り
取
り
さ
れ
た
文も
ん
じ
ょ書

木

簡
と
み
ら
れ
る
。
上
端
の
孔あ
な

は
他
の
木
簡
と
一

緒
に
束
ね
て
保
管
す
る
た
め
の
も
の
で
、
文
字

を
無
視
し
て
穿う
が

た
れ
て
い
る
。

　

10
は
常ひ
た
ち陸

国
か
ら
送
ら
れ
た
銭
に
付
け
ら
れ

た
荷に

札ふ
だ

。
状
態
も
よ
く
、
表
面
に
木
目
が
ほ
と

ん
ど
あ
ら
わ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
文
字
は
非

常
に
読
み
や
す
い
。

荷
札
に
せ
よ
、
文
書
に
せ
よ
、
木
簡
は
本
来
的
に
木
製
品
で
あ
る
。
ど
ん
な
木
取
り

を
し
て
い
る
か
、
ど
ん
な
種
類
の
木
を
使
っ
て
い
る
の
か
―
―
木
簡
の
、
木
製
品
と

し
て
の
特
性
、
と
も
す
れ
ば
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
横
顔
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う

板
目
材
の
木
簡

1410

12

11
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12
は「
海め藻
」（
ワ
カ
メ
）の「
湯
」（
ス
ー
プ
）

に
使
う
イ
ワ
シ
を
請
求
す
る
木
簡
。
表
面
に
は

縦
方
向
に
年
輪
が
認
め
ら
れ
、
追
柾
目
の
材
と

み
な
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

11
は
宣せ
ん
み
ょ
う
た
い

命
体
（
助
詞
を
万
葉
仮
名
で
表
す
な

ど
し
て
日
本
語
を
そ
の
ま
ま
表
記
す
る
手
法
）

の
文
章
が
記
さ
れ
た
木
簡
。
下
端
は
真
っ
黒
く

焼
け
こ
げ
て
い
る
。

　　

七
頁
の
木
簡
は
す
べ
て
柾
目
材
。
柾
目
材
は

保
存
処
理
の
際
に
変
形
し
や
す
い
。
そ
の
た

め
、
高
級
ア
ル
コ
ー
ル
含が
ん
し
ん浸

工
程
に
加
え
て

真し
ん
く
う
と
う
け
つ

空
凍
結
乾
燥
が
施
さ
れ
る
。

　

17
に
は
、
ひ
げ
を
生
や
し
た
人
物
の
顔
が
描

か
れ
て
い
る
。
記
さ
れ
る
の
が
絵
だ
け
の
場
合

は
木
簡
の
定
義
か
ら
外
れ
る
が
、
17
に
は
文
字

も
認
め
ら
れ
る
た
め
、木
簡
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

　

19
は
、「
資し

銭せ
ん

」と
い
う
、
勤
務
評
定
を
受
け

る
資
格
を
維
持
す
る
た
め
に
納
め
ら
れ
た
銭
の

付つ
け
ふ
だ札

。
納
め
た
人
は
山や
ま
べ
の
き
み
お
し
く
ま

辺
君
忍
熊
、
金
額
は

五
〇
〇
文
で
あ
る
。

　

21
は
駿す
る
が河

国
か
ら
送
ら
れ
た「
煮に

堅が
つ
お魚

」（
今

日
の
鰹か
つ
お
ぶ
し節の

よ
う
な
も
の
）
の
荷
札
。
細
か
な

文
字
が
整
然
と
書
き
つ
け
ら
れ
る
。
右
端
中
央

付
近
の
切
り
込
み
の
用
途
は
不
詳
。

　

20
は
長
屋
王
家
木
簡
で
、
轆ろ
く
ろ轤

工
人
に
支
給

す
る
米
の
伝
票
。
邸
内
に
多
く
の
職
人
を
抱
え

て
い
た
こ
と
は
、
長
屋
王
の
実
力
を
物
語
る
。

　

な
お
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
木
簡
の
用
途
や
内

容
に
よ
る
木
取
り
の
使
い
分
け
は
確
認
で
き
な

い
よ
う
で
あ
る
。

柾
目
材
の
木
簡

17

19

21

20
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つ
づ
い
て「
樹
種
」。
一
般
に
、
木
簡
に
使
わ

れ
る
樹
種
は
ヒ
ノ
キ
が
最
も
多
く
、
ス
ギ
が
そ

れ
に
続
く
と
さ
れ
る
（
よ
り
詳
細
な
樹
種
同
定

に
つ
い
て
は
「
こ
ぼ
れ
話
②
」
参
照
）。
広
葉
樹

の
木
簡
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

　

22
は
ヒ
ノ
キ
の
木
簡
。
現
状
で
は
四
片
に
分

か
れ
て
い
る
。
あ
る
役
人
の
履
歴
書
の
よ
う
な

内
容
が
、
表
裏
両
面
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
て
い

る
木
簡
で
あ
る
。

　

26
は
ス
ギ
の
木
簡
で
、
柾
目
材
の
木
簡
で
も

あ
る
。
隠お

き伎
国
か
ら
送
ら
れ
た
ワ
カ
メ
の
荷に

札ふ
だ

だ
が
、
文
字
は
薄
れ
て
読
み
に
く
い
。
日
本
海

側
の
地
域
か
ら
の
荷
札
に
は
ス
ギ
材
が
多
く
、

特
に
隠
伎
の
荷
札
は
ほ
と
ん
ど
が
ス
ギ
材
と
い

う
特
色
が
あ
る
。

　

29
は
広
葉
樹
の
木
簡
。
筑ち
く

後ご

国
か
ら
送
ら
れ

た
煮に
し
お
の塩

年あ

ゆ魚（
塩
で
煮
込
ん
で
加
工
し
た
ア
ユ
）

の
荷
札
で
あ
る
。
西さ
い
か
い
ど
う

海
道（
九
州
）か
ら
の
荷
札

に
は
広
葉
樹
が
多
く
み
ら
れ
る
。
本
来
は
堅
い

木
質
を
も
つ
広
葉
樹
だ
が
、
土
中
で
は
脆も
ろ

く
な

り
や
す
い
傾
向
が
あ
り
、
保
存
処
理
の
際
な
ど

に
は
注
意
を
要
す
る
。

　

　

近
年
、
奈
文
研
で
は
、
木
簡
の
樹
種
同
定
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
樹
種
の
同
定
は
、
古
く
は
肉
眼
で
の

表
面
観
察
に
よ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
現
在
で
は
実
体

顕
微
鏡
や
生
物
顕
微
鏡
を
使
用
し
、
よ
り
厳
密
な
識
別
を

期
し
て
い
る
。
特
に
、
生
物
顕
微
鏡
に
よ
る
詳
細
な
分
析

に
よ
り
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
多
様
な
樹
種
が

木
簡
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

例
え
ば
、
ヒ
ノ
キ
科
の
ヒ
ノ
キ
と
サ
ワ
ラ
は
、
生
物
顕

微
鏡
を
用
い
な
け
れ
ば
識
別
不
能
で
あ
る
。
分
析
の
結

果
、
こ
れ
ま
で
の
方
法
で
は
ヒ
ノ
キ
材
と
さ
れ
て
い
た
木

簡
の
中
に
、
サ
ワ
ラ
を
材
と
す
る
も
の
が
一
定
程
度
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
他
に
、
カ
ヤ
や
コ
ウ
ヤ
マ

キ
な
ど
の
木
簡
も
見
つ
か
っ
て
い
る
。

　

現
状
で
は
出
土
木
簡
全
点
の
分
析
は
難
し
い
が
、
新
た

な
識
別
方
法
の
模
索
も
含
め
て
、
樹
種
同
定
は
今
後
の
進

展
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
研
究
課
題
で
あ
る
。

樹種を見直す

木簡×科学 こぼれ話②

さ
ま
ざ
ま
な
樹
種

22

26

29

ヒノキの顕微鏡写真（200 ×）

サワラの顕微鏡写真（240 ×）
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木
簡
を
保
存
す
る

　

出
土
し
た
て
の
木
簡
は
、
細
胞
内
に
た
っ
ぷ

り
含
ん
だ
水
で
何
と
か
カ
タ
チ
を
保
っ
て
い
る

状
態
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
乾
燥
し
て
水
が
蒸

発
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
木
簡
は
変
形
し
て
し
ま

う
。
こ
の
水
を
上
手
に
逃
が
し
て
や
る
こ
と
、

そ
れ
が
科
学
的
な
保
存
処
理
で
あ
る
。

　

保
存
処
理
に
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
工
程
が

あ
る
。
一
つ
め
が
、
水
を
別
の
物
質
と
置
き

換
え
て
木
の
強
化
を
図
る
工
程
。
奈
文
研
で

は
、
強
化
剤
と
し
て
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー

ル（
Ｐ
Ｅ
Ｇ
）や
高
級
ア
ル
コ
ー
ル（
Ｈ
Ａ
）を
使

用
し
て
い
る
。
二
つ
め
が
、
乾
燥
工
程
。
特
殊

な
方
法
と
し
て
真し
ん
く
う
と
う
け
つ

空
凍
結
乾
燥
法（
Ｆ
Ｄ
）が
あ

る
。
氷
点
下
・
真
空
状
態
で
水
を
一
気
に
蒸
発

さ
せ
る
方
法
で
、
カ
ッ
プ
麺
な
ど
に
も
使
わ
れ

て
い
る
。
強
化
剤
の
含が
ん
し
ん浸

と
併
用
さ
れ
る
。

　

九
頁
の
木
簡
は
、
す
べ
て
Ｐ
Ｅ
Ｇ
含
浸
法
と

Ｆ
Ｄ
の
併
用
で
保
存
処
理
さ
れ
た
も
の
。
一
般

に
、
Ｆ
Ｄ
を
施
す
と
木
肌
の
色
合
い
が
白
み
が

か
る
傾
向
が
あ
る
。

　

31
は
「
貽い
が
い
の
す
し

貝
鮓
」（
二
枚
貝
の
な
れ
ず
し
）
の

付つ
け
ふ
だ札
。
均
斉
の
と
れ
た
形
状
が
目
を
引
く
。

　

33
は
ウ
リ
に
付
け
ら
れ
た
荷
札
か
。「
瓜
」の

字
は
、
木
簡
で
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
草
く
さ
か
ん
む
り
冠
を
持
つ

字
体
で
記
さ
れ
る
。

　

35
は
紀き

い伊
国
か
ら
送
ら
れ
た
庸よ
う
ま
い米
の
荷
札
。

上
端
の
形
状
は
切
り
込
み
に
由
来
す
る
も
の
。

　

36
は
、
大だ
い

学が
く

寮り
ょ
うが

宿
直
担
当
の
官
人
に
つ
い

て
報
告
し
た
文
書
木
簡
。

　

34
は
題だ
い
せ
ん
じ
く

籤
軸
。
細
い
部
分
に
紙
の
文
書
を
巻

き
付
け
、
頭
の
部
分
に
タ
イ
ト
ル
を
記
す
。

一
〇
〇
〇
年
以
上
も
土
の
中
で
眠
っ
て
い
た
木
簡
は
、
と
て
も
脆
く
、
不
安
定
な
状

態
に
あ
る
。
そ
ん
な
木
簡
を
守
り
伝
え
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、
科
学
的
な
保

存
処
理
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
方
法
が
あ
り
、
技
術
も
年
々
進
歩
し
て
い
る

Ｐ
Ｅ
Ｇ
含
浸
法
＋
Ｆ
Ｄ

31

33

35

3634

PEG
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十
頁
の
木
簡
は
、
す
べ
て
Ｈ
Ａ
含
浸
法
で
保

存
処
理
さ
れ
た
も
の
。こ
の
方
法
を
用
い
る
と
、

木
本
来
の
色
味
に
近
い
自
然
な
風
合
い
に
仕
上

が
る
が
、
木
質
は
や
や
硬
く
な
る
。

　

37
は
長な
が
や
お
う
け

屋
王
家
木
簡
で
、
米
の
支
給
伝
票
と

し
て
使
わ
れ
た
も
の
。
伝
票
木
簡
と
し
て
は
異

例
の
長
さ
で
あ
る
。

　

41
も
長
屋
王
家
木
簡
で
、
37
と
同
じ
く
米
の

支
給
伝
票
。
こ
ち
ら
は
伝
票
木
簡
と
し
て
標
準

的
な
長
さ
と
い
え
る
。
右
肩
上
が
り
で
独
特
の

ク
セ
の
あ
る
書
き
ぶ
り
が
目
を
引
く
。
な
お
、

端
に
孔
が
穿う
が

た
れ
る
の
も
、
伝
票
木
簡
に
多
く

見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

　

38
は
勤
務
評
定
に
関
す
る
木
簡
の
断
片
。
こ

の
タ
イ
プ
の
木
簡
は
上
端
に
近
い
方
に
側
面
か

ら
孔
が
穿
た
れ
る
の
が
特
徴
で
、
紐
を
通
し
て

束
ね
る
た
め
の
加
工
と
考
え
ら
れ
る
。
38
は
そ

の
孔
の
と
こ
ろ
で
折
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
元

は
ず
っ
と
長
大
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

40
は
銭
お
よ
び
絁
あ
し
ぎ
ぬ（

や
や
目
の
粗
い
絹
）
の

付つ
け
ふ
だ札
。
表
裏
両
面
に
二
種
類
の
品
目
が
記
さ
れ

る
の
に
、
木
簡
は
驚
く
ほ
ど
小
さ
い
。

Ｈ
Ａ
含
浸
法

37

41

40

38

HA
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十
一
頁
の
木
簡
は
、
す
べ
て
Ｈ
Ａ
含
浸
法
と

Ｆ
Ｄ
の
併
用
で
保
存
処
理
さ
れ
た
も
の
。
こ
の

手
法
は
手
間
も
時
間
も
か
か
る
が
、
変
形
の
リ

ス
ク
が
低
く
、
処
理
後
に
湿
気
に
よ
る
ト
ラ
ブ

ル
が
生
じ
る
可
能
性
も
軽
減
で
き
る
。
そ
の
た

め
、
変
形
し
や
す
い
柾
目
材
の
木
簡
や
、
傷
み

の
激
し
い
木
簡
に
対
し
て
特
に
用
い
ら
れ
る
。

い
わ
ば
保
存
処
理
の
フ
ル
コ
ー
ス
で
あ
る
。

　

44
は
長
屋
王
家
木
簡
。
裏
面
下
半
の
や
や
墨

痕
の
薄
い
部
分
は「
大お
お

末ま

ろ呂
」と
読
む
。「
末
呂
」

や
「
万ま

ろ呂
」
は
男
性
名
と
し
て
頻ひ
ん
よ
う用
さ
れ
た
た

め
、
大
胆
に
崩
し
た
り
大
き
く
省
画
さ
れ
た
り

す
る
こ
と
が
多
い
。

　

46
は
勤
務
評
定
関
連
の
文も
ん
じ
ょ書

に
付
け
ら
れ
た

付
札
。
よ
く
見
る
と
、
切
り
込
み
の
形
状
が
左

右
で
異
な
り
、
位
置
も
若
干
ず
れ
る
。

　

48
は
二に
じ
ょ
う条
大お
お

路じ

木
簡
。「
岡お
か
も
と
た
く

本
宅
」で
雇
っ
て

い
る
女
性
の
給
料
と
し
て
酒
を
請
求
し
て
い

る
。
柾
目
材
で
、
か
つ
全
体
的
に
傷
み
が
著
し

く
、
特
に
下
半
に
は
さ
さ
く
れ
が
目
立
つ
。
技

術
者
泣
か
せ
の
困
り
者
も
、
Ｈ
Ａ
含
浸
法
と
Ｆ

Ｄ
を
併
用
す
れ
ば
安
全
に
処
理
で
き
る
。

　

出
土
木
簡
の
大
部
分
を
占
め
る
削
け
ず
り
く
ず屑

。
驚
く
べ
き
こ
と

に
、
あ
の
薄
く
脆
く
て
取
り
扱
い
の
厄
介
な
削
屑
に
も
、

保
存
処
理
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
困
る
の
は
処
理
後
の
保
管
。
以
前
は
一
点
ず
つ

プ
レ
パ
ラ
ー
ト
に
封
入
し
て
保
存
を
図
っ
て
い
た
が
、
こ

れ
だ
と
取
り
出
し
が
非
常
に
困
難
に
な
る
。
仮
に
二
つ
の

断
片
が
接
続
す
る
可
能
性
に
気
づ
い
た
と
き
、
確
認
す
る

こ
と
も
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
現
在
は
ボ
ク
セ
ル
と
呼
ば
れ
る
容
器
を
使

用
し
て
い
る
。
二
枚
貝
の
よ
う
に
開
く
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ケ
ー
ス
の
両
側
に
伸
縮
性
の
高
い
フ
ィ
ル
ム
を
張
っ
た

も
の
で
、
閉
じ
れ
ば
二
枚
の
フ
ィ
ル
ム
が
物
を
ぴ
っ
た
り

包
み
込
む
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
開
け
閉

め
や
取
り
出
し
、
追
加
収
納
な
ど
も
自
由
自
在
で
あ
る
。

　

だ
が
、
乾
燥
状
態
の
削
屑
は
そ
れ
こ
そ
脆
く
、
容
易
に

は
触
れ
が
た
い
。
削
屑
に
関
す
る
悩
み
は
尽
き
な
い
。

木簡×科学 こぼれ話③

削屑の保存 今昔 Ｈ
Ａ
含
浸
法
＋
Ｆ
Ｄ

46

44

48

プレパラート

ボクセル

真空凍結乾燥機
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木
簡
と
動
植
物

　
「
発
掘
調
査
に
よ
り
出
土
し
た
墨ぼ
く
し
ょ書
の
あ
る

木
片
」
と
定
義
さ
れ
る
木
簡
は
、
本
来
的
に
考

古
遺
物
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
ん

な
木
簡
は
、
他
の
考
古
遺
物
と
の
シ
ン
ク
ロ
を

示
す
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
木
簡
に
記
さ
れ

た
動
植
物
が
遺
跡
か
ら
見
つ
か
る
、
な
ん
て
こ

と
も
起
こ
る
の
で
あ
る
。

　

49
・
50
は「
鹿
」と
記
さ
れ
た
木
簡
。
そ
の
下

は
出
土
し
た
シ
カ
の
前ま
え
あ
し肢

の
骨
で
あ
る
。

　

49
は
シ
カ
肉
の
付つ
け
ふ
だ札
。「
干ほ
じ
し宍
」と
あ
り
、
干

し
肉
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

50
も
シ
カ
肉
の
付
札
。「
在
五
蔵
」は
内
臓
付

き
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
儀
式
で
捧
げ
ら
れ

る
生い
け
に
え贄
用
の
シ
カ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

56
・
57
は「
瓜
」と
記
さ
れ
た
木
簡
。
そ
の
下

は
出
土
し
た
ウ
リ
の
種
で
あ
る
。
遺
跡
か
ら
見

つ
か
る
ウ
リ
の
種
は
食
物
残ざ
ん
し滓

の
可
能
性
が
高

く
、
木
簡
中
の「
瓜
」と
特
に
親
和
性
が
高
い
遺

物
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

56
は
二に
じ
ょ
う条

大お
お

路じ

木
簡
。「
意お
お
の
み
た

保
御
田
」
よ
り
、

合
計
一
九
六
個
も
の
ウ
リ
が
一
度
に
運
び
込
ま

れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

　

57
も
二
条
大
路
木
簡
。
平
城
京
外
の
「
岡
本

宅
」
か
ら
の
ウ
リ
の
進
上
状
で
あ
る
。
裏
面
の

「
田た
な
べ
の辺
久く

ぜ

ま

ろ

世
万
呂
」は
、
岡
本
宅
で
働
く
官
人
と

み
ら
れ
る
。

　

52
・
54
は「
鮒ふ
な

」と
記
さ
れ
た
木
簡
。
そ
の
下

は
出
土
し
た
コ
イ
科
魚
類
の
背
骨
で
あ
る
。

　

52
は
武む
さ
し蔵
国
か
ら「
大お
お
に
え贄
」と
し
て
進
上
さ
れ

た
「
鮒
背せ

割わ
り

」（
背
開
き
に
し
て
干
し
た
フ
ナ
）

の
荷に

札ふ
だ

。
上
端
の
切
り
込
み
は
か
な
り
浅
い
。

考
古
遺
物
で
も
あ
る
木
簡
に
と
っ
て
、
出
土
し
た
遺
構
や
他
の
遺
物
と
の
関
わ
り
は
、

調
査
・
研
究
に
際
し
て
重
要
な
要
素
と
な
る
。
例
え
ば
、
木
簡
に
書
か
れ
た
動
物
や
植

物
が
遺
跡
か
ら
見
つ
か
る
―
―
そ
ん
な
こ
と
も
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る

シ
カ

ウ
リ

49

50

56
57

出土したウリの種 出土したシカの骨
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54
は
フ
ナ
と
「
名な

吉よ
し

魚う
お

」（
ボ
ラ
）
の
付
札
。

一
番
上
の「
鮒
」の
字
は
、
墨ぼ
っ
こ
ん痕
も
黒
々
と
し
て

独
特
の
存
在
感
を
放
つ
。「
魚
」の
字
は
、
下
半

が「
大
」の
字
形
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
木
簡
に
は
多
く
見
ら
れ
る
の
に
、
骨

な
ど
が
あ
ま
り
出
土
し
な
い
動
物
も
い
る
。
例

え
ば
サ
メ
。
58
・
60
は
と
も
に
参み

河か
わ

国
よ
り
進

上
さ
れ
た
サ
メ
の
楚す
わ
や
り割（
ジ
ャ
ー
キ
ー
状
の
干
し

肉
）の
荷
札
で
、
他
に
も
類
品
が
多
く
出
土
し
て

い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
サ
メ
の
骨
や
歯
は
、
遺

跡
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

　

理
由
の
ひ
と
つ
に
、
サ
メ
の
場
合
は
水
揚
げ

地
付
近
で
加
工
ま
で
お
こ
な
い
、
骨
を
外
し
た

干
し
肉
の
状
態
で
平
城
京
に
運
び
込
ま
れ
る
場

合
が
多
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
二
つ
の
資
料

群
の
間
に
み
ら
れ
る
不
一
致
か
ら
も
、
う
か
が

い
知
ら
れ
る
事
柄
が
あ
る
。

　

土
器
や
瓦
、
金
属
製
品
と
い
っ
た
人
間
が
作
り
出
し
た

モ
ノ
だ
け
で
な
く
、
植
物
の
種
や
花
粉
、
ま
た
は
そ
れ
ら

を
含
む
土ど
じ
ょ
う壌

の
分
析
な
ど
も
、
考
古
学
の
対
象
と
な
る
。

環
境
考
古
学
と
呼
ば
れ
る
分
野
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
動

物
の
骨
や
歯
な
ど
を
対
象
と
し
た
研
究
は
、
動
物
考
古
学

と
称
さ
れ
て
い
る
。

　

出
土
し
た
骨
を
詳
細
に
分
析
す
れ
ば
、
単
に
当
時
ど
ん

な
動
物
が
い
た
か
以
上
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と

が
あ
る
。
例
え
ば
、
ウ
マ
の
骨
に
認
め
ら
れ
た
病
気
の
痕

跡
か
ら
は
、
こ
の
ウ
マ
が
宮
都
造
営
の
た
め
の
資
材
運
搬

用
の
駄だ

ば馬
と
し
て
酷
使
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
。

ま
た
、
タ
イ
の
骨
の
破
片
に
残
さ
れ
た
解
体
痕
跡
（
包
丁

跡
）
か
ら
は
、
タ
イ
の
頭
を
割
っ
て
出だ

し汁
を
と
り
、
汁
物

に
用
い
ら
れ
た
と
の
想
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

タ
イ
は
木
簡
に
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
干
物
（
腊
き
た
い

・
楚

割
）や
な
れ
ず
し（
鮨
・
鮓
）に
加
工
さ
れ
て
い
る
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
だ
が
、
わ
ず
か
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
小
さ
な
骨
片
が
、
タ
イ
が
尾
頭
付
き
の
ま
ま
都
ま

で
運
び
込
ま
れ
、
木
簡
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
調
理
法

で
食
卓
に
供
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
く
れ
た
。
動

物
考
古
学
の
面
目
躍
如
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
こ
の
タ
イ
の
骨
は
、
平
城
宮
跡
資
料
館
の
考

古
科
学
コ
ー
ナ
ー
で
、
骨
格
標
本
と
と
も
に
常
設
展
示
さ

れ
て
い
る
。

骨に隠された秘密

木簡×科学 こぼれ話④

フ
ナ

サ
メ
楚
割

52

54

58

60

出土したタイの骨

出土したコイ科魚類の骨
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も
っ
と
! !
木
簡
を
科
学
す
る

　

近
年
急
速
に
普
及
し
つ
つ
あ
る
技
術
の
一
つ

に
、
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
が
あ
る
。
こ
の
技
術
は

今
後
、
木
簡
の
調
査
・
研
究
に
も
応
用
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
一
般
に
、
公
表
さ
れ
る
木
簡

の
法ほ
う
り
ょ
う量（
寸
法
）デ
ー
タ
は
、
長
さ
・
幅
・
厚
さ

の
最
大
値
の
み
で
あ
る
。
も
し
３
Ｄ
計
測
で
木

簡
の
カ
タ
チ
を
簡
便
に
測
定
で
き
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
記
録
や
公
表
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
出
力
プ
リ
ン
タ
ー
の
精
度
が
向

上
す
れ
ば
、
今
後
は
木
簡
の
レ
プ
リ
カ
を
よ
り

早
く
、
簡
単
に
、
た
く
さ
ん
作
製
で
き
る
よ
う

に
な
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
。

　

65
は
多た

ね褹
嶋（
種た
ね
が子

島し
ま

）に
関
わ
る
木
簡
。
嶋

に
赴
任
し
た
官
人
の
勤
務
評
定
関
係
の
報
告
書

を
管
理
す
る
付つ
け
ふ
だ札

と
み
ら
れ
る
。

　

61
は
変
わ
っ
た
カ
タ
チ
の
付
札
。
上
端
の
右

辺
の
み
に
切
り
込
み
が
施
さ
れ
、
加
え
て
孔
も

穿う
が

た
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
68
・
69
は
既
存
の
手
法
で
レ
プ
リ
カ

が
作
製
さ
れ
た
木
簡
。
ぜ
ひ
、
実
物
と
レ
プ
リ

カ
を
見
比
べ
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

68
は
、
名
前
が
書
か
れ
た
人
物
の
指
の
関
節

の
位
置
に
印
（
画か
く

指し

）
を
つ
け
て
、
個
人
Ｉ
Ｄ

カ
ー
ド
と
し
て
機
能
し
た
木
簡
。

　

69
は
二
条
大
路
木
簡
。
ニ
ワ
ト
リ
な
ど
と
あ

わ
せ
て
ネ
ズ
ミ
が
進
上
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目

さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
鷹
狩
り
用
の
タ
カ
の
餌
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

技
術
は
永
久
不
変
で
は
な
い
。
木
簡
の
調
査
・
研
究
の
技
術
だ
っ
て
、
日
進
月
歩
の
最
中
に
あ
る
。

３
Ｄ
計
測
に
よ
り
木
簡
の
形
状
を
記
録
し
プ
リ
ン
タ
ー
で
レ
プ
リ
カ
を
打
ち
出
す
、
ま
た
は
Ｘ
線
Ｃ

Ｔ
装
置
を
用
い
て
同
一
材
の
破
片
を
突
き
止
め
る
―
―
そ
ん
な
未
来
も
夢
で
は
な
い
、
か
も
!?

61

68

65 表面65
3Dプリンター出力品

61
3Dプリンター出力品

68
レプリカ

69 表面69 レプリカ
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こ
れ
ま
で
、
主
に
美
術
工
芸
品
な
ど
伝で
ん
せ
い世

木
製
品
に
対

し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ー
カ
ス
Ｘ
線

Ｃ
Ｔ
を
用
い
た
非
破
壊
年ね
ん
り
ん
ね
ん
だ
い

輪
年
代
調
査
。
奈
文
研
で
は
最

近
、
こ
の
技
術
を
出
土
木
製
品
に
応
用
す
る
と
い
う
、
注

目
す
べ
き
研
究
を
公
表
し
た
。

　

対
象
と
し
た
の
は
、
平
城
京
二
条
大
路
か
ら
出
土
し
た

二
枚
の
墨
画
板
で
あ
る
。
こ
の
墨
画
板
に
対
し
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ

装
置
を
用
い
て
、
年
輪
の
断
層
画
像
を
撮
影
し
分
析
し
た

と
こ
ろ
、
両
者
の
年
輪
幅
は
グ
ラ
フ
パ
タ
ー
ン
が
著
し
く

一
致
し
、
同
一
原
木
か
ら
製
材
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
両
者
の
破
断
面
の
凹お
う
と
つ凸
は
、
あ
た
か
も
か
み
合

う
か
の
よ
う
な
形
状
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
を
さ
ら

に
詳
細
に
分
析
す
れ
ば
、
両
者
が

接
合
す
る
こ
と
を
突
き
止
め
ら
れ

る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
。
仮
に

そ
う
な
れ
ば
、
墨
画
の
場
面
解
釈

の
幅
も
広
が
る
で
あ
ろ
う
。

　

今
回
は
墨
画
板
の
年
輪
パ
タ
ー

ン
が
暦れ
き
ね
ん年

標
準
パ
タ
ー
ン
と
合
致

せ
ず
、
年
輪
年
代
は
不
明
で
あ
っ

た
。
だ
が
、
保
存
処
理
後
で
あ
っ

て
も
年
輪
の
断
層
画
像
は
撮
影
で

き
た
の
だ
か
ら
、
今
後
は
出
土
木

製
品
の
年
輪
年
代
測
定
も
ど
ん
ど

ん
実
施
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
木
簡
へ
の
応
用
も
期

待
さ
れ
る
成
果
で
あ
る
。

年
輪
は
語
る

木
簡
×
科
学 

こ
ぼ
れ
話
⑤

　

最
近
、
奈
文
研
で
は
、
二に
じ
ょ
う条

大お
お

路じ

出
土
の

墨ぼ
く
が
い
た

画
板
に
対
し
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ー
カ
ス
Ｘ
線

Ｃ
Ｔ
を
用
い
た
年ね
ん
り
ん
ね
ん
だ
い

輪
年
代
調
査
を
お
こ
な
っ
た

（
詳
細
は「
こ
ぼ
れ
話
⑤
」参
照
）。
木
簡
も
、
墨

画
板
と
同
じ
く
木
製
品
の
一
種
。
こ
の
手
法
が

応
用
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
年ね
ん
き紀
の
な
い
木

簡
の
年
代
を
推
定
す
る
手
が
か
り
を
得
た
り
、

バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
木
簡
を
同
一
材

と
特
定
す
る
の
に
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。

　

73
は
美み
ま
さ
か作

国
か
ら
送
ら
れ
た
米
の
荷に

札ふ
だ

。
税

目
は「
庸よ
う
ま
い米
」と
明
記
さ
れ
る
が
、
年
紀
は
省
略

さ
れ
て
い
る
。
裏
面
の
字
配
り
が
不
均
一
な
の

が
面
白
い
。

　

75
は
長
屋
王
家
木
簡
。
刈
り
取
っ
た
稲
の
収

納
場
所
に
つ
い
て
指
示
を
仰
ぎ
た
い
旨
が
、
漢

字
を
日
本
語
の
語
順
の
ま
ま
に
並
べ
る
和
風
漢

文
で
記
さ
れ
て
い
る
。「
当
月
廿
一
日
」
と
月
・

日
が
書
か
れ
る
の
み
で
、
年
紀
は
な
い
。

　

70
は
若わ
か
さ狭

国
か
ら
の
塩
の
荷
札
。
若
狭
は
塩

の
一
大
生
産
地
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
中
央
付

近
で
二
片
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

72
は
、
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
六
坪
に
所
在

す
る
宮き
ゅ
う
せ
き
て
い
え
ん

跡
庭
園
で
見
つ
か
っ
た
木
簡
。
下
半
に

「
辛か
ら
び
つ櫃
に
入
れ
な
が
ら
」の「
な
が
ら
」が
、
細
字

右
寄
せ
の
万
葉
仮
名
で「
奈
加
良
」と
表
記
さ
れ

て
い
る
。
現
状
で
は
細
か
く
四
片
に
分
か
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。

73

75

70

72

平城京二条大路出土墨画板




