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写
真
で
紹
介
し
て
い
る
の
は
、「
木も

っ

簡か
ん

」

と
い
う
木
の
札
に
文
字
が
書
か
れ
た
も
の

で
す
。木
簡
と
は
、ま
だ
紙
が
希
少
で
あ
っ

た
奈
良
時
代
頃
に
、
行
政
文
書
や
諸
記
録
、

荷
札
な
ど
と
し
て
木
の
札
に
墨す

み

で
文
字
を

書
い
て
い
た
も
の
で
す
。
写
真
の
木
簡
は
、

上
部
が
く
び
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
部
分

に
ひ
も
を
付
け
て
結
び
、
地
方
か
ら
都
へ

納
め
る
品
な
ど
の
荷
札
と
し
て
用
い
ら
れ

た
も
の
で
す
。

　

こ
の
木
簡
に
は

　
（
右
側
）「
美
作
国
苫
田
郡
能
鷄
」

　
（
左
側
）「
美
作
国
苫
田
郡
香
美
郷
白
米
」

　

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
香か

が
み美
」「
能の

鷄け

」

と
い
う
の
は
、
鏡
野
町
域
の
古
代
の
地
名

で
す
。「
香
美
」
は
、
現
在
は
「
香
々
美
」

と
書
き
ま
す
が
、
古
代
の
地
名
は
漢
字
二

文
字
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
表
記
と
な
っ
て
い

ま
す
。「
能
鷄
」
は
、
あ
ま
り
な
じ
み
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、後
の
時
代
に
は
「
野
介
」

と
い
う
表
記
で
古
文
書
な
ど
に
も
出
て
く

る
地
名
で
あ
る
と
い
え
ば
、
お
わ
か
り
に

な
る
方
も
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
見
つ

か
っ
た
の
は
、
現
在
の
京
都
府
向む

こ
う日
市し

に

か
つ
て
存
在
し
た
都
、
長
岡
京
の
跡
に
な

り
ま
す
。

　

長
岡
京
と
は
、延え

ん

暦り
ゃ
く

三
年
（
七
八
四
）
に
、

桓か
ん

武む

天
皇
の
勅ち

ょ
く

命め
い

に
よ
り
そ
れ
ま
で
の
都

で
あ
っ
た
平
城
京
か
ら
北
へ
約
四
十
㎞
の

長
岡
の
地
に
造
営
さ
れ
、延
暦
十
三
年（
七

九
四
）
に
平
安
京
に
遷せ

ん

都と

さ
れ
る
ま
で
の

十
年
間
に
わ
た
っ
て
機
能
し
た
都
で
す
。

　

こ
の
木
簡
は
、
長
岡
京
の
左
京
三
条
二

坊
と
い
う
所
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
溝
の

跡
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
こ
こ
か
ら
は
、

当
時
の
都
の
役
人
た
ち
が
使
用
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
食
器
や
祭さ

い

祀し

具
、
文
具
、

工
具
、
建
築
資
材
等
が
大
量
に
出
土
し
ま

し
た
。
中
で
も
木
簡
の
出
土
は
多
数
に
及

び
、
こ
の
木
簡
に
よ
り
こ
の
地
域
は
太だ

政じ
ょ
う

官か
ん

厨ち
ゅ
う

家け

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
「
太
政
官
」
と
は
現
在
の
内
閣
府
に
あ

た
り
、
太
政
官
厨
家
は
太
政
官
管
轄
の

役
所
で
、
地じ

子し

物ぶ
つ

（
土
地
に
課
さ
れ
た
税

を
米
な
ど
で
納
入
し
た
も
の
）
の
管
理
や
、

太
政
官
の
役
人
の
食
事
を
作
る
厨
房
、
食

器
な
ど
の
器
物
の
保
管
を
行
っ
て
い
た
所

で
す
。

　

太
政
官
厨
家
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
木
簡

の
荷
札
に
は
、「
白
米
」「
米
」「
地
子
米
」

と
書
か
れ
て
い
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、

国
名
・
地
名
は
越え

ち

前ぜ
ん

（
福
井
県
）・
美
作
・

長な
が

門と

（
山
口
県
）・
讃さ

ぬ

岐き

（
香
川
県
）・
伊い

与よ

（
＝
伊
予
〈
愛
媛
県
〉）
と
限
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
木
簡
は
溝

に
一
括
で
廃
棄
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
移

動
し
た
形
跡
は
な
い
こ
と
か
ら
、
太
政
官

厨
家
に
は
こ
れ
ら
の
国
か
ら
税
と
し
て
納

め
ら
れ
た
米
を
収
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
美
作
国
の
地
名
が
書

か
れ
た
木
簡
は
十
九
点
、
こ
の
う
ち
苫

田
郡
内
の
地
名
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
は

八
点
、
こ
の
中
で
鏡
野
町
域
の
地
名
が
書

か
れ
て
い
る
も
の
は
写
真
の
二
点
の
ほ
か
、

も
う
一
点
、「
香
美
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
出
土
し
て
い
ま
す
の
で
、
計
三
点
存
在

し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
あ
る
一
定
の
期

間
は
鏡
野
町
域
で
獲
れ
た
米
が
長
岡
京
の

太
政
官
の
貴
族
や
役
人
達
の
食
卓
に
並
ん

で
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

　

当
時
の
政
府
の
最
高
機
関
で
あ
る
太
政

官
の
厨
房
に
、
な
ぜ
美
作
国
を
含
む
上
記

五
ヶ
国
の
米
の
み
が
納
入
さ
れ
て
い
た
の

か
は
、
記
録
が
な
い
た
め
定
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
美
作
国
に
住
む
私
達
に
と
っ

て
は
、
奈
良
時
代
か
ら
こ
れ
ら
の
国
の
米

が
質
が
良
い
と
い
う
高
い
評
価
を
う
け
て

い
た
の
だ
と
願
い
た
い
も
の
で
す
。
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