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第
二
章
　
木
簡
出
土
の
遺
構

こ
こ
に
収
録
し
た
木
簡
は
、
四
個
所
の
遺
構
か
ら
出
上
し
た
。
そ
の
う
ち
二
個
所
は
、
宮
内
省
大
膳
職
と
推
定
し
て
い
る
官
衝
遺

跡
の
あ
る
６
Ａ
Ｂ
Ｏ
区
に
あ
り
、
Ｓ
Ｋ
二

一
九
と
よ
ぶ
土
壊
と
Ｓ
Ｅ
三

一
一
の
井
戸
で
あ
る
。
残
る
二
個
所
は
、
第
二
次
内
裏
北
部

一

外
郭
内
に
あ
た
る
と
み
ら
れ
る
６
Ａ
Ａ
Ｏ
区
と
６
Ａ
Ａ
Ｂ
区
に
あ
る
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
お
よ
び
Ｓ
Ｋ
八
七
〇
の
上
竣
で
あ
る
。

一　
Ｓ
Ｋ
二
一
九
土
壌
と
木
簡

Ｓ
Ｋ
二

一
九
土
躾
は
、
平
城
官
発
掘
調
査
で
最
初
に
木
簡
が
出
上
し
た
遺
構
で
あ
る
。
こ
の
遺
構
は
塵
芥
処
理
の
た
め
の
上
壌
で
、

宮
跡
中
央
北
部
の
６
Ａ
Ｂ
Ｏ
区
の
Ｂ
地
区
と
Ｃ
地
区
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
こ
の
上
竣
は
東
西
三
ｍ
。
南
北
三

・
五
ｍ
。
深
さ

一
ｍ

の
北
半
部
と
東
西
三
ｍ
・
南
北
二

・
五
ｍ
。
深
さ

一
ｍ
の
南
半
部
か
ら
な
り
、
あ
た
か
も
二
個
の
土
壊
が
相
接
し
て
穿
た
れ
た
よ
う

な
形
に
な
っ
て
い
る
（第

一
図
）。

し
か
し
、
内
部
を
充
た
す
堆
積
上
に
は
差
が
な
く
、
同

一
個
体
に
属
す
る
遺
物
の
破
片
が
南
北
に

わ
か
れ
て
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
個
の
土
壊
が
ほ
ぼ
同
時
に
穿
た
れ
、
存
続
し
、　
一
時
に
埋
没
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

遺
物
は
、
土
壌
の
周
辺
か
ら
底
部
に
か
け
て
、
あ
た
か
も
ハ
周
か
ら
投
げ
込
ん
だ
よ
う
な
状
況
で
発
見
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
多
い

の
は
土
器
類
で
、
ほ
か
に
瓦
類
や
木
製
品
、
檜
皮
の
よ
う
な
建
築
材
、
ク
ル
ミ
・
桃
の
種
子
な
ど
の
自
然
遺
物
が
あ
っ
た
。
埋
没
後
、

常
に
地
下
水
に
浸
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
、
遺
物
の
保
存
状
態
は
極
め
て
良
好
で
あ
っ
た
。
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木
簡
は
主
と
し
て
土
壊
医
部
の
灰
色
砂
質
土
層
中
か
ら
四
〇
点
検
出
し
た
。
そ
の
う
ち
年
紀
の
明
瞭
な
も
の
は
、
天
平
宝
字
六
年

の
ょ
の
全
キ

３
二
ど

が
三
点
あ
り
、
他
に
記
載
内
容
か
ら
宝
字
七

・
八
年
と
推
定
で
き
る
も
の
全
二
３

が
二
点
あ
る
。
遺
物
が
同

一
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
や
鍍
壁
が
殆
ん
ど
く
ず
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
上
竣
が
開
い
て
い
た
の
は
、
さ
ほ
ど
長

期
間
に
お
よ
ん
だ
も
の
と
は
み
ら
れ
な
い
。
木
簡
の
示
す
年
代
は
、
こ
の
上
壊
を
埋
没
し
た
時
期
に
ほ
ぼ
近
く
、
土
媛
埋
没
は
天
平

宝
字
末
年
と
み
て
い
る
。
こ
の
木
簡
の
年
代
に
よ
っ
て
、
同
時
に
出
土
し
た
他
の
遺
物
の
年
代
推
定
が
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
６
Ａ

Ｂ
Ｏ
区
の
遺
構
は
、
そ
の
出
土
状
況
か
ら
相
対
的
な
新
旧
の
関
係
を
推
定
し
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
編
年
し
て
い
る
が
、
こ
の
土
壊
の
掘
攀
と
建
物
造
営
の
前
後
関
係
を
認
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、
遺
構
の
編
年
に
絶
対
年
代
推
定
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
与
え
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
木
簡
の
記
載
内
容
か
ら
、
こ
の
地
域
に
あ
っ
た
官
衝
の
性
格

を
究
明
し
、
ほ
ぼ
宮
内
省
大
膳
職
に
あ
た
る
と
推
定
す
る
に
い
た
っ
た
。

な
お
、
土
器
に
文
字
を
墨
で
書
い
た
も
の
も
出
土
し
て
い
る
。
土
師
器
の
杯
の
外
面

に

「弁
坑
勿
他
人
者
」
「弁
培
勿
他
人
取
」
と
あ
る
も
の
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

一一
Ｓ
Ｅ
三

一
一
井
戸
と
木
簡

宮
内
省
大
膳
職
が
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
６
Ａ
Ｂ
Ｏ
区
に
は
、
規
模
の
大
き
い
井
戸

が
三
個
所
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
東
と
中
央
に
あ
る
二
個
所
の
井
戸
は
昭
和
三
六
年
夏
に

第 1図 発掘後のSK 219土墳
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実
施
し
た
第
七
次
発
掘
調
査
に
お
い
て
発
見
し
た
も
の
で
、
木
簡
は
中
央
の
Ｓ
Ｅ
三

一

一
か
ら
出
上
し
た
。

こ
の
井
戸
（第
二
図
）
は
、
方
七
ｍ
。
深
さ
四
ｍ
ほ
ど
の
上
壊
を
掘
り
、
な
か
に
最
初

は
長
方
形
の
材
を
内
法
二

・
二
五
ｍ
ほ
ど
の
井
籠
形
に
組
ん
だ
も
の
を
積
み
重
ね
て
井

戸
枠
と
し
た
も
の
で
あ
る
（Ａ
井
一Ｅ
。

八
世
紀
末
に
な
り
、
長
岡
京

へ
の
遷
都
と
と
も

に
、
こ
の
井
戸
も
放
棄
さ
れ
、
土
砂
が
堆
積
す
る
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
が
、
九
世
紀
の

平
城
上
皇
に
よ
る
平
城
宮
の
再
建
に
と
も
な
っ
て
、
こ
の
井
戸
も
ぶ
た
た
び
使
用
さ
れ

た
。
こ
の
と
き
、
朽
ち
て
い
た
井
戸
枠
は
下
二
段
を
残
し
て
撤
去
さ
れ
、
な
か
に
堆
積

し
て
い
た
土
秒
も
下

一
段
上
部
ま
で
を
と
り
の
ぞ
き
、
そ
の
上
に

一
ま
わ
り
小
さ
く
、

ほ
ぼ
内
法
方

一
・
九
ｍ
の
枠
を
組
み
な
お
し
て
い
る
（Ｂ
井
一Ｅ
。　
こ
の
再
建
さ
れ
た
Ｂ

井
戸
も
、
平
城
上
皇
の
崩
御

（天
長
元
年
）
に
よ
る
平
城
官
の
完
全
な
使
用
停
止
に
よ
り
放
棄
さ
れ
、　
そ
の
底
に
は
多
量
の
塵
芥
が
な

げ
こ
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
。

木
簡
は
、
八
世
紀
末
の
Ａ
井
戸
放
棄
の
際
に
投
入
さ
れ
た
土
器

・
瓦
類
と
と
も
に

一
点
、
改
造
Ｂ
井
戸
の
塵
芥
中
に

一
点
あ

っ
た
。

Ａ
井
戸
で
は
、
そ
の
ほ
か
に
万
年
通
宝

・
神
功
開
宝
と
呪
諷
の
人
形
や

「羮
所
」
と
墨
書
し
た
土
師
器
塞
が
注
意
さ
れ
る
。
Ｂ
井
戸

に
は
、
隆
平
永
宝
と
多
量
の
上
器

・
瓦

・
木
製
品
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
奈
良
時
代
最
末
期
お
よ
び
平
安
時
代
初
頭
と
絶
対
年
代
を
推

定
し
う
る
貴
重
な

一
括
基
準
資
料
に
な

っ
て
い
る
。

第 2図 SE 311井 戸
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〓
一
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
土
鍍
と
木
簡

第
二
次
内
裏
と
我
々
が
推
定
し
て
い
る

一
郭
は
、
ほ
ぼ
東
西

一
八
〇
ｍ
・
南
北

一
九
〇
ｍ
の
内
郭
部
分
と
さ
ら
に
そ
れ
を
外
か
ら

大
き
く
築
地
で
と
り
か
こ
ん
だ
外
郭
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
内
郭
部
分
の
北
に
あ
た
り
外
郭
築
地
で
か
こ
ま
れ
た
東
西
に
長
い

地
域
を
昭
和
三
七
年
か
ら
三
八
年
に
か
け
て
調
査
し
た
。
そ
の
東
部
に
あ
た
る
第

一
三
次
発
掘
調
査
で
発
見
し
た
二
個
所
の
土
墳
か

ら
木
簡
が
出
上
し
て
い
る
。

今
回
報
告
す
る
も
の
で
、
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
数
量
の
木
簡
を
検
出
し
た
の
は
、
そ
の
う
ち
の
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
と
よ
ぶ
土
壊
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
土
壊
は
、
昭
和
三
八
年
夏
の
第

一
三
次
調
査
で
発
掘
し
た
第
二
次
内
一異
外
郭
内
東
北
隅
に
近
い
６
Ａ
Ａ
Ｂ

・
Ｕ
地
区

に
あ
り
、　
一
辺
約
四
ｍ
の
方
形
に
近
い
平
面
形
を
も
ち
、
深
さ
約
二

・
三
ｍ
の
底
部
で
は

一
辺
約
二
ｍ
に
な
っ
て
い
る
。
平
面
形
が

よ
く
整
っ
て
お
り
、
そ
の
大
き
さ
も
適
当
な
と
こ
ろ
か
ら
、
発
掘
当
初
は
井
戸
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
、
発
掘
の
結
果
、
単
に
ご

み
捨
て
穴
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（第
三
図
）。

こ
の
上
壊
の
底
に
は
、
厚
さ
五
ｃｍ
内
外
で
樹
葉
を
主
体
と
し
た
自
然
遺
物
の
層
が
あ
り
、
こ
の
層
は
木
簡
や
人
工
遺
物
が
比
較
的

少
な
か
っ
た
。
そ
の
上
に
有
機
質
を
多
量
に
含
ん
で
暗
褐
色
を
塁
す
る
厚
さ
五
〇
ｃｍ
ほ
ど
の
上
層
が
あ
り
、
遺
物
の
多
く
が
こ
の
層

に
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
暗
褐
色
の
上
層
は
、
上
部
ほ
ど
漸
移
的
に
黒
色
の
度
合
の
強
い
色
調
を
し
め
し
、
間
に
薄
い
秒
や
泥
の
間

層
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
は
さ
ん
で
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
っ
き
り
と
い
く
つ
か
の
層
を
判
別
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

遺
物
も
と
く
に
ま
と
ま
っ
た
状
況
で
な
く
、
こ
の
土
層
中
の
全
体
に
わ
た
っ
て
各
種
の
も
の
が
出
上
し
て
い
る
。
こ
の
暗
褐
色
土
以
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上
の
土
墳
内
は
、
赤
褐
色
の
粘
土
質
土
で
み
た
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
少
量
の
土
器

と
瓦
を
含
ん
で
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
赤
福
色
土
は
、
自
然
堆
積
に
よ
っ
て
生
ず

る
よ
う
な
整
然
と
し
た
土
層
を
示
さ
ず
、
種
々
の
大
き
さ
の
秒
粒
や
礫
が
混
在
し
、
明

ら
か
に
壊
内
に
人
為
的
に
投
入
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
状
態
に
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
壊

内
の
遺
物
と
土
層
の
状
況
か
ら
、
こ
の
上
壊
を
掘
っ
た
の
ち
間
も
な
く
、
多
量
の
自
然

遺
物
類
や
不
用
品

・
塵
芥
の
た
ぐ
い
を
上
秒
と
と
も
に
比
較
的
短
期
間
に
投
入
し
、　
一

時
に
土
壊
を
埋
め
も
ど
し
て
平
ら
に
し
た
と
い
っ
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。

と
く
に
、
出
土
し
た
木
質
品
の
類
で
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
腐
朽
し
た
痕
跡
を
と
ど
め
る

も
の
の
割
合
は
極
め
て
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
木
肌
が
新
鮮
な
状
態
に
保
た
れ
て
い
た

こ
と
は
、
単
に
こ
の
土
壊
内
の
遺
物
の
保
存
条
件
が
良
好
だ
っ
た
こ
と
の
み
で
な
く
、

土
壊
で
遺
物
が
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
た
時
間
の
短
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
土
城
内

へ
の
遺
物
投
入
が
短
期
間
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と

を
推
定
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
上
壊
の
木
簡
以
外
の
遺
物
の
年
代
を
推
定
す
る
う
え
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

出
上
し
た
木
簡
は
、
総
数

一
八
四
三
点
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
は
、　
一
度
使
用
し
た
木
簡
を
再
使
用
す
る
た
め
に
墨
書
部
分
を
削

り
と
っ
た
際
に
生
じ
た
削
り
暦
が
最
も
多
く
、
廃
乗
す
る
た
め
に
割

っ
た
り
折

っ
た
り
し
た
も
の
あ
る
い
は
折
損
し
て
原
形
を
失
い

木
簡
の
一
部
分
の
み
を
残
す
も
の
が
つ
ぎ
に
多
く
、
両
者
を
あ
わ
せ
る
と
八
割
以
上
に
達
し
、
ほ
ぼ
完
形
に
近
い
も
の
は

一
割
に
も

達
し
な
い
。
こ
の
割
合
は
こ
れ
ま
で
の
平
城
官
出
土
木
簡
の
大
勢
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
。

第 3図  SK 820上 躾と
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原
形
を
失

っ
た
も
の
が
多
い
か
ら
、
当
然
記
載
内
容
が
完
結
し
た
も
の
も
多
く
な
い
。
記
載
内
容
が

一
応
判
明
す
る
も
の
は
三
割

ほ
ど
で
、
そ
れ
を
大
別
す
る
と
文
書
風
な
内
容
を
も
つ
も
の
と
付
札
荷
札
の
類
が
い
ず
れ
も
四
割
五
分
ほ
ど
、
習
書
落
書
の
類
が

一

割
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
他
で
は
、
文
字
の
判
読
し
う
る
程
度
の
も
の
が

一
割
強
、
墨
痕
の
み
あ

っ
て
文
字
の
判
読
し
え
な
い
も
の
は
六

割
に
近
い
。

記
載
内
容
の
明
ら
か
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
木
簡
ご
と
に
簡
単
に
注
記
し
、
各
木
簡
に
通
ず
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
第
二

章
で
述
べ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
省
略
し
、
土
壊
埋
没
年
代
の
推
定
と
関
連
す
る
問
題
の
み
を
と
り
あ
げ
て
お
こ
う
。

木
簡
に
年
号
の
記
載
の
あ
る
も
の
が
、
六
三
点
あ
る

（第

一
表
）。

最
も
古
い
も
の
は
、
養
老
二
年
の
調
綿
に
つ
け
た
荷
札

全
兌

・

元
四）
で
あ
り
、
下
限
は
天
平

一
九
年
七
月
二
三
日
の
付
札
で
あ
る
（塁
ｃ
。
こ
の
間
は
三
〇
年
の
長
さ
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
三
〇
年

間
に
平
均
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
大
き
く
二
群
に
わ
か
れ
、
養
老
二
年
か
ら
天
平
四
年
ま
で
の

一
五
年
間
に

一
九
点
が
散
在
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
天
平

一
七
年
か
ら

一
九
年
の
わ
ず
か
三
個
年
に
は
四
二
点
が
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
二
群
の
間
に
は
い
る
も
の

と
し
て
天
平

一
三
年
八
月
（〓
↓
と
天
平

一
五
年
四
月
（四七Ｃ
が
各

一
点
あ
る
。
こ
の
両
群
に
お
お
よ
そ
分
れ
る
こ
と
は
、
新
し
い
群
の

上
限
が

一
七
年
九
月
で
あ
る
か
ら
、
天
平

一
二
年
末
か
ら
同

一
七
年
五
月
に
か
け
て
の
恭
仁
遷
都
に
は
じ
ま
る
平
城
官
の
空
白
期
間

を
考
慮
す
る
と
当
然
の
結
果
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
尚
子
細
に
両
群
各
々
の
記
載
内
容
を
検
討
す
る
と
、
古
い
群
に
属
す
る
も
の

は
調
綿
と
調
塩
の
荷
札
ま
た
は
そ
れ
と
推
定
で
き
る
も
の
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
新
し
い
も
の
は
内
容
も
調

・
贄

。
中
男
作
物

・

白
米
な
ど
各
種
の
貢
進
札
の
ほ
か
官
衛
の

一
時
的
な
事
務
処
理
の
帳
簿

・
伝
票
な
ど
文
書
風
の
内
容
を
も
つ
も
の
が
含
ま
れ
る
と
い

う
違
い
が
あ
る
。
し
か
も
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
土
壊
の
埋
没
状
況
は
、
木
簡
を
含
め
た
遺
物
類
が
短
期
間
に
投
入
さ
れ
、
埋
め



ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
木
簡
の
年
紀
の
新
旧
二
群
の
存
在
は
、
こ
の
上
嫉
が
長
期
間
使
用
さ
れ
た
こ
と
や
、
あ
る
い
は

埋
没
時
の
差
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
古
い
群
の
も
の
は
、
綿

・
塩
の
荷
札
類
で
あ
る
か
ら
保
存
の
き
く
こ
の
種
の
も
の
の
み
が
の

ち
に
な
っ
て
使
用
さ
れ
た
結
果
、
新
し
い
年
紀
の
も
の
と
混
在
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
荷
札
が
廃
棄
さ
れ
る
時
期
と
そ
れ
の
付
さ

れ
た
物
品
が
消
費
さ
れ
る
時
期
と
が
符
合
す
る
蓋
然
性
は
強
い
に
し
て
も
、
な
お
そ
こ
に
偶
然
的
な
事
情
の
入
り
得
る
余
地
は
十
分

に
あ
る
か
ら
必
ず
し
も
そ
う
と
は
断
定
で
き
な
い
。

遺
物
類
の
投
入
が
短
期
間
に
行
な
わ
れ
た
と
し
て
こ
の
上
壌
の
埋
没
時
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
年
紀
の
あ
る
も
の
で
最
も
新
し
い

の
は
天
平

一
九
年
七
月
で
ぁ
る
。
し
か
も
第

一
表
に
み
る
よ
う
に
、
天
平

一
九
年
の
も
の
は

一
七

・
一
八
両
年
に
比
べ
て
圧
倒
的
に

少
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、　
一
九
年
の
も
の
に
は
九
月

・
一
〇
月
に
地
方
を
発
進
す
る
調
物
の
荷
札
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
と
関
連

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
土
填
埋
没
時
は
天
平

一
九
年
の
調
物
の
荷
札
が
破
棄
さ
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち
同
年
の
調
物
が
消

費
さ
れ
る
以
前
に
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
天
平

一
九
年
を
そ
う
遠
く

へ
だ
た
ら
な
い
時
期
で
あ
ろ
う
。

こ
の
木
簡
を
検
出
し
た
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
土
壊
の
あ
る
６
Ａ
Ａ
Ｂ

・
Ｕ
地
区
は
、
第
二
次
内
一異
の
外
郭
を
め
ぐ
る
築
地
と
内
郭
の
築
地

回
廊
の
間
に
は
さ
ま
れ
て
額
縁
状
を
呈
す
る
内
裏
外
郭
部
の

東
北
隅
に
位
置
す
る
。
第
二
次
内
裏
は
、
現
在
の
発
掘
調
査

の
結
果
か
ら

一
応
天
平

一
七
年
に
恭
仁
京
か
ら
遷
都
し
た
後

二

の
内
一異
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
上
壊
が
天
平
の
最

末
年
の
ご
み
棄
て
穴
な
ら
ば
、
す
で
に
こ
の
地
域
が
内
裏
に

SK 320上壊と木簡

年号  西暦 点数

嘉尋晃全  2  718   2

養老 3 719 1
養老 7 723 5
湘‡埴2  2  725   3

れ申慣自  4  727   3

ヲミv‐  1  729   2

ヲく司子  3  731   2

ラミ司「  4  732   1
/1ヽ計  19

天平 13  741   1

フく日『  15  743   1

小計  2
つミ司浄 17  745  18

天平 18 746 19

フくミ『  19  747   5
/1ヽ言+  42

総計 63

第 1表 木簡の年号



総 説

な
っ
て
か
ら
穿
た
れ
、
埋
没
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
土
壌
中
か
ら
も
木
材
加
工
の
時
に
生
じ
た
多
量
の
木
暦
の
類
や
構
皮
が
出
て
お
り
、
建
物
造
営
時
の
塵
芥
の
た
ぐ
い
も
混
入

し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
第
二
次
内
一異
の
造
営
が
こ
の
地
区
付
近
に
お
よ
ん
だ
頃
に
、
塵
芥
を
処
理
し
た
土
墳

と
す
る
の
が
ヌ
当
で
あ
ろ
う
。

木
衝
と
と
も
に
、
他
の
遺
物
も
多
量
に
出
土
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
個
体
は
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
土
器
類
は
、
整
理
中
で
最
終
的

な
結
論
は
出
て
い
な
い
が
、
天
平
最
末
年
の
一
括
基
準
資
料
と
し
て
重
要
な
も
の
に
な
る
。
三
彩
釉
を
ほ
ど
こ
し
た
小
型
の
薬
重
蓋

一
点
や
緑
釉
陶
片

一
点
は
保
存
状
態
の
良
好
な
鮮
や
か
な
色
調
を
残
し
、
低
火
度
釉
陶
研
究
の
重
要
資
料
に
な
る
。
土
器
類
に
は
、

墨
書
の
あ
る
も
の
が

一
〇
数
点
あ
り
、
「鳥
食
入
器
二
日
」
「文
選
巻
七
‐上
盤
」
や
文
字
遊
び
風
な
も
の
、
鳥
や
雲
の
絵
画
な
ど
注
目

す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
土
製
品
と
し
て
土
馬
が

一
点
あ
る
。
瓦
類
も
整
理
中
で
あ
る
が
、
編
年
研
究
上
問
題
に
な
る
資
料
が
含
ま
れ

て
い
る
。
木
製
品
で
は
、
建
築
材
類
を
加
工
し
た
と
き
の
木
居
類
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
糸
巻

・
紡
経
車

・
火
鑽
日

・
杓
子

・
箸

・

曲
物
容
器

・
漆
器
や
檜
扇

。
人
形
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
正
倉
院
以
外
に
は
資
料
の
乏
し
い
奈
良
時
代
木
製
品
研
究
に
お
け
る
重

要
な
発
見
と
い
え
る
。
ま
た
、
平
絹
断
片
や
床
紐
の
類
、
席

・
籠
の
断
片
な
ど
も
あ
る
。
自
然
遺
物
で
は
、
栗

・
胡
桃

・
桃

・
瓜

。

梨
な
ど
食
用
に
な
る
も
の
の
種
子
や
当
時
の
自
然
環
境
復
元
の
資
料
に
な
る
樹
枝

・
美
な
ど
も
多
か
っ
た
。

四

Ｓ
Ｋ
八
七
〇
土
墳
と
木
簡

第
二
次
内
一異
の
内
郭
築
地
回
廊
の
東
北
隅
か
ら
北

へ
約
二
〇
ｍ
の
地
点
に
、
東
西
五
ｍ
。
南
北
五
ｍ
・
深
さ

一
・
三
ｍ
ほ
ど
の
不



一 註

SK 870土 壊と木簡

整
形
の
土
壊
Ｓ
Ｋ
八
七
〇
が
あ
っ
た
。
こ
の
上
墳
の
周
縁
か
ら
底
に
か
け
て
、
土
器
や
瓦
類
と
と
も
に
木
簡
が
な
げ
こ
ま
れ
た
か
の

ご
と
く
埋
没
し
て
い
た
。
遺
物
は
土
壊
全
体
に
あ

っ
た
の
で
な
く
、
南
半
の
西
か
ら
南
の
縁
に
か
け
て
多
か
っ
た
。
こ
の
上
壊
は
浅

か
っ
た
た
め
、
他
の
遺
構
に
比
べ
て
、
出
土
遺
物
の
保
存
状
態
が
悪
か
っ
た
。

木
簡
は
四
〇
点
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
折
損
ま
た
は
腐
朽
し
て
お
り
、
完
形
に
近
い
も
の
は
わ
ず
か
に
四
点
で
あ
る
。
ま
た
、
年

紀
を
も
つ
も
の
は
な
く
、
土
壌
の
埋
没
年
代
は
木
簡
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
出
土
し
た
土
器
は
、
日
下
整
理
中
で

最
終
的
な
結
論
は
出
て
い
な
い
が
、
さ
き
に
述
べ
た
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
の
も
の
よ
り
は
、
む
し
ろ
最
初
に
記
し
た
Ｓ
Ｋ
二

一
九
出
上
の
土

器
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「左
衛
士
府
」
と
記
さ
れ
た
木
簡
が
あ

っ
て
、
左
勇
士
衛
と
官
名
を
改
め
た
天
平
宝
字
二
年
八
月

か
ら
八
年
九
月
の
間
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
土
壊
埋
没
は
そ
れ
以
後
の
天
平
宝
字
末
年
に
あ
っ
た
も
の
と
お
も
え
る
。

６
Ａ
Ｂ
Ｏ
区
や
６
Ａ
Ａ
Ｏ
区
な
ど
の
記
号
は
、
発
掘
調
査
実
施
上
の
必
要
か
ら
、
宮
域
内
を
仮
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
付
し
た
も

の
で
あ
り
、
Ｓ
Ｋ
二
一
九
の
類
は
、
発
見
し
た
遺
構
に
付
し
た

一
連
番
号
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は

『平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
Ⅱ
』
奈
良
目
立

文
化
財
研
究
所
学
報
第

一
五
冊
（以
下

『平
城
宮
報
告
正
』
と
略
称
す
る
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
Ｓ
Ｋ
二

一
九

。
Ｓ
Ｅ
三

一
一
と
そ
の

木
簡
は

『
平
城
宮
報
告
Ⅱ

・
Ⅳ
』
で
報
告
し
、
Ｓ
Ｋ
八
二
〇

・
八
七
〇
と
そ
の
木
簡
の
概
略
は
、
「第
十
三
次
平
城
宮
発
掘
調
査
出
上
の
木

簡
」
翁
奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
六
四
し
で
報
告
し
た
。

『平
城
宮
報
告
Ⅲ
』


