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は
じ
め
に

か
つ
て
古
代
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
木
簡
に
書
か
れ
た
和
歌
が
大
き
な
話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
考
古
学
や
歴
史
学
で
は
、

そ
れ
ま
で
資
料
と
し
て
捉
え
て
こ
な
か
っ
た
「
新
し
い
」
遺
物
と
し
て
脚
光
を
浴
び
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
国
文
学
の
側
の
受

け
止
め
方
と
し
て
は
、
仮
名
の
成
立
や
和
歌
の
成
立
の
問
題
を
展
開
で
き
る
可
能
性
を
予
感
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

た
だ
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
木
簡
に
漢
字
の
仮
名
を
用
い
て
和
歌
が
記
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
、
単
に
漢
字
文
化
の
受
容
と
い
う
、

一
方
的
な
現
象
と
し
て
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
音
声
と
し
て
の
和
歌
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
書
き
留
め
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
表

現
者
の
苦
心
と
工
夫
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
背
後
に
あ
る
過
程
は
、
漢
詩
か
ら
和
歌
へ
と
い
う
一
方
的
な
影
響
や
受
容
の
局
面
で
は
な
く
、
漢
語
で
は

書
き
記
す
こ
と
の
難
し
い
和
歌
を
、
漢
字
を
用
い
て
ど
う
記
す
か
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
こ

と
は
、
風
土
記
で
は
一
般
的
に
、
神
名
や
地
名
、
神
話
の
表
現
は
一
字
一
音
で
表
記
さ
れ
る
の
に
、
神
々
の
行
動
は
漢
文
体
で
表
現

さ
れ
る
と
い
う
、
原
則
的
な
区
別
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
常
陸
国
風
土
記
』
に
お
い
て
は
、
歌
謡

0

0

が
漢
詩
の
形

態
で
表
現
さ
れ
、
和
歌

0

0

が
漢
字
を
仮
名
と
し
て
一
字
一
音
で
表
記
さ
れ
る
と
い
う
、
方
法
的
な
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。
い
っ
た
い
な
ぜ
そ
ん
な
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
漢
文
で
翻
訳
で
き
る
部
分
は
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
、
ど
う
し
て

も
日
本
語
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
い
箇
所
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

つ
ま
り
、
漢
詩
・
漢
文
を
意
識
し
て
翻
案
、
翻
訳
し
た
和
歌
も
あ
ろ
う
が
、
漢
詩
・
漢
文
と
は
別
に
ま
ず

0

0

和
歌
あ
り
き
、
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
漢
詩
・
漢
文
の
表
現
と
は
相
容
れ
な
い
存
在
と
し
て
、
和
歌
は
す
で
に

0

0

0

独
立
性
の
強
い
存
在
と
し
て

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
渡
唐
中
の
恋
を
め
ぐ
る
和
歌
の
役
割
考
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紫
式
部
の
著
作
物
は
、
周
知
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』『
紫
式
部
日
記
』『
紫
式
部
集
』
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
和
歌
の
「
置
か
れ
方
」
と
役
割
と
は
全
く
違
う
。

例
え
ば
、『
紫
式
部
日
記
』
と
『
紫
式
部
集
』
と
の
間
に
は
、
全
く
同
じ
和
歌
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
和
歌
の
置
か

れ
て
い
る
文
脈
が
違
う
。
お
そ
ら
く
藤
原
道
長
か
ら
皇
子
誕
生
の
記
録
を
記
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
と
思
し
き
『
紫
式
部
日
記
』
で

は
、
晴
の
和
歌
と
褻
の
和
歌
と
は
明
確
に
区
別
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
晩
年
の
自
撰
と
さ
れ
る
『
紫
式
部
集
』
で
は
、
晴

の
和
歌
も
私
の
記
録
と
し
て
掲
載
さ
れ
、
晴
と
褻
と
の
対
立
は
『
紫
式
部
日
記
』
よ
り
も
は
る
か
に
稀
釈
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
の
書
か
れ
た
目
的
や
意
図
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
物
語
と
も
呼
ば
れ
る
『
和
泉
式
部
日
記
』
と

家
集
『
和
泉
式
部
集
』
と
の
間
に
も
生
じ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

一
方
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
和
歌
の
晴
と
褻
と
の
相
違
は
、
同
じ
登
場
人
物
で
あ
っ
て
も
、
詠
歌
の
場
の
違
い
に
よ
っ
て
顕

著
に
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
登
場
人
物
な
ら
い
つ
も
同
じ
よ
う
な
和
歌
を
詠
む
わ
け
で
は
な
い

0

0

0

0

。
さ
ら
に
い
え
ば
、
晴
と
褻

と
の
対
立
は
、
褻
の
中
に
も
「
晴
と
し
て
の
褻
」
と
、「
褻
の
中
の
褻

0

0

0

0

0

」
と
が
あ
る
と
さ
え
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
親
し
い
間
柄
で

あ
っ
て
も
儀
礼
的
な
詠
み
か
た
を
す
る
と
き
と
、
ず
っ
と
打
ち
解
け
た
詠
み
か
た
を
す
る
と
き
が
あ
る
。
晴
の
和
歌
を
詠
む
と
き
に
、

縁
語
・
掛
詞
・
序
詞
な
ど
と
い
っ
た
表
現
の
技
巧
は
駆
使
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
打
ち
解
け
た
場
に
お
け
る
褻
の
和
歌
に
、
そ
の
よ

う
な
技
巧
は
不
可
欠
で
は
な
い
。
不
要
な
と
き
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
晴
と
褻
と
の
対
立
は
、
公
と
私
と
の
対
立
と
も

重
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
こ
の
晴
と
褻
と
の
対
立
は
、
特
に
離
別
歌
や
哀
傷
歌
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

『
古
今
和
歌
集
』
の
離
別
歌
に
は
、
公
の
儀
礼
と
し
て
の
離
別
の
場
の
和
歌
が
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
私
家
集
に
お

け
る
離
別
歌
に
は
、
褻
の
場
の
離
別
歌
が
多
い
と
予
想
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
和
歌

在
っ
た

0

0

0

の
で
は
な
い
か
、
と
。
も
し
か
す
る
と
、
こ
こ
に
は
在
来
の
伝
統
と
外
来
の
流
行
と
の
対
立
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
日
本
に
お
け
る
文
化
を
重
層
的
に
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
平
安
時
代
に
あ
っ
て
は
、
漢
詩
・
漢
文
が
歴
史
や
政
治
を
担
っ
た
、
い

わ
ば
意
識
的
な
世
界
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
和
歌
は
在
来
で
伝
統
的
な
無
意
識
的
な
世
界
を
担
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
い
や
い

や
、
そ
れ
で
も
政
治
の
中
に
和
歌
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
、
天
皇
の
行
幸
に
従
駕
し
た
歌
人
た
ち
が
、

長
々
と
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
は
、
古
代
天
皇
の
国
土
を
讃
美
し
、
大
王
を
神
聖
な
る
古
代
天
皇
と
し
て
確
立
し
て
行
く
営
み
で
あ
っ

た
。
平
安
時
代
に
お
い
て
も
、
行
幸
に
連
な
り
饗
宴
で
活
躍
し
た
歌
詠
み
の
家
、
歌
詠
み
た
ち
の
担
っ
た
伝
統
は
重
要
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
和
歌
は
晴
の
も
の
で
あ
る
が
、
彼
等
が
日
常
的
に
褻
の
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
も
疑
え
な
い
。
詠
歌
の
場
の
公
私
の
区
別
が
、

和
歌
の
違
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

考
え
て
見
れ
ば
『
古
今
和
歌
集
』
の
和
歌
と
い
っ
て
も
、『
萬
葉
集
』
以
後
の
「
読
み
人
知
ら
ず
」
の
和
歌
、
そ
し
て
六
歌
仙
の

和
歌
、
そ
し
て
撰
者
時
代
の
和
歌
す
な
わ
ち
「
現
代
」
の
和
歌
と
い
う
ふ
う
に
、
幾
つ
か
の
層
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
漢
詩
・
漢
文
と
和
歌
と
の
緊
張
関
係
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。

さ
て
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
『
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
の
前
後
に
、『
竹
取
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
を
位
置
付
け
て
み
れ
ば
、

和
歌
が
ど
の
よ
う
に
物
語
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
い
は
、
難
し
い
が
し
か
し
重
要
な
こ
と
と
し
て
成
り
立
つ
。『
竹
取

物
語
』
の
和
歌
は
、
和
歌
と
い
う
に
は
き
わ
め
て
説
明
的
で
あ
り
、
あ
た
か
も
物
語
の
内
容
に
合
わ
せ
て
「
作
ら
れ
た
」
感
じ
の
強

い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
伊
勢
物
語
』
の
和
歌
は
、
古
注
・
旧
注
の
時
代
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
多
く
の
章
段
に

お
い
て
、
も
と
も
と
独
立
性
の
強
い
伝
統
的
な
和
歌
を
、
物
語
が
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ん
だ
の
か
と
い
う
局
面
が
想
定
で
き
る
。

あ
る
い
は
、
紫
式
部
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
予
想
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
は
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
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も
ち
ろ
ん
後
期
物
語
に
お
い
て
も
、
多
数
の
和
歌
が
物
語
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
『
狭
衣

物
語
』
で
は
ど
う
か
、『
夜
半
の
寝
覚
』
で
は
ど
う
か
、
結
局
の
と
こ
ろ
物
語
の
テ
キ
ス
ト
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
和
歌
が
組
み
込
ま
れ

る
「
組
み
込
ま
れ
方
」
は
違
う
の
だ
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
よ
り
他
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
物
語
と
和
歌
と
を
め
ぐ
る
、
こ
の

よ
う
な
問
題
意
識
を
共
有
し
た
上
で
、「
物
語
に
お
け
る
和
歌
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、
テ
キ
ス
ト
ご
と
に
個
別
の
問
題
と
し

て
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

廣
　
　
　
田
　
　
　
　
收

を
捉
え
る
に
は
、
晴
と
褻
と
の
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
贈
答
歌
・
唱
和
歌
・
独
詠
歌
と

い
っ
た
馴
染
み
の
あ
る
分
類
は
、
再
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
贈
答
・
唱
和
・
独
詠
と
い
っ
た
概
念
も
、
森
岡
常
夫
氏
と
小
町
谷
照
彦
氏
と
の
間
で
は
、
妥
協
で
き
な
い
ほ
ど
の
懸
隔

が
あ
る
。
今
、
目
の
前
に
い
る
相
手
と
の
贈
答
は
、
相
手
の
和
歌
に
応
え
る
と
い
う
意
味
で
唱
和
と
も
い
え
る
し
、
こ
れ
と
消
息
を

介
し
た
贈
答
と
が
同
質
だ
と
は
簡
単
に
は
い
え
そ
う
に
な
い
。
ま
た
独
詠
と
い
っ
て
も
、
詠
歌
主
が
ほ
ん
と
う
に
た
だ
孤
立

0

0

し
て
い

て
他
に
誰
も
い
な
い
場
合
も
あ
る
し
、
女
房
の
よ
う
に
そ
こ
で
唱
和
し
て
く
れ
る
よ
う
な
存
在
が
い
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
贈
答
唱

和
と
な
っ
て
し
ま
う
場
合
だ
っ
て
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
区
分
は
曖
昧
さ
を
抱
え
て
い
る
。
さ
ら
に
問
題
は
、
独
詠
と
分
類
さ
れ
て
き

た
も
の
の
中
に
は
、
見
え
な
い
存
在
に
対
す
る
呼
び
か
け
だ
っ
て
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
、
三
谷
邦
明
氏
が
「
物
怪
が
和
歌
を
歌
う
」
と
い
う
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
『
源
氏
物
語
』
の
物
怪

と
、
そ
れ
以
前
の
テ
キ
ス
ト
と
で
は
描
か
れ
方

0

0

0

0

が
ま
っ
た
く
違
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
に
は
、
人
と
人
と
の

間
に
詠
ま
れ
る
和
歌
が
全
て
で
は
な
い

0

0

0

0

。
例
え
ば
、
賀
茂
神
に
対
し
て
光
源
氏
の
詠
み
か
け
た
和
歌
、
御
陵
に
眠
る
父
故
院
に
向

か
っ
て
光
源
氏
の
詠
み
か
け
た
和
歌
、
八
百
萬
神
に
対
し
て
光
源
氏
の
詠
み
か
け
た
和
歌
な
ど
が
あ
る
（
須
磨
巻
）
こ
と
は
す
ぐ
に

思
い
付
か
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
神
格
、
仏
格
だ
け
で
な
く
、
物
怪
の
よ
う
な
霊
格
に
対
す
る
呼
び
か
け
に
発
す
る
応
答
の
手
段
と
し

て
、
和
歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
の
み
な
ら
ず
、
桐
壺
更
衣
の
絶
命
直
前
の
唱
和
の
場
合
も
、
帝
と

0

0

更
衣
と
の
贈
答
で
あ

る
し
、
帝
の

0

0

弔
問
の
和
歌
に
対
し
て
更
衣
母
の
応
え
た
和
歌
と
い
う
晴
の
贈
答
と
、
亡
き
桐
壺
更
衣
の
母
と
弔
問
に
出
向
い
た
命
婦

と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
和
歌
と
い
う
褻
の
贈
答
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
、
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
（
桐
壺
巻
）。
あ
る
い
は
ま

た
、
朱
雀
帝
と
光
源
氏
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
和
歌
の
贈
答
唱
和
（
明
石
巻
）
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
和
歌
は
世
俗

の
人
と
人
と
の
間
に
だ
け
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。


