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Characteristics of W
ooden Tablets E

xcavated from
 Seongsan Fortress :  　

日
本
古
代
の
城
柵
経
営
と
の
比
較
か
ら

は
じ
め
に

❶
咸
安
・
城
山
山
城
出
土
木
簡
の
概
要

❷
城
山
山
城
木
簡
の
製
作
技
法
の
解
明

❸
城
山
山
城
木
簡
の
形
態
的
特
徴
と
そ
の
背
景

❹
城
山
山
城
木
簡
と
日
本
古
代
城
柵
出
土
木
簡

❺
城
山
山
城
木
簡
と
穀
物
運
送

お
わ
り
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
韓
国
・
咸
安
城
山
山
城
出
土
新
羅
木
簡
（
以
下
、
城
山
山
城
木
簡
と
称
す
）
の

性
格
を
、
木
簡
の
現
状
観
察
や
、
日
本
古
代
の
城
柵
経
営
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
こ
と
に
あ
る
。
城
山
山
城
木
簡
は
、
考
古
学
的
な
調
査
成
果
か
ら
、
築
城
時
に
、
城
内
の
排
水
を

円
滑
に
行
う
た
め
の
施
設
を
造
成
す
る
た
め
に
、
他
の
植
物
性
有
機
物
と
と
も
に
集
中
的
に
廃
棄
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
つ
ま
り
築
城
段
階
で
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
木
簡
の
大
半

は
、
各
地
か
ら
城
内
に
運
び
込
ま
れ
た
食
料
に
付
け
ら
れ
た
荷
札
木
簡
で
あ
り
、
築
城
に
と
も
な
う

労
働
の
資
養
物
と
し
て
、
慶
尚
北
道
を
中
心
と
す
る
各
地
か
ら
運
ば
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

日
本
古
代
の
東
北
城
柵
か
ら
出
土
す
る
木
簡
の
中
に
は
、
城
柵
へ
貢
進
さ
れ
た
食
料
に
付
け
ら
れ

た
荷
札
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
城
柵
内
で
再
分
配
す
る
た
め
の
記
録
簡
や
、
城
内
で
管
理
す
る
た

め
の
物
品
管
理
用
付
札
な
ど
、
多
様
な
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
荷
札
が
大
半
を
占
め

る
城
山
山
城
木
簡
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
六
世
紀
後
半
の
新
羅
の
山
城
で
木
簡
が
使
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
、
初
期
段
階
の
様
相
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

城
山
山
城
木
簡
が
、
築
城
時
の
労
働
力
の
資
養
物
に
付
け
ら
れ
た
荷
札
木
簡
で
あ
る
と
想
定
し
た

場
合
、
古
代
日
本
の
事
例
と
し
て
参
照
さ
れ
る
の
は
、
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
、
陸
奥
鎮
所
に
対
す

る
地
方
豪
族
の
私
穀
の
運
送
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
八
世
紀
前
半
に
、
鎮
兵
の
粮
を

ま
か
な
う
た
め
に
、
板
東
諸
国
を
中
心
と
す
る
郡
領
氏
族
に
私
穀
を
運
送
さ
せ
、
そ
の
見
返
り
に
位

階
を
与
え
る
と
い
う
政
策
を
行
っ
て
い
る
。
鎮
兵
制
度
の
創
設
に
あ
た
り
、
陸
奥
国
内
だ
け
で
鎮
兵

の
食
糧
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
板
東
諸
国
の
郡
領
氏
族
の
私
穀
が
期
待
さ
れ
た

も
の
と
み
ら
れ
る
。
城
山
山
城
木
簡
に
は
、
食
糧
の
貢
進
者
と
し
て
外
位
を
持
つ
人
物
も
み
え
、
し

か
も
慶
尚
北
道
各
地
か
ら
運
ば
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
食
糧
の
貢
進
に
各
地
の
地
方
豪

族
が
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
古
代
日
本
の
初
期
の
城
柵
経
営
と
同
様
の
あ
り
方
を

想
定
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
城
山
山
城
木
簡
、
製
作
技
法
、
城
柵
経
営
、
穀
物
運
送

﹇
論
文
要
旨
﹈
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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
韓
国
・
咸
安
城
山
山
城
出
土
新
羅
木
簡

）
1
（

（
以
下
、
城
山
山
城
木

簡
と
称
す
）
の
性
格
を
、
木
簡
の
現
状
観
察
や
、
日
本
古
代
の
城
柵
経
営
と
の
比
較

を
通
じ
て
、浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
城
山
山
城
木
簡
は
、

六
世
紀
後
半
の
新
羅
の
山
城
か
ら
大
量
に
出
土
し
た
木
簡
群
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
、
木
簡
の
下
端
部
に
切
り
込
み
、
あ
る
い
は
穿
孔
が
確
認
で
き
る
こ
と

か
ら
、
一
連
の
木
簡
は
同
一
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
木
簡

の
記
載
様
式
と
し
て
、地
名
、人
名
、そ
し
て
「
稗
」
や
「
麦
」
な
ど
の
穀
物
名
、「
一
石
」

と
い
う
数
量
単
位
が
多
く
確
認
で
き
る
こ
と
も
あ
わ
せ
る
と
、
こ
れ
ら
は
、
日
本
の

古
代
木
簡
に
み
ら
れ
る
荷
札
木
簡
と
同
一
の
性
格
の
も
の
と
み
て
問
題
な
い
と
考
え

る
）
2
（

。
六
世
紀
後
半
に
作
成
さ
れ
た
城
山
山
城
木
簡
は
、
七
世
紀
以
降
に
登
場
す
る
日

本
の
古
代
木
簡
の
ル
ー
ツ
を
考
え
る
上
で
、
き
わ
め
て
貴
重
な
資
料
群
と
い
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
城
山
山
城
木
簡
の
性
格
を
、
各
地
か
ら
貢
進
さ
れ
た
荷
札
木
簡
と
と

ら
え
た
う
え
で
、
そ
の
形
態
や
記
載
内
容
に
注
目
し
、
日
本
古
代
木
簡
と
の
比
較
と

い
う
観
点
か
ら
、
さ
さ
や
か
な
問
題
提
起
を
試
み
た
い
。

❶
咸
安
・
城
山
山
城
出
土
木
簡
の
概
要

　

咸
安
の
城
山
山
城
は
、
加
耶
諸
国
の
一
国
で
あ
っ
た
安
羅
国
の
故
地
に
位
置
し
、

五
六
二
年
に
こ
の
地
を
掌
握
し
た
新
羅
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
山
城
で
あ
る
。木
簡
は
、

山
城
の
東
門
址
付
近
の
城
壁
の
基
盤
施
設
と
し
て
造
成
さ
れ
た
排
水
施
設
か
ら
、
他

の
植
物
性
有
機
物
と
と
も
に
一
括
し
て
出
土
し
た
。
木
簡
の
ほ
と
ん
ど
は
、
端
部
に

左
右
か
ら
切
り
込
み
を
入
れ
た
、
荷
札
の
形
状
を
有
す
る
木
簡
で
あ
り
、
城
山
山
城

木
簡
が
、
共
通
し
た
特
徴
を
持
つ
木
簡
群
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

記
載
内
容
は
、
地
名
、
人
名
、
官
位
、
物
品
名
、
数
量
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、

日
本
の
古
代
木
簡
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
典
型
的
な
荷
札
木
簡
の
書
式
と

い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
城
山
山
城
木
簡
の
多
く
は
、
各
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
物
品

に
付
け
ら
れ
た
荷
札
木
簡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
物
品
名
に
は
「
稗
」

が
圧
倒
的
に
多
く
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
穀
物
の
稗
が
運
ば
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

い
く
つ
か
例
を
あ
げ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

○
咸
安
・
城
山
山
城
出
土
木
簡

）
3
（

    　
　
　
　
　

　
　

「
仇
利
伐　

仇
陁
智
一
伐

尓
利
□
支　

　
　
　

＜
」

    　
　
　
　
　

 
 

二
二
八
×
三
八
×
九　

四
号

　
　

「
烏
欣
弥
村
卜
兮
稗
一
石
＜
」

 

一
七
七
×
一
七
×
五　

一
一
号

　
　

 

・「
古
陁
新
村
智
利
知
一
尺
那
村
」

　
　

 

・「
豆
兮
利
智
稗
一
石　

　
　
　

」

 
 

二
〇
九
×
一
九
×
八　

二
九
号

　
　

 

・「
夷
津
支
阿
那
古
刀
羅
只
豆
支
＜
」

　
　

 

・「　
　
　

稗　
　
　
　
　
　
　

＜
」

 

一
八
七
×
二
二
×
一
〇　

三
〇
号

　
　

「
上
夢
村
居
利
支
稗　

＜
」

 

一
五
八
×
二
四
×
七　

四
四
号
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「
及
伐
城
只
智
稗
一
石　

＜
」

 

一
四
五
×
二
一
×
六　

七
四
号

　

こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
、
廃
棄
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
調
査

担
当
者
の
李
晨
準
氏
が
考
察
し
て
い
る
よ
う
に
、
木
簡
は
、
低
湿
地
や
貯
水
池
内
部

に
自
然
に
堆
積
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
山
城
築
城
時
に
、
東
側
城
壁

の
排
水
施
設
を
造
成
す
る
た
め
に
、
他
の
植
物
性
有
機
物
と
と
も
に
意
図
的
に
堆
積

さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

）
4
（

。
す
な
わ
ち
木
簡
は
、
本
来
の
役
割
を
終
え
た
あ
と
、

城
内
の
排
水
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
施
設
を
造
成
す
る
た
め
に
、
他
の
植
物
性
有
機

物
と
同
様
の
役
割
が
期
待
さ
れ
、
集
中
的
に
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
城
山
山
城
木
簡
は
、
木
簡
の
機
能
を
終
え
た
あ
と
に
、
排

水
施
設
の
造
成
に
必
要
な
「
植
物
性
有
機
物
」
と
し
て
二
次
利
用
さ
れ
、
二
次
利
用

さ
れ
た
場
で
廃
棄
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
木
簡
の
出
土
場

所
は
、
あ
く
ま
で
も
二
次
利
用
さ
れ
た
場
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
木
簡
の
本
来

の
機
能
を
果
た
し
た
場
と
は
、
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
同
様
の
形
状
を
も
つ
多
数
の
木
簡
が
、
一
時
的
、
集

中
的
に
同
一
の
場
所
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
点
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
あ
る
段
階
で

不
要
と
な
っ
た
荷
札
木
簡
が
、
一
括
し
て
こ
の
地
点
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
推
測

で
き
る
。
こ
れ
は
、
荷
札
木
簡
そ
の
も
の
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
一
括
し
て
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

し
か
も
、
木
簡
が
集
中
し
て
出
土
す
る
地
点
は
、
東
側
城
壁
の
築
造
に
先
行
し
て

造
成
さ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
出
土
木
簡
が
、
城
壁
の
造
営
に
先
行

し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
同
種
の
木
簡
が
短
期
間
に
集
中
的
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
点
、
ま

た
、
廃
棄
さ
れ
た
場
が
、
城
壁
の
築
造
以
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
造
成
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
点
は
、
城
山
山
城
木
簡
の
性
格
づ
け
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

❷
城
山
山
城
木
簡
の
製
作
技
法
の
解
明

　

次
に
、
出
土
し
た
木
簡
の
製
作
技
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
早
稲
田
大
学
朝

鮮
文
化
研
究
所
で
は
こ
れ
ま
で
、
国
立
加
耶
文
化
財
研
究
所
と
、
城
山
山
城
木
簡

に
関
す
る
共
同
研
究
を
実
施
し
て
き
た
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
二
〇
〇
六
年
か
ら

二
〇
〇
七
年
に
か
け
て
、
城
山
山
城
木
簡
の
釈
文
の
作
成
や
、
木
簡
の
詳
細
観
察
を

行
っ
た
。
そ
の
成
果
は
、
日
韓
共
同
研
究
資
料
集
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
た

）
5
（

。
筆
者
も

こ
の
共
同
調
査
に
参
加
し
て
お
り
、
以
下
、
こ
の
共
同
調
査
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
述

べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

こ
の
共
同
調
査
で
の
大
き
な
成
果
の
ひ
と
つ
は
、
木
簡
の
製
作
技
法
の
解
明
で

あ
っ
た
。
木
簡
を
詳
細
に
表
面
観
察
す
る
と
、
木
簡
の
側
面
に
樹
皮
が
残
っ
て
い
る

も
の
や
、
中
心
部
に
髄
が
確
認
で
き
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
た
。

　

具
体
的
に
は
、調
査
に
よ
り
樹
皮
の
付
着
が
確
認
で
き
た
も
の
が
一
八
点
で
あ
り
、

樹
皮
は
な
い
が
髄
が
確
認
さ
れ
る
も
の
が
七
点
存
在
し
た
。
と
り
わ
け
、
両
側
面
に

樹
皮
が
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
材
の
も
と
の
太
さ
が
正
確
に
わ
か
る
資
料
で
あ
る
と

い
え
る
。

　

樹
皮
の
残
る
木
簡
の
幅
を
み
て
い
く
と
、
個
々
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、
お

お
よ
そ
直
径
が
二
セ
ン
チ
〜
四
セ
ン
チ
ほ
ど
の
、
松
の
枝
を
利
用
し
て
作
ら
れ
た
こ

と
が
推
定
で
き
る
。

　

次
に
、
木
簡
の
端
部
の
成
形
に
つ
い
て
観
察
す
る
と
、
枝
か
ら
切
断
し
よ
う
と
す

る
箇
所
に
周
囲
か
ら
何
度
も
刃
を
入
れ
て
、
最
終
的
に
手
で
折
っ
て
い
る
も
の
や
、

一
面
か
ら
水
平
に
刃
を
入
れ
た
あ
と
で
手
で
折
っ
て
い
る
も
の
な
ど
が
確
認
さ
れ

た
。

　

さ
ら
に
表
面
調
整
に
つ
い
て
観
察
す
る
と
、
文
字
面
を
刃
物
で
あ
ら
か
じ
め
調
整

し
て
い
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
た
。
な
か
に
は
、
全
面
に
「
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
状
」
の

調
整
が
明
瞭
に
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、
片
面
（
多
く
は
、
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文
字
の
な
い
面
）
に
、
無
調
整
の
も
の
や
、
荒
く
調
整
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
な
ど

も
み
ら
れ
た
。

　

穿
孔
に
つ
い
て
は
、
文
字
面
と
は
反
対
の
面
か
ら
文
字
面
に
向
け
て
穿
っ
て
い
る

こ
と
や
、
孔
を
避
け
て
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
あ
ら
か
じ
め
穴

を
開
け
た
上
で
、
文
字
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　

さ
ら
に
、
端
部
に
お
け
る
切
り
込
み
部
分
に
、
紐
を
巻
い
た
痕
跡
が
確
認
さ
れ
る

一
方
で
、
切
り
込
み
部
分
に
ま
で
文
字
が
わ
た
っ
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
文
字

の
記
載
と
紐
の
装
着
の
前
後
関
係
を
推
定
す
る
と
、ま
ず
文
字
が
記
載
さ
れ
た
あ
と
、

紐
を
使
っ
て
物
品
に
括
り
つ
け
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
城
山
山
城
木
簡
の
作
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

　

①　

直
径
二
セ
ン
チ
〜
四
セ
ン
チ
ほ
ど
の
松
の
枝
を
採
取
す
る
。

　

②　

枝
の
中
心
に
刃
を
入
れ
て
縦
に
割
る
。

　

③　

外
側
の
樹
皮
を
剥
ぎ
、
刃
物
で
書
写
面
を
調
整
す
る
。

　

④　

上
下
端
を
切
断
し
て
適
当
な
長
さ
に
す
る
。

　

⑤　

端
部
に
穿
孔
や
切
り
込
み
を
ほ
ど
こ
し
て
、
木
簡
の
形
を
完
成
さ
せ
る
。

　

⑥　

荷
物
に
括
り
つ
け
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
城
山
山
城
木
簡
を
さ
ら
に
詳
細
に
観
察
す
る
と
、
髄
の
あ
る
枝
の
中

心
に
刃
を
入
れ
て
縦
に
割
っ
た
上
で
、
外
側
を
丁
寧
に
調
整
し
、
文
字
面
を
作
り
あ

げ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
実
際
の
木
簡
に
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
、
調
整

面
で
は
な
く
、
無
調
整
の
面
（
す
な
わ
ち
、
髄
の
あ
る
面
）
に
文
字
を
書
い
て
い
る

例
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
起
こ
る
の
は
い
か
な
る
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う

か
。
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
木
簡
の
加
工
者
と
、
文
字
の
記
載
者
が
、
同
一
で

な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
木
簡
の
加
工
者
の
意
図
を
理
解
し
な
い
ま
ま
、
文

字
が
記
載
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
し
そ
う
考
え
ら
れ
る
と
す
る
と
、
木
簡
が
あ
ら
か
じ
め
、
あ
る
て
い
ど
一
括
し

て
加
工
さ
れ
た
あ
と
、
必
要
に
応
じ
て
別
の
人
物
が
文
字
を
記
載
し
て
い
っ
た
こ
と

に
な
る
。
木
簡
の
加
工
者
と
記
載
者
が
同
一
で
な
い
と
す
れ
ば
、
六
世
紀
後
半
の
地

域
社
会
に
お
け
る
、
識
字
層
の
実
態
を
考
え
る
上
で
、
示
唆
的
な
事
例
と
な
る
だ
ろ

う
。

　

城
山
山
城
木
簡
の
製
作
技
法
の
観
察
を
通
じ
て
知
り
得
た
こ
と
は
、そ
の
多
く
が
、

松
の
枝
を
適
当
な
長
さ
に
切
り
落
と
し
、
そ
れ
を
縦
に
半
裁
し
、
さ
ら
に
表
裏
を
調

整
す
る
こ
と
に
よ
り
木
簡
を
作
成
し
て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

ま
た
、
松
の
枝
が
木
簡
の
素
材
と
し
て
盛
ん
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
城
山

山
城
木
簡
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
韓
国
出
土
木
簡
に
も
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、
扶
余
の
陵
山
里
寺
址
か
ら
出
土
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
支
薬
児
」
木
簡
と
い

わ
れ
る
長
大
な
四
面
木
簡

）
6
（

は
、
明
ら
か
に
枝
を
切
り
取
り
、
樹
皮
を
剥
ぎ
取
り
、
外

側
を
四
面
に
調
整
し
た
う
え
で
、
木
簡
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
中
国
の
觚
を
意
識

し
た
形
状
の
木
簡
と
も
い
え
る
が
、
一
方
で
、
松
の
枝
を
利
用
し
て
木
簡
を
作
成
す

る
、
と
い
う
こ
の
当
時
の
木
簡
作
成
の
一
般
的
な
方
法
に
の
っ
と
っ
た
作
成
法
で
あ

る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

製
作
技
法
の
解
明
は
、
韓
国
出
土
木
簡
の
特
性
や
、
当
時
の
文
書
行
政
の
実
態
を

考
え
る
上
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

❸
城
山
山
城
木
簡
の
形
態
的
特
徴
と
そ
の
背
景

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
城
山
山
城
木
簡
は
、（
文
字
の
書
か
れ
て
い
る
方
向
か

ら
み
て
）
材
の
下
端
部
に
切
り
込
み
あ
る
い
は
穿
孔
を
有
し
て
い
る
点
が
形
態
的
に

大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
材
の
下
端
部
に
切
り
込

み
を
持
つ
タ
イ
プ
の
木
簡
は
、
日
本
古
代
の
荷
札
木
簡
に
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
城

山
山
城
木
簡
の
形
態
的
特
徴
は
、
日
本
古
代
の
荷
札
木
簡
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
七
世
紀
以
降
の
日
本
の
荷
札
木
簡
の
多
く
は
、
実
は
材
の
上
端
部
に
切

り
込
み
が
入
っ
て
お
り
、
城
山
山
城
木
簡
の
形
態
的
特
徴
が
そ
の
ま
ま
ス
ト
レ
ー
ト
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に
影
響
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
韓
国
出
土
木
簡
の
中
に
も
、
上
端

部
に
切
り
込
み
が
入
っ
た
木
簡
も
確
認
さ
れ
て
い
る

○
扶
余・陵
山
里
寺
址
出
土
木
簡〔
三
〇
〇
号
、『
韓
国
の
古
代
木
簡
』所
収
番
号
。以
下
同
〕

　
　

・「
＜
三
月
仲
椋
□
上
□
」（
再
釈
読
に
よ
る
）

 

一
六
五
×
一
六
×
五

○
慶
州
・
雁
鴨
池
出
土
木
簡
〔
一
八
五
号

）
7
（

〕

　
　

・「
＜
辛
番
洗
宅
□
□
瓮
一
品
仲
上
」

　
　

・「
＜
□
遣
急
使
□
高
城
醢
缶
」

 

一
六
五
×
四
五
×
一
一

　

雁
鴨
池
木
簡
か
ら
は
付
札
木
簡
が
複
数
点
出
土
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
上
端
部

の
左
右
か
ら
切
り
込
み
の
入
っ
た
タ
イ
プ
で
あ
り
、
記
載
内
容
か
ら
、
醢
な
ど
を
保

管
す
る
容
器
に
付
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

）
8
（

。

　

城
山
山
城
に
お
け
る
下
端
部
の
切
り
込
み
を
持
つ
木
簡
は
、
出
土
点
数
が
他
と
く

ら
べ
て
突
出
し
て
い
る
た
め
に
、
形
態
的
特
徴
が
き
わ
だ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
特
徴

が
韓
国
出
土
木
簡
全
体
に
敷
衍
で
き
る
か
ど
う
か
は
、慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　

城
山
山
城
木
簡
は
な
ぜ
下
端
部
に
切
り
込
み
が
入
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
に
対
し

て
、
日
本
古
代
の
荷
札
木
簡
の
多
く
は
、
な
ぜ
上
端
部
に
切
り
込
み
が
入
っ
て
い
る

の
か
。
こ
の
違
い
に
は
や
は
り
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
簡
単
に
結
論

が
出
せ
る
問
題
で
は
な
い
が
、木
簡
の
製
作
過
程
や
使
用
方
法
を
想
定
す
る
こ
と
で
、

仮
説
を
立
て
て
み
た
い
。

　

城
山
山
城
出
土
の
荷
札
木
簡
は
、
下
端
部
の
切
り
込
み
に
紐
を
引
っ
か
け
た
り
、

あ
る
い
は
孔
に
紐
を
通
し
た
り
し
て
、
物
品
に
装
着
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
場
合
、
木
簡
の
文
字
列
は
物
品
の
天
地
と
は
逆
方
向
に
向
い
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
。
物
品
に
付
け
ら
れ
た
状
態
で
木
簡
の
記
載
内
容
を
把
握
す
る
に
は
、
や
や
適

さ
な
い
方
法
で
あ
る
。

　

一
方
、
材
の
上
端
部
に
切
り
込
み
が
あ
る
場
合
は
、
物
品
に
装
着
し
た
場
合
、
物

品
の
天
地
と
同
方
向
に
文
字
が
並
ぶ
こ
と
に
な
る
。
物
品
に
付
け
ら
れ
た
状
態
で
木

簡
の
記
載
内
容
を
確
認
す
る
場
合
に
は
、
前
者
よ
り
も
適
し
て
い
る
。
雁
鴨
池
出
土

の
付
札
木
簡
の
上
端
部
に
切
り
込
み
が
入
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
物
品
管
理
の

た
め
の
付
札
と
い
う
性
格
に
よ
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
下
端
部
に
切
り
込
み
を
入
れ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
木
札
を
物
品
に
装
着
し
た
あ
と
に
、
文
字
を
書
く

場
合
で
あ
る
。
下
端
部
が
紐
で
固
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
書
記
者
は
、
木
簡
を
書
き

や
す
い
角
度
に
調
節
し
つ
つ
文
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
上
端
部
が
固
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
書
き
や
す
い
角
度
に
調
節
す
る
こ
と
が
難

し
く
、
装
着
し
た
状
態
で
文
字
を
書
く
に
は
向
か
な
い
と
い
え
る
。

　

す
な
わ
ち
、
切
り
込
み
の
位
置
の
違
い
は
、
木
簡
が
物
品
に
固
定
さ
れ
た
状
態
に

お
い
て
の
、
文
字
の
書
き
や
す
さ
を
重
視
す
る
の
か
、
文
字
情
報
の
読
み
取
り
や
す

さ
を
重
視
す
る
の
か
、
と
い
う
違
い
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
城
山
山
城
出
土
の
荷
札
木
簡
は
、
木
札
に
文
字
を
記
し
て
か
ら
物
品

に
装
着
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
物
品
に
あ
ら
か
じ
め
無
地
の
木
札
が
装
着
さ
れ
、
そ

の
後
に
文
字
が
記
さ
れ
た
、
と
い
う
作
成
段
階
を
想
定
す
る
こ
と
も
、
可
能
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
想
定
し
た
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
紐
で
括
ら
れ
た
状
態
で
文
字
を
書
く

の
で
あ
る
か
ら
、
文
字
は
紐
で
括
ら
れ
て
い
る
箇
所
よ
り
も
上
に
書
か
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
城
山
山
城
木
簡
を
子
細
に
観
察
す
る
と
、
文
字
が

材
の
下
端
部
切
り
込
み
の
さ
ら
に
下
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
事
例
が
み
ら
れ
る
（
三
〇

号
木
簡
な
ど
）。
こ
の
点
か
ら
、
先
述
の
共
同
調
査
報
告
で
は
、
ま
ず
文
字
が
記
載

さ
れ
た
あ
と
、
紐
を
使
っ
て
物
品
に
括
り
つ
け
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
城
山
山
城
木
簡
に
つ
い
て
一
般
化
で
き
る
か

は
、
不
明
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
城
山
山
城
木
簡
の
調
整
方
法
を
子
細
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に
観
察
す
る
と
、
本
来
、
文
字
が
書
か
れ
る
は
ず
の
面
を
平
滑
に
調
整
し
、
文
字
は

そ
の
平
滑
な
面
に
書
か
れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
と
は
逆
の
事
例
が
何
点

か
確
認
さ
れ
た

）
9
（

。
す
な
わ
ち
、
平
滑
に
調
整
さ
れ
た
面
に
文
字
が
記
さ
れ
ず
、
無
調

整
の
面
に
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
事
例
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
木
簡
の

製
作
時
の
情
報
を
、
書
記
者
が
十
分
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お

り
、
荷
札
の
製
作
と
文
字
の
記
載
と
の
間
に
、
時
間
的
な
差
が
あ
っ
た
か
、
あ
る
い

は
、
荷
札
の
製
作
者
と
文
字
の
書
記
者
が
別
の
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
い

る
。
日
本
古
代
の
荷
札
木
簡
に
つ
い
て
は
、
木
簡
の
製
作
と
文
字
の
記
載
は
同
一
人

物
が
行
っ
た
と
す
る
見
解
が
あ
り

）
10
（

、
木
簡
の
製
作
者
と
書
記
者
が
同
一
で
あ
る
か
否

か
は
、
重
要
な
論
点
で
あ
る
。

　

ま
た
、
下
端
部
に
孔
が
あ
る
木
簡
の
場
合
、
文
字
が
孔
を
よ
け
て
書
か
れ
て
い
る

事
例
も
み
ら
れ
（
二
八
号
木
簡
）、
少
な
く
と
も
孔
が
あ
け
ら
れ
た
後
に
文
字
が
書

か
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
木
札
が
物
品
に
装
着
さ
れ
た
あ

と
に
文
字
が
書
か
れ
た
可
能
性
も
、
現
段
階
で
は
考
え
て
お
き
た
い
。

　

一
方
、
あ
ら
か
じ
め
文
字
を
記
し
た
あ
と
に
物
品
に
装
着
し
た
場
合
の
メ
リ
ッ
ト

は
、
同
一
の
場
所
で
複
数
の
荷
札
に
一
括
し
て
文
字
を
記
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で

あ
り
、
た
と
え
ば
何
か
別
の
帳
簿
の
情
報
を
荷
札
に
転
記
す
る
場
合
に
は
有
効
で
あ

る
。
ま
た
、
文
字
情
報
の
読
み
取
り
や
す
さ
と
い
う
点
を
重
視
す
れ
ば
、
荷
札
木
簡

の
文
字
情
報
が
、
二
次
的
に
利
用
さ
れ
る
際
に
も
有
効
で
あ
る
。

　

日
本
古
代
の
荷
札
木
簡
に
つ
い
て
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
貢
進
物
の
勘
検
の
際
に

機
能
を
果
た
し
た
と
す
る
「
勘
検
機
能
説
」
が
有
力
と
さ
れ
て
い
る
が
、近
年
で
は
、

貢
進
物
の
保
管
や
利
用
の
段
階
に
お
い
て
も
取
り
外
さ
れ
な
い
荷
札
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
貢
進
物
の
内
容
・
斗
量
・
年
月
を
示
す
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
す
る
見
解
（「
貢
納
表
示
説
」）
も
あ
る

）
11
（

。

　

荷
札
に
、
保
管
時
に
お
け
る
内
容
表
示
の
機
能
を
想
定
し
た
場
合
、
上
端
部
に
切

り
込
み
に
あ
る
木
簡
は
合
理
的
で
あ
る
が
、
下
端
部
に
切
り
込
み
が
あ
る
木
簡
は
必

ず
し
も
合
理
的
と
は
い
え
な
い
。
し
か
も
城
山
山
城
の
荷
札
木
簡
は
、
保
管
時
や
利

用
時
に
お
け
る
「
内
容
表
示
」
の
機
能
が
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ

て
、
山
城
に
納
入
さ
れ
た
時
点
で
物
品
か
ら
外
さ
れ
、
廃
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
荷
札
木
簡
の
中
に
、
物
品
名
や
数
量
が
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た

り
、
物
品
名
が
木
簡
の
裏
面
に
書
か
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
、
こ
の
木
簡
が
内
容

表
示
を
意
識
し
た
書
き
方
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　

む
ろ
ん
、
こ
れ
は
現
段
階
で
の
仮
説
に
過
ぎ
ず
、
今
後
、
さ
ら
に
詳
細
な
観
察
が

必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
文
字
が
い
つ
の
段
階
で
書
か
れ
た
の
か
に

つ
い
て
も
、
現
段
階
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
た
だ
こ
の
違
い
は
、
以
下
に
述
べ
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
城
山
山
城
木
簡
全

体
の
特
質
を
考
え
る
上
で
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

❹
城
山
山
城
木
簡
と
日
本
古
代
城
柵
出
土
木
簡

　

城
山
山
城
木
簡
の
特
徴
と
し
て
次
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
城
山
山
城
出
土
の
付
札

木
簡
に
あ
ら
わ
れ
る
地
名
が
、
現
在
の
慶
尚
北
道
の
地
域
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
地
域
と
山
城
を
結
ぶ
ル
ー
ト
と
し
て
、
洛
東
江
の
存
在

）
12
（

、

そ
し
て
そ
の
運
搬
を
請
け
負
う
在
地
首
長
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て
い
る

）
13
（

。
す
な
わ
ち

城
山
山
城
は
、
慶
尚
北
道
の
諸
地
域
か
ら
洛
東
江
を
通
じ
て
運
ば
れ
た
物
資
に
よ
り

維
持
経
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
日
本
古
代
の
東
北
地
方
の
城
柵
が
、
後
背
地
域
で
あ
る
関
東
地
方
や
北

陸
地
方
な
ど
か
ら
運
搬
さ
れ
た
物
資
に
よ
り
維
持
経
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
類
似
し

て
お
り
、
今
後
は
日
本
の
古
代
東
北
城
柵
と
の
比
較
が
可
能
で
は
な
い
か
、
と
か
つ

て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る

）
14
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
六
世
紀
後
半
の
城
山
山
城
と
、
八
世
紀
以
降
の
日
本
の
古
代
東

北
城
柵
と
は
、
そ
の
機
能
や
活
動
時
期
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
両
者
は
直
接
的
に

比
較
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
日
本
の
古
代
東
北
城
柵
に
は
、
城
山
山
城
木

簡
の
よ
う
に
、
諸
地
域
か
ら
の
荷
札
木
簡
が
大
量
に
出
土
し
た
事
例
は
な
く
、
む
し
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ろ
荷
札
木
簡
以
外
に
も
、
多
彩
な
内
容
を
持
つ
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
点
が
特
徴
で

あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
ま
ず
、
城
柵
へ
の
貢
進
物
の
納
入
と
そ
の
運
用
と
い
う
視

点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
東
北
城
柵
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
木
簡
を
紹
介
し
、
城
柵
遺

跡
出
土
の
木
簡
の
特
徴
を
考
え
て
み
た
い
。

　

日
本
の
古
代
国
家
は
、
東
北
地
方
の
居
住
民
で
国
家
に
服
属
し
な
い
集
団
を
「
蝦

夷
」
と
呼
び
、
七
世
紀
後
半
以
降
、
様
々
な
方
法
で
古
代
国
家
の
支
配
下
に
置
こ
う

と
つ
と
め
た
。
そ
の
方
法
の
一
つ
が
、
城
柵
に
よ
る
支
配
で
あ
る
。
陸
奥
、
出
羽
と

い
う
最
北
の
二
つ
の
国
に
、
軍
事
拠
点
で
あ
り
か
つ
行
政
の
拠
点
と
し
て
の
城
柵
を

建
設
し
、
そ
こ
に
各
地
か
ら
徴
発
し
た
鎮
兵
（
陸
奥
国
と
出
羽
国
の
城
柵
で
常
時
勤

務
す
る
兵
）
や
兵
士
（
各
地
の
軍
団
に
配
属
し
、
定
期
的
に
城
柵
に
勤
務
す
る
兵
）

を
配
置
し
て
「
蝦
夷
」
と
対
峙
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
陸
奥
国
の
多
賀
城
や
、
出
羽
国
の

秋
田
城
、
払
田
柵
と
い
っ
た
拠
点
的
な
城
柵
か
ら
、
整
然
と
し
た
建
物
配
置
が
検
出

さ
れ
、
城
柵
経
営
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
出
土
文
字
資
料
（
木
簡
や
漆
紙
文

書
）
が
数
多
く
出
土
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
城
柵
が
軍
事
的
機
能
の
み
な
ら
ず
、
行

政
的
機
能
を
持
つ
支
配
拠
点
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
城
柵
は
数
多

く
の
鎮
兵
や
兵
士
の
ほ
か
、
実
務
行
政
に
関
わ
る
人
々
も
結
集
し
た
場
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
日
本
の
古
代
東
北
城
柵
は
、
早
く
か
ら
文
書
行
政
の
シ
ス
テ
ム
が
整
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

）
15
（

。

　

で
は
、日
本
の
古
代
東
北
城
柵
か
ら
出
土
す
る
荷
札
木
簡
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
文
献
史
料
に
よ
れ
ば
、
古
代
東
北
城
柵
に
配
置
さ
れ
た
鎮
兵
や
兵
士
に
対
す

る
粮
米
が
、
東
国
地
方
や
北
陸
地
方
と
い
う
後
背
地
域
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

○
『
日
本
紀
略
』
延
暦
二
一
年
（
八
〇
二
）
正
月
庚
午
条

越
後
国
の
米
一
万
六
百
斛
、
佐
渡
国
の
塩
一
百
廿
斛
を
、
毎
年
出
羽
国
雄
勝
城

に
運
送
す
。
鎮
兵
の
粮
の
為
な
り
。

○
『
日
本
紀
略
』
延
暦
二
二
年
（
八
〇
三
）
二
月
癸
巳
条

越
後
国
を
し
て
、
米
三
十
斛
、
塩
三
十
斛
を
、
造
志
波
城
所
に
送
ら
し
む
。

○
『
日
本
紀
略
』
延
暦
二
三
年
（
八
〇
四
）
正
月
乙
未
条

武
蔵
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
・
上
野
・
下
野
・
陸
奥
等
国
、
糒
一
万
四
千
三
百

十
五
斛
・
米
九
千
六
百
八
十
五
斛
を
陸
奥
国
小
田
郡
の
中
山
柵
に
運
ぶ
。
蝦
夷

を
征
せ
ん
が
為
な
り
。

　

こ
の
よ
う
に
、
東
北
の
城
柵
で
消
費
さ
れ
る
粮
米
は
、
北
陸
地
方
の
越
後
国
（
現

在
の
新
潟
県
）、
武
蔵
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
・
上
野
・
下
野
な
ど
の
板
東
諸
国
（
現

在
の
関
東
地
方
）
か
ら
負
担
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け

る
よ
う
に
、
陸
奥
国
の
多
賀
城
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
。

○
宮
城
県
多
賀
城
跡
出
土
木
簡
（『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
資
料
Ⅱ　

多
賀

　

城
跡
木
簡
Ⅰ
』）

　
　

・
武
蔵
国
播
羅
郡
米
五
斗部

領
使
□
□
刑
部
古
□〔

万
□呂

ヵ
〕

　
　

・
大
同
四
年
十
□〔

二
ヵ
〕月　

　
　
　
　
　
　
 　

　
　

 
 

二
〇
〇
×
三
〇
×
一
〇　

〇
三
二

　

こ
れ
は
、
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
に
、
武
蔵
国
播
羅
郡
か
ら
貢
進
さ
れ
た
五
斗
俵

に
付
け
ら
れ
て
い
た
荷
札
木
簡
で
あ
る
。
オ
モ
テ
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る「
部
領
使
」

と
は
、
古
代
に
お
い
て
兵
士
・
防
人
・
衛
士
・
鷹
・
米
・
贄
・
経
典
な
ど
人
員
や
物

資
を
引
率
し
て
送
り
届
け
る
使
の
こ
と
で
、
こ
の
場
合
も
、
武
蔵
国
か
ら
多
賀
城
ま

で
の
、
米
を
輸
送
す
る
際
の
責
任
者
と
し
て
名
前
が
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
木
簡
を
城
山
山
城
木
簡
と
比
較
す
る
と
、
遠
隔
地
か
ら
、
軍
事
的
拠
点
と
し
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て
の
城
へ
、
穀
物
が
貢
進
さ
れ
、
そ
こ
に
荷
札
が
付
け
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
点
で

類
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

相
違
点
と
し
て
、
多
賀
城
跡
木
簡
に
は
貢
進
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
城
山
山
城
木
簡
に
は
、
貢
進
年
月
日
を
記
し
た
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、

多
賀
城
で
は
貢
進
者
側
あ
る
い
は
受
領
者
側
で
、
貢
進
年
月
日
の
情
報
が
必
要
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
城
山
山
城
で
は
そ
の
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
多

賀
城
跡
木
簡
の
場
合
、
貢
進
年
月
日
の
情
報
は
、
貢
進
者
あ
る
い
は
受
領
者
の
も
と

で
二
次
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
違
い
は
、
大

き
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
古
代
の
東
北
城
柵
か
ら
見
つ
か
る
付
札
状
の
木
簡
の
中
に
は
、

諸
地
域
か
ら
貢
進
さ
れ
た
物
品
に
装
着
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
も
存
在
す

る
。
日
本
古
代
東
北
城
柵
の
一
つ
で
あ
る
出
羽
国
（
現
在
の
秋
田
県
）
払
田
柵
跡
か

ら
は
、
次
の
よ
う
な
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。

○
秋
田
県
払
田
柵
跡
出
土
木
簡
（『
木
簡
研
究
』
一
九
）

　
　

・「
＜
白
舂
米
一
斗
六
升
」

　
　

・「
＜
六
月
十
八
日
」

 

一
一
二
×
一
八
×
五　

〇
三
二

　

オ
モ
テ
面
に
み
え
る
「
白
舂
米
」
は
、
白
米
を
意
味
す
る
。
上
端
に
左
右
か
ら
切

り
込
み
の
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
見
し
て
、
荷
札
（
貢
進
物
付
札
）
の
よ
う
に

も
み
え
る
が
、
貢
進
者
の
名
前
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
、「
一
斗
六
升
」
の
数
量
も
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
で
は
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

　

時
代
が
降
る
が
、『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
三
月
二
六
日
条
に

よ
れ
ば
、
出
羽
国
の
鎮
兵
の
日
粮
と
し
て
、
一
人
あ
た
り
米
一
升
六
合
、
兵
士
の
日

粮
と
し
て
、
一
人
あ
た
り
八
合
を
そ
れ
ぞ
れ
充
て
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
記
事
を
参
考
に
す
る
と
、「
一
斗
六
升
」
と
い
う
半
端
な
数
量
は
、
鎮
兵
で
い
え

ば
一
〇
人
分
、
兵
士
で
い
え
ば
二
〇
人
分
の
食
料
支
給
額
に
あ
た
り
、
つ
ま
り
こ
の

木
簡
は
、
鎮
兵
や
兵
士
に
支
給
す
べ
き
米
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
）
16
（

。
裏
面
の
「
六
月
十
八
日
」
は
、
支
給
日
を
意
味
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
日
本
の
木
簡
の
分
類
で
は
、
物
品
に
装
着
す
る
木
簡
を
付
札
木
簡

と
よ
び
、
付
札
木
簡
は
さ
ら
に
、
荷
札
（
貢
進
物
付
札
）
と
物
品
管
理
用
の
付
札
に

分
け
ら
れ
る
。
払
田
柵
跡
の
付
札
木
簡
は
ま
さ
に
こ
の
物
品
管
理
用
の
付
札
に
あ
た

る
と
考
え
ら
れ
、
城
柵
内
で
作
成
さ
れ
、
一
時
的
に
装
着
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

城
柵
で
は
、
貢
進
さ
れ
た
物
品
を
集
積
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
鎮
兵
や
兵

士
に
日
粮
と
し
て
分
配
す
る
作
業
も
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
も
、
木
簡
が
使
用

さ
れ
て
い
た
。
日
本
古
代
の
東
北
城
柵
で
し
ば
し
ば
、
米
の
支
給
に
関
わ
る
帳
簿
木

簡
が
出
土
す
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
貢
進
、
集
積
、
分
配
と
い
っ
た
一
連
の
シ

ス
テ
ム
の
中
で
、
木
簡
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
城
山
山
城
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
ほ
と
ん
ど
は
、
各
地
か
ら
「
稗
」
や

「
麦
」な
ど
の
物
品
が
運
ば
れ
た
荷
札（
貢
進
物
付
札
）の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、

そ
の
他
の
内
容
を
も
つ
木
簡
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
が
城
山
山
城
木
簡
の
著
し
い

特
徴
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
も
荷
札
以
外
の
木
簡
が
出
土
し
た
事

例
も
あ
り
、
今
後
も
荷
札
以
外
の
木
簡
の
出
土
数
が
増
加
す
る
可
能
性
は
あ
る
も
の

の
、
現
段
階
で
は
、
こ
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
城
山
山
城
へ
の
物
品
の
貢
進
、
集
積
、
そ
し
て
分
配
に

至
る
一
連
の
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
十
分
に
成
熟
し
て
お
ら
ず
、
そ
の

こ
と
が
、
荷
札
木
簡
の
み
が
突
出
し
て
出
土
す
る
事
実
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
木
簡
の
製
作

者
と
書
記
者
が
別
で
あ
る
可
能
性
、
物
品
に
装
着
し
た
後
に
記
載
が
行
わ
れ
た
可
能

性
、
そ
し
て
内
容
表
示
を
想
定
し
て
い
な
い
可
能
性
な
ど
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
荷
札

木
簡
の
作
成
方
法
や
使
用
方
法
そ
の
も
の
も
、
成
熟
し
た
シ
ス
テ
ム
の
中
で
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

も
っ
と
も
こ
う
し
た
評
価
は
、
六
世
紀
後
半
と
い
う
時
期
的
な
問
題
と
、
山
城
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で
あ
る
と
い
う
遺
跡
の
性
格
の
問
題
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
日
本
古
代
の
城
柵
は
、
八
世
紀
以
降
を
そ
の
活
動
時
期
と
し
て
お
り
、
日
本
で

文
書
行
政
が
十
分
に
浸
透
し
た
時
期
に
あ
た
る
。そ
し
て
軍
事
的
機
能
の
み
な
ら
ず
、

行
政
的
機
能
も
有
し
て
い
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
城
柵
か
ら
バ
ラ
エ

テ
ィ
に
富
ん
だ
文
字
資
料
が
出
土
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
城
山

山
城
は
、
六
世
紀
後
半
と
い
う
、
新
羅
の
地
方
社
会
に
お
い
て
は
木
簡
利
用
の
初
期

段
階
の
時
期
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
山
城
築
城
時
に
も
た
ら
さ
れ
た
木
簡
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
木
簡
が
同
時
期
の
一
括
資
料
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、

物
品
の
貢
進
が
恒
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
城
山
山
城
木
簡
は
、
木
簡
に
よ
る
地
方
行
政
シ
ス
テ
ム
の
試
行
錯
誤
の
段
階
と

評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
は
、
城
山
山
城
木
簡
の
意
義
を
決
し
て
低
め
る
も
の
で
は
な
い
。
木
簡

と
い
う
書
写
材
料
を
選
び
取
っ
た
新
羅
の
社
会
が
、ど
の
よ
う
な
試
行
錯
誤
を
経
て
、

木
簡
を
利
用
し
た
合
理
的
な
行
政
シ
ス
テ
ム
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ

の
過
程
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
城
山

山
城
木
簡
は
、
そ
の
空
白
の
部
分
を
埋
め
る
資
料
と
し
て
、
今
後
も
き
わ
め
て
豊
富

な
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

❺
城
山
山
城
木
簡
と
穀
物
運
送

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
城
山
山
城
木
簡
は
、
そ
の
形
状
や
記
載
内
容
か
ら
、

各
地
か
ら
運
ば
れ
た
荷
札
木
簡
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
城

内
に
駐
屯
す
る
人
び
と
の
食
料
と
し
て
、
一
定
期
間
に
恒
常
的
に
運
ば
れ
た
も
の
と

考
え
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
山
城
の
築
城
前
あ
る
い
は
築
城
時
に
、
集
中
的
に
も
た
ら

さ
れ
た
物
品
に
付
さ
れ
て
い
た
荷
札
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。と
す
れ
ば
、

た
と
え
ば
、
築
城
の
労
働
力
に
必
要
な
食
料
の
貢
納
、
と
い
う
可
能
性
を
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
見
つ
か
っ
て
い
る

木
簡
の
ほ
と
ん
ど
は
、
山
城
を
築
城
す
る
に
あ
た
り
多
数
の
労
働
力
を
動
員
す
る
際

に
、
集
中
的
に
投
下
さ
れ
た
食
料
に
付
さ
れ
た
荷
札
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ

る
。

　

こ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、『
続
日
本
紀
』
に

み
え
る
、
陸
奥
鎮
所
へ
の
私
穀
運
送
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
に
は

八
世
紀
前
半
の
養
老
六
年
（
七
二
二
）
か
ら
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
頃
に
、
こ
う
し

た
記
事
が
集
中
し
て
い
る
。

　

ま
ず
養
老
六
年
（
七
二
二
）
に
は
、
陸
奥
鎮
所
へ
私
穀
の
運
送
を
奨
励
す
る
太
政

官
奏
が
出
さ
れ
て
い
る
。

○
『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
（
七
二
二
）
閏
四
月
乙
丑
条

（
前
略
）
又
言
さ
く
、「
兵
を
用
い
る
の
要
は
、
衣
食
を
本
と
為
す
。
鎮
に
儲
粮

無
く
は
、
何
ぞ
固
く
守
る
に
堪
え
ん
。
民
に
募
り
て
穀
を
出
さ
し
め
、
鎮
に
運

び
輸
す
に
、
道
の
遠
近
を
程
り
て
差
を
為
す
べ
し
。
委
せ
輸
す
こ
と
遠
き
は

二
千
斛
、次
は
三
千
斛
、近
き
は
四
千
斛
を
以
て
、外
従
五
位
下
を
授
け
ん
」
と
。

奏
す
る
に
可
と
し
た
ま
う
。
そ
の
六
位
已
下
、
八
位
已
上
に
至
る
ま
で
、
程
の

遠
近
に
随
い
て
穀
を
運
ぶ
多
少
、
亦
た
各
差
有
り
。
語
は
格
の
中
に
具
な
り
。

　

こ
れ
は
、
陸
奥
に
お
け
る
鎮
兵
制
度
の
創
設
に
あ
た
っ
て
、
鎮
兵
の
粮
米
を
確
保

す
る
こ
と
が
、
当
国
（
陸
奥
）
の
財
政
の
み
か
ら
捻
出
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、

私
穀
を
導
入
す
る
こ
と
で
ま
か
な
お
う
と
し
た
ね
ら
い
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
）
17
（

。
豪
族
は
、
私
穀
の
運
送
の
見
返
り
に
、「
外
授
五
位
下
」
の
位
階
を
受
け
る
こ

と
を
定
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
太
政
官
奏
を
受
け
て
、実
際
に
私
穀
運
送
に
よ
る
授
位
が
行
わ
れ
た
事
例
が
、

や
は
り
『
続
日
本
紀
』
に
み
ら
れ
る
。

○
『
続
日
本
紀
』
養
老
七
年
（
七
二
三
）
二
月
戊
申
条
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常
陸
国
那
賀
郡
の
大
領
外
正
七
位
上
宇
治
部
直
荒
山
、私
の
穀
三
千
斛
を
以
て
、

陸
奥
国
の
鎮
所
に
献
ず
。
外
従
五
位
下
を
授
く
。

○
『
続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
二
月
壬
子
条

（
前
略
）
従
七
位
下
大
伴
直
南
淵
麻
呂
、
従
八
位
下
錦
部
安
麻
呂
、
无
位
烏
安

麻
呂
、
外
正
八
位
上
壬
生
直
国
依
、
外
正
八
位
下
日
下
部
使
主
荒
熊
、
外
従
七

位
上
香
取
連
五
百
嶋
、
外
正
八
位
下
大
生
部
直
三
穂
麻
呂
、
外
従
八
位
上
史
部

虫
麻
呂
、
外
従
八
位
上
大
伴
直
宮
足
ら
、
私
の
穀
を
陸
奥
国
の
鎮
所
に
献
ず
。

並
に
外
従
五
位
下
を
授
く
。

　

前
者
で
は
、
常
陸
国
那
珂
郡
の
大
領
が
、
陸
奥
鎮
所
に
私
穀
三
千
斛
を
運
送
し
て
、

外
従
五
位
下
を
授
か
っ
て
い
る
。
後
者
は
、
国
郡
名
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
位
階

や
ウ
ジ
名
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
板
東
諸
国
の
郡
領
氏
族
と
み
ら
れ
、
や
は
り
私
穀

物
を
陸
奥
鎮
所
に
運
送
し
た
見
返
り
に
、
外
従
五
位
下
を
授
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
お
そ
ら
く
は
板
東
諸
国
の
郡
領
氏
族
た
ち
の
私
穀
が
、
鎮
兵
の
粮
と
し
て
運

ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
続
日
本
紀
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
も
あ
る
。

○
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
四
月
癸
卯
条

坂
東
九
国
の
軍
三
万
人
を
し
て
、
騎
射
を
教
習
し
、
軍
陳
を
試
練
せ
し
む
。
綵

帛
二
百
疋
、
絁
一
千
疋
、
綿
六
千
屯
、
布
一
万
端
を
陸
奥
の
鎮
所
に
運
ぶ
。

　

こ
れ
は
、
陸
奥
に
派
遣
す
る
板
東
九
国
の
軍
三
万
人
に
騎
射
を
教
習
し
、
軍
隊
を

試
練
さ
せ
る
と
同
時
に
、
綵
帛
二
百
疋
、
絁
一
千
疋
、
綿
六
千
屯
、
布
一
万
端
を
陸

奥
鎮
所
に
運
ば
せ
る
と
い
う
も
の
で
、
板
東
諸
国
か
ら
人
と
物
を
同
時
に
負
担
さ
せ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
、
鎮
兵
粮
を
確
保
す
る
た
め
に
、
初
期
に
お
い
て
は
板
東
諸
国
の
私
穀

が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
う
し
た
状
況
は
、
出
羽
国
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
秋
田
城
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
、
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
木
簡
は
、「
上
野
国
進
鎮
×
」
な
ど
の
記
載
か
ら
、
上
野
国
か
ら
の
鎮

兵
な
い
し
鎮
兵
用
の
物
品
を
負
担
さ
せ
た
こ
と
を
示
す
木
簡
と
考
え
ら
れ
、
鎮
兵
粮

を
拠
出
す
る
財
源
を
ほ
と
ん
ど
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
出
羽
国
で
は
、
上
野
国
な
ど

他
国
に
鎮
兵
粮
の
負
担
を
さ
せ
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る

）
18
（

。

　

陸
奥
鎮
所
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
八
世
紀
前
半
の
段
階
に
お
い
て
、
板
東
を
は

じ
め
と
す
る
諸
国
か
ら
徴
発
さ
れ
た
鎮
兵
を
維
持
す
る
た
め
に
、
板
東
諸
国
か
ら
の

穀
物
、
と
り
わ
け
郡
領
氏
族
の
私
穀
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
城
山
山

城
出
土
の
荷
札
木
簡
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
も
、
示
唆
的
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

○
秋
田
城
跡
出
土
木
簡
（『
秋
田
市
史　

第
七
巻　

古
代　

史
料
編
』）

「
上
野
国
進
×

 
  （

七
五
）×
三
一
×（
三
・
五
）　

〇
一
九　

二
三
号

 

・「
上
野
国
進
南
□
×

 

・「
□〔

日
□下

□部
ヵ
〕子

□　

×

 
 （

九
五
）×（
一
七
）×
四　

〇
一
一　

二
四
号

 「
上
野
国
進
鎮
×

 

（
八
〇
）×（
二
一
）×
三
・
五　

〇
一
九　

二
五
号

 「
上
野
国
緑
□
□
□
足
□
□

 「　
　
　
　
　

  

米
五
石
代

 
 

二
二
〇
×
二
一
×
一
三　

〇
五
一　

七
四
号
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か
。
城
山
山
城
木
簡
に
は
、新
羅
が
在
地
首
長
た
ち
に
与
え
た
外
位
一
一
位
の
う
ち
、

上
干
支
（
六
位
）、
一
伐
（
八
位
）、
一
尺
（
九
位
）
な
ど
が
み
え
て
お
り
、
外
位
を

持
つ
首
長
た
ち
に
よ
る
、
穀
物
運
送
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
城
山

山
城
築
城
の
労
働
力
が
ど
の
よ
う
に
動
員
さ
れ
、
彼
ら
を
維
持
す
る
た
め
の
食
料
が

ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
運
ば
れ
た
の
か
を
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
と
ら
え
な
お
す

こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る

）
19
（

。

お
わ
り
に

　

城
山
山
城
木
簡
は
、
城
山
山
城
の
築
城
に
先
行
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
と
も

な
っ
た
時
期
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
荷
札
木
簡
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
山
城
の
築
城
に
か
か
わ
る
労
働
力
へ
の
資
養
物
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た

食
料
に
つ
け
ら
れ
た
荷
札
木
簡
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
と
す
れ
ば
、
山
城
の

築
城
段
階
と
い
う
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

今
後
は
、
築
城
後
、
山
城
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
経
営
が
行
わ
れ
て
い
た
か
が
課

題
と
な
る
が
、
ひ
と
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
論
語
木
簡
で
あ
る
。

　

韓
国
で
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
二
点
の
論
語
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
が

）
20
（

、
こ
の
二

点
は
い
ず
れ
も
山
城
か
ら
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
山
城
に
お
い

て
、
文
字
テ
キ
ス
ト
の
に
対
す
る
需
要
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

日
本
の
東
北
地
方
の
古
代
城
柵
に
お
い
て
も
、『
杜
家
立
成
雑
書
要
略
』
の
冒
頭
部

分
を
記
し
た
木
簡

）
21
（

（
宮
城
県
多
賀
城
市
市
川
橋
遺
跡
出
土
）、『
古
文
孝
経
』
を
書
写

し
た
漆
紙
文
書

）
22
（

（
岩
手
県
奥
州
市
胆
沢
城
跡
出
土
）、『
文
選
』
巻
十
九
「
洛
神
賦
」

の
一
節
を
記
し
た
木
簡

）
23
（

（
秋
田
県
秋
田
市
秋
田
城
跡
出
土
）
な
ど
、
中
国
の
典
籍
を

書
き
つ
け
た
木
簡
や
、
書
写
し
た
漆
紙
文
書
が
出
土
し
て
お
り
、
辺
境
の
城
柵
は
、

中
国
の
典
籍
や
文
字
テ
キ
ス
ト
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

山
城
が
築
城
さ
れ
た
後
、、
実
際
に
そ
れ
が
維
持
・
経
営
さ
れ
て
い
く
さ
い
に
、

ど
の
よ
う
な
行
政
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
、
そ
こ
で
、
文
書
行
政
が
ど
の
て
い
ど
浸
透

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
古
代
日
本
の
場
合
、
東
北
の
城
柵
で
か
な
り
シ
ス
テ
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
文
書
行
政
が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
下
支
え
す
る
郡
司
子
弟
た
ち
が
存
在
し

た
こ
と
を
か
つ
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ
る
が

）
24
（

、
古
代
朝
鮮
の
山
城
に
お
い
て
、

実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

註（
1
）　

城
山
山
城
出
土
木
簡
に
つ
い
て
は
、
李
京
燮
「
咸
安
城
山
山
城
出
土
新
羅
木
簡
研
究
の
流
れ

と
展
望
」『
木
簡
と
文
字
』
一
〇
、二
〇
一
三
年
が
、
近
年
の
研
究
動
向
を
ま
と
め
て
い
る
。

（
2
）　

平
川
南「
韓
国
・
城
山
山
城
跡
木
簡
」『
古
代
地
方
木
簡
の
研
究
』吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
三
年
、

初
出
一
九
九
九
年
。

（
3
）　

釈
文
は
、
早
稲
田
大
学
朝
鮮
文
化
研
究
所
・
大
韓
民
国
国
立
加
耶
文
化
財
研
究
所
編
『
日
韓

共
同
研
究
資
料
集　

咸
安
城
山
山
城
木
簡
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
九
年
に
よ
る
。

（
4
）　

李
晨
準
「
咸
安
城
山
山
城
木
簡
集
中
出
土
地
の
発
掘
調
査
成
果
」
註
3
書
所
収
。

（
5
）　

梁
碩
眞
「
咸
安
城
山
山
城
出
土
木
簡
の
製
作
技
法
観
察
」、
橋
本
繁
「
城
山
山
城
木
簡
の
製

作
技
法
」、
い
ず
れ
も
註
3
書
所
収
。
以
下
、
製
作
技
法
に
関
す
る
所
見
は
、
こ
れ
ら
に
も
と

づ
く
。

（
6
）　

国
立
扶
余
博
物
館
『
百
済
木
簡
』
二
〇
〇
八
年
。

（
7
）　

釈
文
は
、
註
3
書
に
よ
る
。

（
8
）　

橋
本
繁「
慶
州
雁
鴨
池
木
簡
と
新
羅
内
廷
」『
韓
国
出
土
木
簡
の
世
界
』雄
山
閣
、
二
〇
〇
七
年

（
9
）　

橋
本
繁
註
3
論
文
参
照
。
二
〇
〇
七
年
九
月
六
日
、
七
日
に
李
成
市
、
平
川
南
、
橋
本
繁
、

安
部
聡
一
郎
、
三
上
喜
孝
に
よ
り
、
国
立
加
耶
文
化
財
研
究
所
に
お
い
て
城
山
山
城
木
簡
の

現
物
調
査
を
行
っ
た
。

（
10
）　

山
中
章
「
行
政
運
営
と
木
簡
」『
日
本
古
代
都
城
の
研
究
』
柏
書
房
、
一
九
九
七
年
、
初
出

一
九
九
二
年
。

（
11
）　

吉
川
真
司「
税
の
貢
進
」『
文
字
と
古
代
日
本
3　

流
通
と
文
字
』吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
五
年
。

（
12
）　

尹
善
泰
「
韓
国
古
代
木
簡
の
出
土
現
況
と
展
望
」、
李
鎔
賢
「
咸
安
城
山
山
城
出
土
木
簡
」

い
ず
れ
も『
韓
国
の
古
代
木
簡
』二
〇
〇
四
年
所
収
。
の
ち『
韓
国
出
土
木
簡
の
世
界
』雄
山
閣
、

二
〇
〇
七
年
に
再
録
。

（
13
）　

李
成
市
「
東
ア
ジ
ア
辺
境
軍
事
施
設
の
経
営
と
統
治
体
制
│
城
山
山
城
木
簡
を
中
心
に
│
」

『
古
代
文
字
史
料
の
中
心
性
と
周
縁
性
』
春
風
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
14
）　

三
上
喜
孝
「
韓
国
出
土
木
簡
と
日
本
古
代
木
簡
│
比
較
研
究
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
│
」
朝

鮮
文
化
研
究
所
編
『
韓
国
出
土
木
簡
の
世
界
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
七
年
。

（
15
）　

三
上
喜
孝「
城
柵
と
文
書
行
政
」『
日
本
古
代
の
文
字
と
地
方
社
会
』吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
三

年
、
初
出
二
〇
〇
五
年
。
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（
16
）　

三
上
喜
孝「
古
代
地
方
社
会
に
お
け
る
公
粮
支
給
と
帳
簿
」註
15
書
所
収
、初
出
二
〇
〇
一

年
。

（
17
）　

熊
谷
公
男
「
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
」『
東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
一
、

一
九
八
九
年
、
鈴
木
拓
也
「
古
代
陸
奥
国
の
軍
制
」『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
一
年
。

（
18
）　

鈴
木
拓
也
「
古
代
出
羽
国
の
軍
制
」『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
八
年
、

初
出
一
九
九
二
年
。

（
19
）　

橋
本
繁
「
城
山
山
城
木
簡
と
六
世
紀
新
羅
の
地
方
支
配
」
工
藤
元
男
・
李
成
市
編
『
東
ア
ジ

ア
古
代
出
土
文
字
資
料
の
研
究
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
九
年
に
よ
れ
ば
、
城
山
山
城
木
簡
は
、
そ

の
筆
跡
や
記
載
様
式
の
検
討
か
ら
、
郡
単
位
で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）　

東
野
治
之
「
近
年
出
土
の
飛
鳥
京
と
韓
国
の
木
簡
」『
日
本
古
代
史
料
学
』
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
五
年
、
初
出
二
〇
〇
三
年
。
橋
本
繁
「
金
海
出
土
『
論
語
』
木
簡
と
新
羅
社
会
」『
朝
鮮

学
報
』
一
九
三
、
二
〇
〇
四
年
、
同
「
金
海
出
土
『
論
語
』
木
簡
に
つ
い
て
」
朝
鮮
文
化
研

究
所
編
『
韓
国
出
土
木
簡
の
世
界
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
七
年
、
同
「
古
代
朝
鮮
に
お
け
る
『
論

語
』
受
容
再
論
」（
同
）。
三
上
喜
孝
「
論
語
木
簡
と
古
代
地
方
社
会
」
註
15
書
所
収
。

（
21
）　
『
木
簡
研
究
』
二
一
、
一
九
九
九
年
。

（
22
）　

平
川
南
『
漆
紙
文
書
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
。

（
23
）　

木
簡
学
会
編
『
日
本
古
代
木
簡
選
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、『
秋
田
市
史　

第
七
巻　

古
代　

史
料
編
』
二
〇
〇
一
年
。

（
24
）　

三
上
喜
孝
「
城
柵
と
文
書
行
政
」
註
15
書
所
収
。

（
山
形
大
学
人
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
四
年
一
月
七
日
受
付
、
二
〇
一
四
年
五
月
二
六
日
審
査
終
了
）
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This article is aimed to reveal the characteristics of the Silla wooden tablets excavated from 

Seongsan Fortress in Haman, Korea （hereinafter “Seongsan Fortress wooden tablets”）, through an 

examination of their current state and a comparison with the management of fortified government 

offices in ancient Japan. Archaeological research has discovered that Seongsan Fortress wooden 

tablets were collectively disposed of along with other vegetable organic materials to build efficient 

drainage facilities when the fortress was established. Most of the wooden tablets discarded during the 

construction were shipping labels of food delivered to the fortress from various parts of the country. It 

is highly likely that the food was provided for construction workers from North Gyeongsang Province 

and other places in the country.

Wooden tablets unearthed from the sites of ancient fortified government offices in Tohoku, Japan, 

include not only shipping labels of supplied food but other various kinds of tablets such as record 

tablets for redistribution of food and inventory tags for management of goods within the government 

offices. This point provides a contrast to Seongsan Fortress wooden tablets, which mainly consist of 

shipping labels. They seem to be excavations from the initial stages of wooden tablet culture before it 

spread to Silla fortresses in the late sixth century.

Assuming that Seongsan Fortress wooden tablets were shipping labels of food supplied to 

workers constructing the fortress, this article analyzes the delivery of private grain to the Mutsu 

Pacification Headquarters from influential clans in the first half of the eighth century as a comparable 

case in ancient Japan. According to Shoku Nihongi （Continuation of the Chronicles of Japan）, the 

early eighth century saw a policy to make district magistrates in Bando provide their private grain 

to pacification soldiers in exchange for rank. It seems that when establishing the pacification soldier 

system, the government counted on food aid from the district magistrates in Bando because Mutsu 

could not secure food supply for the soldiers on its own. Seongsan Fortress wooden tablets indicate 

the involvement of local officials in food supply as well as the geographical spread of such suppliers 

in North Gyeongsang Province; therefore, there is no doubt that powerful local clans in various 

places engaged in the food supply, which might have been similar to the initial situation of fortified 

government office management in ancient Japan.

Key words: Seongsan Fortress wooden tablets, Production technique, Fortified government office 

management, Grain delivery
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