
1982年出上の木簡

奈
良
・
藤
原
宮
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
奈
良
県
橿
原
市
縄
手
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
二
年

（昭
５７
と

一
一月
を

一
九
八
三
年

（昭
５８
と
一月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
舟
藤
原
官
跡
発
掘
調
査
部

４
　
調
査
担
当
者
　
狩
野
　
久

５
　
遺
跡
の
種
類
　
宮
殿

。
官
衝
跡

６
　
連退
跡
の
年
代
　
七
世
紀
末
ｉ
八
世
紀
初
頭

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一
九
八
二
年
度
は
官
の
西
北
隅
地
域
調
査

（第
三
六
次
）
に
お
い
て
三
点
の
木

簡
が
出
上
し
た
。
当
地
域
は
西
面
外
濠

・
大
垣

・
内
濠
と
、
北
面
外
濠

。
大
垣

。
内
濠
の
接
続
部
を
想
定
し
た
場
所
で
、
南
北
二
地
区
に
分
け
、
面
積

一
二
〇

〇
ド
を
調
査
し
た
。

北
区
で
は
西
面
外
濠
と
北
面
外
濠
、
お
よ
び
そ
の
交
点
、
井
戸
等
を
検
出
し

た
。
西
面
外
濠
は
北
流
す
る
素
掘
溝
で
、
こ
の
場
所
で
北
西
方
向

へ
流
路
を
変

え
て
宮
外

へ
流
れ
出
て
お
り
、
こ
の
付
近
で
は
遺
物
か
ら
み
る
と

一
三
世
紀
頃

ま
で
水
路
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
西
岸
は
完
掘
し
て
い
な
い
が
、
幅
約

一
七

ｍ
以
上
、
深
さ

一
・
六
ｍ
で
、
堆
積
層
は
三
層
あ
り
、
中

・
下
層
は
藤
原
官
期

か
ら
平
安
時
代
の
土
器
、
上
層
で
鎌
倉
時
代
の
上
器
が
出
土
し
た
。
木
簡
は
西

岸
付
近
の
溝
底
で
削
屑

一
点
が
出
上
し
た
が
、
「
丈
」
「
四
」
等
の
文
字
が
読
め

る
だ
け
の
断
片
で
あ
る
。
他
の
遺
物
と
し
て
は
、
瓦
類

・
陶
硯

・
土
馬

・
墨
書

土
器

。
帯
金
具
が
あ
る
。

北
面
外
濠
は
西
流
す
る
素
掘
濤
だ
が
、
合
流
点
直
前
の
一
六
ｍ
程
の
間
、　
一

旦
北

へ
約
四
ｍ
湾
曲
し
た
上
で
西
面
外
濠
の
屈
曲
郡
付
近
に
合
流
し
て
い
る
。

幅
約
七

・
五
ｍ
、
深
さ

一
・
五
ｍ
で
、
同
じ
く
三
層
に
分
か
れ
、
中

・
下
層
か

ら
奈
良
時
代
前
半
の
上
器
が
出
上
し
た
。
こ
の
濠
は
奈
良
時
代
前
半
頃
に
は
既

に
機
能
を
失
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
他
の
遺
物
と
し
て
は
、
中

・
下
層
か

ら
削
り
掛
け

。
簡
笥

・
陶
硯

。
土
馬

。
荻
字
を
記
し
た
墨
書
土
器

。
文
宇
を
記

さ
な
い
題
簸
等
が
出
土
し
た
。
井
戸
Ｓ
Ｅ
三
三
七
〇
は
隅
柱
を
建
て
る
方
形
横

板
組
だ
が
、
南
辺
横
板
は
省
略
し
て
い
る
。　
一
辺
○

・
八
ｍ
で
、
深
さ
は
一
・

Ｏ
ｍ
あ
り
、
奈
良
時
代
前
半
の
上
器
が
出
土
し
た
。

南
区
で
は
井
戸
Ｓ
Ｅ
三
四
〇
〇
と
河
川
流
路
を
検
出
し
た
が
、
大
部
分
が
河

川
流
路
と
な
っ
て
お
り
、
想
定
し
た
内
濠

。
大
垣
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
河

川
は
東
北
方
か
ら
の
主
流
路
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
と
南
方
か
ら
の
流
路
Ｓ
つ
三
四

一

一
が
合
流
し
、
西
方

へ
の
流
路
Ｓ
Ｄ
三
四
〇
八
と
な
る
。
最
大
幅
は
一
五
ｍ
近

く
、
深
さ
は
一
・
六
ｍ
あ
る
。
堆
積
層
は
大
き
く
二
層
に
分
か
れ
、
下
層
で
は

藤
原
官
期
か
ら

一
一
世
紀
の
、
上
層
で
は
一
三
世
紀
の
上
器
が
出
上
し
た
の
で
、

鎌
倉
時
代
ま
で
存
続
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
下
層
出
上
の
緑
釉
瓶
の
破

片
が
西
面
外
濠
Ｓ
Ｄ
二
六
〇
か
ら
も
出
土
し
た
の
で
、
こ
の
河
川
は
Ｓ
Ｄ
二
六

〇

へ
合
流
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
遺
物
は
土
器
の
ほ
か
、
瓦
類

・
陶
碗

・
土

馬

。
金
釦
製
蝶
番

・
鉄
製
鋤
先
等
が
あ
る
。
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1982年出上の木簡

井
戸
Ｓ
Ｅ
三
四
〇
〇
は
南
区
の
東
北
隅
に
あ
り
、
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
の
北
岸
に

接
し
て
い
る
が
、
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
の
岸
が

一
部
埋
没
し
た
あ
と
に
作
ら
れ
て
い

る
。
方
形
横
板
組
で
、　
一
辺
は
一
。
Ｏ
ｍ
、
四
隅
に
縦
方
向
に
溝
を
う
が

っ
た

柱
を
立
て
、
厚
い
板
を
落
し
こ
ん
で
お
り
、
現
状
で
五
段
、　
一
・
一
ｍ
分
が
残

存
し
て
い
る
。
埋
土
は
一
層
で
、
底
面
に
小
石
を
敷
く
。
こ
の
中
か
ら
後
述
の

木
筒
二
点
が
出
土
し
た
。
他
の
遺
物
と
し
て
は
削
り
掛
け

・
曲
物

・
櫛

。
上
器

・
富
寿
神
宝
が
出
上
し
た
。
井
戸
掘
形
か
ら
も
平
安
時
代
初
頭
の
上
器
片
が
出

上
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
井
戸
は
長
く
は
存
続
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
ゃ

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

①
　
　
（図
版
釈
文
参
照
）

②
　
。
「

六
年
±

一歿
に
昨

日
査

八
上
米

一
石
五
斗
穎
井
斥

同
年
十
二
月
十
八
日
京
上

〔
米
週
筋
□
穎
十
三
束

Ｈ
□
三
斗

直
稲
三
束

持
夫

一
人
功
食
三
束
』

駄
賃
廿
束

〔櫃
と

・
ス
下
端
部
）□
□

□

五

同
日
回
料
」

井
戸
出
上
の
二
点
と
も
例
の
少
な
い
大
型
の
木
簡
で
あ
る
が
、
出
土
状
況
か

ら
す
る
と
井
戸
の
廃
棄
の
際
、
他
の
遺
物
と
と
も
に
一
度
に
投
棄
さ
れ
た
も
の

と
み
ら
れ
る
。
①
に
は
弘
仁
元
年

（八
一
〇
）、
同
二
年
の
日
付
が
あ
り
、
②
に

は
年
号
が
な
く

「
六
年
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
弘
仁
六
年
で
あ
ろ
う
。
弘
仁
九

年
初
鋳
の
富
寿
神
宝
が
伴
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
投
棄
さ
れ
た
の
は

同
年
以
降
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
ω
は
書
か
れ
て
か
ら
廃
棄
さ
れ
る
ま
で
少
な
く

と
も
七
、
八
年
は
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
①
は
一
部
欠
損
し
て
い
る
が
、
原
形

が
わ
か
る
の
に
対
し
、
②
は
両
端
が
割
ら
れ
て
お
り
、
も
と
の
幅
は
不
明
で
あ

（別
筆
）璽旧
日
日
日
旧
日
‐‐

口

回
鋼
和

駄
賃
十
束

同
年
十

『‐一
一躍
抑
聴
唯
継
獅
粕
引
利
副
騨
｛

十
七
束
加
春
功

駄
〔賃咽
欽
□継
叩
瑚
哨
飼
回束

∞卜
〇
×
（伽
μ）
×
〇　　〇∞
Ｐ



る
。
ま
た
①
は
表
裏
両
面
に
比
較
的
整
然
と
記
載
す
る
の
に
対
し
、
②
は
表
面

だ
け
を
用
い
、
訂
正
、
抹
消
、
書
き
加
え
等
が
多
く
草
案
的
で
あ
る
が
、
合
点

を
施
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
単
な
る
下
書
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ω
の
裏

面
下
方
の

「在
奈
良
馬
船
…
」
の
左
側
は
ほ
ぼ

一
行
分
の
余
白
が
あ
る
が
、
こ

の
部
分
は
細
長
く
え
ぐ
れ
て
お
り
、
僅
か
に
墨
痕
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
記

入
後
こ
の
部
分
だ
け
削
り
取

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
②
は
再
使
用
に
か
か
る

と
み
ら
れ
、
裏
面
下
端
に
墨
書
を
削

っ
た
際
の
削
り
残
り
の
文
字
が
薄
く
み
え

る
。
筆
跡
に
つ
い
て
は
、
①
は

「
使
石
川
魚
主
」
の
段
ま
で
と
、
弘
仁
元
年
十

月
二
十
六
日
条
以
下
一異
面
末
尾
ま
で
と
が
別
筆
で
あ
る
。
②
も
三
種
類
の
筆
跡

が
み
ら
れ
る
。
ω
と
②
と
の
間
に
は
同
筆
の
記
載
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お

⑪
の
表
に
は
釈
文
に
示
し
た
よ
う
に
、
刻
界
線
に
よ
っ
て
段
を
分
け
て
い
る
箇

所
が
あ
る
。

①
の
記
載
内
容
は
、
あ
る
荘
の
弘
仁
元
年
の
獲
稲
数
を
記
し
、
続
け
て
そ
の

中
か
ら
の
種
々
の
支
出
を
詳
細
に
書
き
上
げ
て
い
る
。
支
出
の
日
付
は
十
月
二

十
六
日
、
十
二
月
二
十
五
日
、
翌
二
年
二
月
二
十
六
日
、
お
よ
び
月
不
明
の
二

十
日
で
、
い
ず
れ
も
月
末
近
く
で
あ
り
、
毎
月
の
支
出
を
ま
と
め
て
記
し
た
も

の
ら
し
い
。
最
後
の
月
は
記
載
中
に
二
月
の
日
付
が
あ
る
の
で
二
月
で
あ
ろ
う
。

こ
の
記
載
か
ら
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
弘
仁
元
年
は
三
町
六
段

一
二
〇
歩
の
荘
地
か
ら

一
五
〇
九
束
の
稲
を
得
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
稲
は
山
田

女
佃
、
九
海
福
万
呂
佃

・
地
子
田
、
そ
れ
に
判
続
で
き
な
い
が
も
う

一
種
の
田

地
か
ら
収
納
し
て
い
る
。
不
明
分
は
作
田
総
面
積
と
収
納
高
か
ら
す
る
と

一
二

○
歩
分

一
四
束
だ
け
と
な
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
荘
は
地
子
田
も
あ

る
が
大
部
分
が
佃
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
初
期
荘
園
の
佃
は
貞
観
十
八
年

（八

七
一Ｃ
　
の
近
江
国
依
智
荘
の
例
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
そ
れ
よ
り
か
な

り
早
い
例
で
あ
り
、
し
か
も
内
容
が
豊
富
で
佃
経
営
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

こ
の
山
田
女
と
福
万
呂
は
佃
の
経
営
の
請
負
者
と
考
え
ら
れ
、
稲
の
進
上
者
と

み
ら
れ
る
三
月
丸

。
弟
□

。
建
丸

・
浄
丸
ら
が
実
際
の
耕
作
者
で
あ
ろ
う
。
福

万
呂
も
進
上
者
の
中
に
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
そ
の
他
の
者
は
山
田
女
佃
の

耕
作
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
福
万
呂
は
自
ら
佃
耕

作
に
従
事
し
、
地
子
田
も
請
作
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
山
田
女
佃
か
ら
の
穫

稲
数
は
一
段
当
り
四
七

。
九
束
で
全
収
穫
量
と
み
ら
れ
、
地
子
田
の
地
子
は
佃

穫
稲
数
か
ら
算
出
す
る
と
、
公
田
地
子
と
同
じ
く
収
穫
量
の
ほ
ば
五
分
の
一
と

な
る
。
山
田
女
佃
は
二
町
六
段
と
大
き
い
が
、
こ
れ
は
不
明
分
の
一
二
〇
歩
を

加
え
る
と

「自
庄
造
」
の
面
積
に
一
致
す
る
の
で
、
山
田
女
は
荘
経
営
と
密
接

す
る
立
場
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。　
〓

一〇
歩
分
に
つ
い
て
も
別
記
さ
れ
て
い

る
理
由
は
不
明
だ
が
、
荘
の
直
接
的
管
轄
下
に
あ

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
佃
に

対
し
て
は
田
作
料

（営
料
）
が
支
払
わ
れ
て
い
る
が
、　
山
田
女
の
弘
仁
二
年
の

田
作
料
は
二
九
八
束
で
、
分
割
し
て
支
給
さ
れ
て
い
る
。
二
年
の
佃
も
元
年
と

同
面
積
だ
と
す
る
と

一
町
当
り

一
一
四

。
六
束
に
な
り
、
従
来
知
ら
れ
て
い
る

公
営
田
等
の
営
料
に
近
い
額
で
あ
る
。
福
万
呂
佃
の
田
作
料
は
元
年
十
二
月
に

三
〇
東
、
二
年
に
三
〇
束
下
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
分
割
し
て
支
払
わ
れ
た
ら

し
い
が
、　
一
年
分
が
六
〇
束
だ
と
す
る
と

一
町
当
り

一
五
〇
束
に
な
る
。
福
万



1982年 出上の木簡

呂
佃
営
料
が
か
な
り
高
い
が
、
こ
の
額
は

『延
喜
式
』
に
み
え
る
畿
内
官
田
の

営
種
料
に
例
が
あ
る
。
両
者
の
田
作
料
の
相
違
は
山
田
女
佃
が

「自
庄
造
」
で

あ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
田
作
料
に
つ
づ
い
て
出
挙
の

記
載
が
あ
る
こ
と
は
、
本
来
こ
の
出
挙
が
種
子
農
料
と
し
て
の
も
の
で
あ

っ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
出
挙
も
小
額
の
グ
ル
ー
プ
と
そ
れ
よ
り
額

の
大
き
い
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
お
り
、
前
者
は
佃
の
耕
作
者
と
共
通
す
る
者

が
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
福
万
呂
や
荘
使
ら
し
い
小
主
な
ど
や
や
有
力
な
者

が
い
る
。
義
倉
と
田
租
に
つ
い
て
も
納
入
の
際
の
状
況
が
知
ら
れ
興
味
深
い
が
、

ど
ち
ら
も
穀
化
作
業
に
女
性
が
当
り
、
稲

一
束
で
八
升
の
糊
穀
を
得
て
い
る
。

日
租
は
一
段
当
り

一
東
五
把
、
穀

一
斗
五
升
と
し
て
算
出
し
て
い
る
が
、
佃
分

か
ら
の
所
出
は
当
然
と
し
て
、
通
常
請
作
者
が
負
担
す
る
地
子
日

の
日
租

も

「
同
租
上
」

と
あ
る
よ
う
に
荘
側
か
ら
出
し
て
お
り
、　
し
か
も
田
租
の
二
割
を

定
免
す
る

「
二
不
得
八
」
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
佃
分
だ
け

で
、
地
子
田
に
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ

判
然
と
し
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
田
租
は
佃
分
の
八
割
三
石
六
斗
四
升
と
地

子
田
の
租
の
全
額
九
斗
の
合
計
を
進
納
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
荘
園
の
所
有
者
は
、
②
に
京
上
米
に
関
す
る
記
載
が
あ
り
、
①
に

「
京

持
行
人
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
平
安
京
居
住
者
と
思
わ
れ
る
が
、　
一
方
葛
木

寺
と
も
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
の
当
時
葛
木
寺
は
、
奈
良
と

現
橿
原
市
和
田
付
近
の
両
方
に
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
葛
木
寺
に
進
納
し

た
稲
に
つ
い
て
の
運
功
の
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
後
者
と
み
た
方
が
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。

十
月
二
十
六
日
条
に
は

「
主
国
下
坐
御
波
多
古
入
自
米
五
斗
」
と
い
う
難
解

な
記
載
が
あ
る
が
、
「
波
多
古
」

は

「旅
籠
」
で
、
旅
行
の
時
多
く
使
用
さ
れ

る
食
料
等
を
入
れ
る
容
器
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
主
」

は
荘
園
主
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
が
、
荘
園
主
が
大
和
国
下
向
の
際
に
必
要
と
し
た
白
米
五
斗

を
旅
籠
に
入
れ
て
進
上
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
荘
園
主
で
あ
れ

ば

「庄
下
坐
」
と
あ

っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が

「
国
」
と
あ
る
の
は
漠
然
と

し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
こ
の
主
を
国
守
と
み
て
、
国
守
着

任
の
時
の
供
給
の
自
米
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
因
み
に
大
同

工
（弘
仁
一死
）
年
九
月
十
日
に
坂
田
宿
祢
奈
瓜
麻
呂
が
大
和
守
と
な
っ
て
い
る
。

白
米
料
稲
の
と
こ
ろ
に
み
え
る
精
代
は
玄
米
を
自
米
に
精
製
す
る
際
の
減
少

分
の
代
米
で
あ
ろ
う
。
他
の
例
で
は
、
箸
日
は
白
米
な
が
ら
実
際
は
玄
米
に
精

代
を
加
え
て
進
納
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
も
同

様
か
も
し
れ
な
い
。
奈
良
時
代
の
例
で
は
一
割
を
精
代
と
し
て
い
る
が
、
後
代

の
例
で
は
大
部
分
が
こ
の
木
簡
と
同
じ
く
三
割
を
計
上
し
て
い
る
。

正
月
二
十
六
日
条
で
は
収
納
の
箇
所
に
も
名
前
の
あ

っ
た
建
万
呂
が
種
々
の

物
を
奈
良
か
ら
官
所
荘

へ
車
で
運
搬
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
宮
所
荘

は
こ
れ
ま
で
未
見
の
荘
で
あ
る
。
こ
の
木
簡
で
は
自
荘
の
こ
と
は
単
に

「庄
」

と
記
し
て
い
る
の
で
宮
所
荘
は
一
応
別
の
荘
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
荘
佃
の
耕
作

者
と
み
ら
れ
る
建
万
呂
が
運
搬
し
て
い
る
こ
と
、
運
搬
物
の
購
入
費
、
運
搬
費

が
支
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同

一
の
荘
と
も
み
ら
れ
、
運
搬
先
と
い
う
こ



と
で
特
に
荘
名
を
書
い
た
と
と
も
見
得
る
。
な
お
藤
原
宮
大
極
殿
跡
の
東
南
約

五
〇
ｍ
の
と
こ
ろ
に

「
官
所

（
ヽヽヽ
ャ
ド
己
」
の
小
字
が
あ
る
。

こ
の
木
簡
に
続
い
て
以
後
の
支
出
を
記
し
た
木
簡
の
存
在
も
考
え
う
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
本
木
簡
が
十
月
の
収
納
か
ら
始

っ
て
、
年
を
わ
た
っ
て
二
月
の

田
作
料
等
の
下
行
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

期
間
の
記
録
が
特
に
必
要
な
た
め
作
成
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
断
定

は
で
き
な
い
。
②
は
弘
仁
六
年
十
二
月
の
京
上
米
に
関
す
る
記
載
で
あ
る
が
、

墨
付
き
か
ら
み
て
左
右
に
さ
ら
に
記
載
が
続
い
て
い
た
は
ず
で
、
現
存
文
面
に

「
六
年
」
「
同
年
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
何
年
か
に
わ
た
る
記
載
で
は
な
か

っ
た
か
と
み
ら
れ
、
①
と
は
か
な
り
性
格
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

十
二
月
十
八
日
の
京
上
米
の
穎
稲
数
は

「加
春
功
」
と
あ
る
よ
う
に
香
功
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
京
上
米
に
つ
い
て
も
そ
の
東
数
か
ら
み
て
同
様

で
あ
ろ
う
。
こ
の
十
八
日
条
は
六
七
束
の
記
載
を
残
し
て
抹
消
し
、
稲
を
豊
村

官
に
送

っ
た
と
訂
正
し
て
い
る
。
豊
村
官
の
存
在
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
お
ら

ず
、
場
所
も
未
詳
で
あ
り
、
そ
こ
へ
稲
を
送

っ
た
理
由
も
不
明
で
あ
る
。

以
上
木
簡
記
載
の
一
部
に
か
れ
た
だ
け
だ
が
、
こ
の
二
点
の
木
筒
が
史
料
の

乏
し
か
っ
た
平
安
初
期
の
畿
内
荘
園
の
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
木
筒
は
井
戸
か
ら
出
上
し
た
が
、
こ
の
荘
は
井
戸
か
ら

そ
れ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
荘
所
も
こ

の
付
近
と
推
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
井
戸
自
身
が
荘
所
の
施
設
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
藤
原
宮
廃
絶
後
平
安
時
代
の
初
め
頃
ま
で
に
は
官
跡

の
一
部
ま
た
は
近
辺
が
荘
園
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
こ
と
も
貴
重
で
あ
る
。

９
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