
死
者
の
追
膳
の
意
味
は
 

春
彼
岸
と
秋
彼
岸
は
 

お
盆
の
意
味
は
 

四
（
死
）
花
の
意
味
は
 

霊
魂
は
あ
る
の
か
 

回
忌
法
要
は
何
時

ま
で
 

黄
泉
、
天
国
あ
の
世
は
あ
る
 

の
か
 

外
国
人
も
あ
の
世
に

行
く
と
 

同
じ
所
か
 

僧
侶
は
あ
の
世
で
の
待
遇
は
 

蓮
華
や
草
花
の
意
味
は
 

地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
と
言
 

う
が
 

死
者
が
霊
界
に迄
に
着
く
期
間
は
 

あ
の
世
に
も
言
葉
が
あ
る
の
か
 

霊
魂
は
何
年
存
在
す
る
の
か
 

あ
の
世
に
行
く
と
家
族
が
一
 

緒
に
お
ら
れ
る
の
か
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大
居
士
と
い
っ

た
高
貴
な
戒
名
ま
で
与
え

て
く
れ
る
と
嘆
い
て
い

る
。
」
 

（
仏
教
学
者
、
 ひ
ろ
 
さ
ち
や
氏
）
 

「
墓
に
森
、
林
太
郎
」
の
外
に

一
字
も
刻
む
な
と
遺
言
し

た
と
言
う
」
 

（
森
 
鴎
外
）
 

「
又
、
生
前
か
ら
自
分
で
戒
名
を
付
け
て
居
る
と
言
う
「
緑
も
ゆ
か
り
も

無
い
お
坊
様
に
勝
手
に
戒
名
を
付
け
ら
れ
「
高
々
の
お
金
ま
で
払
う
の
は

不
愉
快
だ
と
言
う
」
俗
名
で
も
良
い
か
ら
気
軽
口
鄭
泉
の
国
廿
死
者
の
魂

が
行
く
地
下
、
又
、
天
国
、
あ
の
世
と
現
世
と
の
往
来
が
気
軽
に
出
来
る

世
に
な
り
た
い
。
」
（
作
家
、
山
田
 
風
太
郎
氏
）
 

①
 
通
夜
、
葬
式
は
行
な
わ
な
い
 

②
 
火
葬
は
家
族
、
又
、
親
戚
で
行
う
。
 

③
 
祭
壇
、

供
物
は
無
用
。
 

④
 
お
尚
様
の
お
経
（
読
経
）
念
仏
等
は
絶
対
し
な
い
。
 

⑤
 
戒
名
は
絶
対
し
な
い
、本
名
を
そ
の
ま
ま
に
（位
牌
は
作
っ
て
お
く
）
 

⑥
 
死
亡
の
通
知
は

無
用
。
 

著
名
人
も
一
般
の
人
も
人
間
に
変
り
な
く
、
こ
う
し
た
風
潮
が
こ
れ
か

ら
は
、
 一
般
的
に
な
る
の
で
は
無
い
か
と
言
っ

て
居
り
ま
す
。
 
（
三
沢
市

佐
藤
 
進
氏
）
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
  

幼
少
の
頃
か
ら

良
く
老
人
や
世
間
か
ら
左
記
の
事
を
聞
き
、
又
、
親
か

ら
子
、
孫
へ
と
今
で
も
日
常
会
話
で
ロ
伝
え
に
話
さ
れ

て
居
る
が
子
供
の

頃
か
ら
聞
い
た
事
ゃ
、

又
、
疑
心
点
を
掲
げ
て
見
る
が
ロ
伝
さ
れ
て
き
た

由
来
と
意
義
に

つ
い
て
御
教
示
願
い
得
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
 

木
吐
旭
馬
ッ

コ
市
風

助彩
 

八
刀
二
十
九
日
5

九
月
二
日
 

山
中
長
三
郎
 

木
造
町

の
馬
コ
市
、
明
治
三
十
六
年
、
馬
コ
の
せ
り
売
り
を
は
じ
め
て

か
ら
有
名
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
 

西
北
両
郡
の
農
村
地
帯
を
周
囲
に
も
つ
と
こ
ろ
か
ら
、
明
治
末
期
か
ら

大
正
に
か
け
て
、
こ
の
馬
コ
市
に
は
五
日
間
の
会
期
中
に
延
七
百
頭
の
馬

コ
が
せ
り
に
出
さ
れ
に
ぎ
わ
っ
た
。
 

博
労
た
ち
は
北
海
道
や
南
部
地
方
か
ら

一
人
で
三
十
ー
五
十
頭
持
っ
て

き
た
と
い
う
。
 当
時
は
木
造
の
ル
馬
コ
市
4
と
し
て
全
国
的
に
知
ら
れ
て
い

た
そ
う
で
す
。
 農
村
の
機
械
化
が
進
む
に

つ
れ
て
、
今
で
は
馬
コ
の
利
用

少
な
く
馬
コ
市
は
不
振
に
な
っ
た
が
、
名
称
を
カ
馬
市
ま
つ
り
）
と
変
え
、
 

趣
向
を
凝
ら
し

た
催
し
を
盛
り
こ
ん
で
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
o
 

敗
戦
後
の
あ
る
日
朝
起
る
と
馬
コ
市
に
行
く
気
に
な
り
、
髪
を
整
え
、
 

靴
も
磨
き
、
 
「
米
の
貴
重
品
時
」
 
お米
で
よ
う
や
く
と
求
め
た
背
広
「
洋

服
」
 
を着
て
嘉
瀬
駅
の
ホ
ー
ム
の
雑
沓
に
交
わ
る
o
 

汽
車
が
ホ

ー
ム
に
入
る
と
、
我
れ
先
に
乗
り
込
ん
で
忽
ち
客
車
は
満
ぱ

い
と
な
り
乗
れ
ず
、
客
車
の
あ
と
に
連
な
る
無
蓋
の
空
貨
車
に
残
る
数
人

が
乗
せ
ら
れ
る
。
 
「
芦
ノ
湖
花
見
も
当
時
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。」
 

ポ
ォ
ー
と
城
高
い
汽
笛
を
鳴
ら
し

て
黒
煙
を
蒙
々
と
吐
き
出
し
て
走
り
 
 

1
 
一
杯
飯
を
喰
べ
る
物
で
な
い
 

2
 
餅
を
二
人
で
引
っ
ぱ
る
物
で
 

無
い
 

3
 
人
を
真
中
に
入
れ
て
回
る
物
 

で
無
い
 

4
 
茶
碗
飯
に
箸
を
立

て
る
な
 

5
 
大
往
生
と
は
 

6
 
虫
の
知
ら
せ
と
は
 

7
 
死
后
の
お
迎
え
と
は
 

8
 
死
者
に
持
た
せ
る
六
道
銭
 

9
 
死
装
東
を
左
前
に
合
せ
る
の
は
 

1
0
 死
者
を
北
枕
に
寝
せ

る
の
は
 

1
1
 末
期
の
水
と
は
 

1
2
 戒
名
の
意
味
は
 

1
3
 線
香
を
立
て
る
の
は
 

1
4
 ロ
ー
ソ
ク
を
立
て
る
の
は
 

1
5
 珠
数
の
意
味
は
 

1
6
 葬
式
と
塩
と
木
炭
の
関

係
は
 

1
7
 死
者
は
お
経
や
弔
辞
を
聞
い

て
居
る
か
 

行
く
風
に
煽
ら
れ
、
黒
煙
は
貨
車
の
中
で
渦
巻
と
な
る
。
 

私
は
頬
被
り
を
し
、
大
切
な
背
広
は
裏
面
に
着
る
。
貨
車
の
中
が
一
騒

動
の
う
ち
に
汽
車
は
五
所
川
原
駅
構
内
に
入
い
る
。
五
能
線
ホ
ー
ム
は
満

ぱ
い
の
人
、
人
、
木
造
行
き
の
時
刻
に
も
間
が
大
分
あ
る
、
よ
し
馬
コ
市

ま
で
「
道
程
七
キ
ロ
約
」
 
歩く
こ
と
に
す
る
。
 

津
鉄
よ
り
来
た
人
々
に
も
馬
コ
市
、
目
指
し
て
歩
く
者
も
い
た
。
 五
所

川
原
の
商
店
街
を
通
り
岩
木
川
の
橋
を
渡
り
し
ば
ら
く
進
む
と
道
筋
の
両

側
は
田
圃
が
広
ま
っ
て
、
 一
面
の
黄
金
色
の
稲
穂
の
彼
方
に
超
巨
人
の
胡

坐
の
よ
う
な
山
裾
の
見
え
る
岩
木
山
。
 

砂
利
の
路
傍
に
は
塵
挨
だ
ら
け
の
雑
草
に
混
っ
て
白
、
紅
、
と
さ
ま
ざ

ま
の
色
コ
の
小
さ
な
野
草
花
コ
と
こ
ろ
、
ど
こ
ろ
さ
咲
い
て
い
る
。
 

pそ
う
だ
）
木造
町

コ
野
草
の
花
コ
の
よ
う
、
馬
コ
市
の
騒
音
が
聞
こ
え

て
く
る
o
何
年
ぷ
り
だ
ろ
う
、
馬
コ
市
祭
り
o
 奇
麗
に
さ
れ
た
駆

「
ニ
オ

馬
コ
」
 
がセ
リ
市
に
行
く
の
に
見
と
れ
て
い
る
と
、
横
あ
い
か
ら
声
コ
か

け
る
娘
コ
あ
っ
た
。
嘉
瀬
の
ち
ょ
っ
ぴ
り
顔
見
知
り
娘
コ
で
あ
る
。
 

娘
コ
急
い
で

「
回
り
を
葦
の
編
ん
だ
物
で
囲
み
屋
根
は
藁
で
編
ん
だ
 

（
ノ
マ
）
を
の
せ
た
簡
単
造
り
の
出
店
」
の
食
堂
に
入
っ
て
行
き
、
下
駄

コ
持
っ
て
く
る
。
 

祭
り
の
露
店
街
に
行
く
の
だ
ば
こ
の
下
駄
コ
履
く
と
い
い
よ
と
い
わ
れ

る
。
私
は
何
に
が
、
何
ん
だ
か
理
解
り
か
ね
て
い
る
。
 

娘
コ
が
い
う
に
は
、
露
店
街
に
は
他
邦
人
が
破
れ
て
も
な
い
靴
を
脱
が

し
修
理
し
て
は
法
外
の
金
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
。
 下
駄
履
と
な
っ
て
、
 

露
店
街
に
行
く
と
な
る
ほ
ど
、
他
邦
人
ら
し
き
屈
強
の
若
者
等
は
下
を
向
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津
軽
弁
 
村
の
笑
い
話
こ
 

「
盗
人
の

理
屈

」
 

村
は
ず
れ
の
農
道
で
、

ガ
ン
チ
ョ
の
ミ
ツ
と
、
未
亡
人
の
サ
ネ
が
今
に
も

咳
み
つ
き
そ
う
な
剣
幕
で
、

に
ら
み
合
っ
て
い
た
。
 

ミ
ツ
 
「
加
」D
加
や
い
ぱ
盗
ん
で
、
泥
捧
こ
の
っ

ー
」
 

サ
ネ
「
な
に
盗
ん
だ
ば
ァ
、

お
め
だ
の
お
や
じ
、

い
ね
ぐ
な
っ
た
な
ァ
、
家

ね
居
た
べ
せ
え

」
 

ミ
ツ
 
「フ
ト
の
お
や
じ
ば
フ
パ
レ

バ
、
盗
っ
た
じ
も
ん
だ
ね
」
 

サ
ネ
「
フ
パ
タ
ナ
ー
、

お
め
だ
の
お
や
じ
、

お
い
さ
来

た
だ
て
ば

ご

ミ
ツ
 
「フ
ト
の
お
や
じ
と
、
イ
グ
ネ
こ
と
し
た
べ
、
 

ヘ
バ
、
 フ
パ
タ
ダ

で
ば
な
ァ
」
 

「
な
に
イ
グ
ネ
こ
と
し

た
ば
、
あ
め
だ
の
お

や
じ
ば
怪
我
さ
へ

だ
な
ァ
、
 イ
ダ
グ
さ
へ

だ
な
ァ
 

楽
し
ま
へ
だ
べ
せ
ェ
」
 

ミ
ツ
 
「フ
ト
の
お
や
じ
ば
盗
っ

て
、
 よ
く
も
ソ
ッ

タ
ラ
だ
ク
チ
訊
ぐ

に
い
い
も
ん
だ
な
ァ
」
 

「
お
い
さ
く
る
の
も
、

お
め
え
イ
グ
ネ
ハ
デ

ヤ
、
 ワ
、
お
め
え
の
代
理
つ
と
め
で
い
る
 

な
だ
ね
o

菓
子
箱
で
も
持
っ
て
こ
な
が
」
 

（
森
 
平
）
 

、、
、
ツ

サ
ネ
 

、
、、
ツ
 

サ
ネ
 

、
、
、
ツ
 

、く
ツ
 

（
森
 
平）
 

い
て
往
来
の
人
の
中
か
ら

靴
を
履
い
て
い

る
人
を
探
し
て
は
、
傍
の
修
理

す
る
者
に
連
れ
渡
す
、

ち
ょ

っ
ぴ
り
の
修
理
場
が
あ
り
鋲
の

一
個
か
二
個

を
打
込
み
法
外
の
金

残
を
取
り
上
げ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 

逆
う
と
殴
ら

れ
有
金
を
全
部
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。
 

そ
の
よ
う
な
状
況
を
警
察
が
見
て
も
見
ぬ
ふ
り
で
あ
る
。
 

当
時
は
日
本
三
等
国
と
他
邦
人
に
軽
蔑
さ
れ
警
察
も
手
も
足
も
出
せ
な

い
、
馬
コ
市
の
祭
り
で
あ
り
ま
し
た
。
 

祭
り
見
物
は
早
々
に
引
上
げ
て
食
堂
に
帰
る
と
娘
コ
は
ど
ん
ぶ
り
を
卓

に
の
せ
て
、
自
分
も
昼
め
し
を
食
べ
て
い
な
い
の
で
と
、
も
う
一
個
の
ど

ん
ぶ
り
を
持
っ
て
来
て
一
緒
に
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

娘
コ
の
話
し
に
よ
る
と
昨
日
は
嘉
瀬
村
の
若
者
が
、
例
の
靴
修
理
屋
に

引
掛
り
、
村
の
暴
れ
ん
ぼ
と
異
名
の
若
者
は
、
隣
間
を
見
て
逃
れ
た
が
嘉

瀬
ま
で
追
い
か
け
ら

れ
て
、
勢

が
財
布
を
鵬
き
金
を
出
し
て
許
し
て
も

ら
っ
た
そ
う
で
す
。
 

夜
は
セ
リ
市
の
広
場
に
盆
踊
り
が
た
ち
大
き
い
輪
が
で
き
、
賑
や
か
に

な
る
と
い
う
。
 稲
刈
の
迫
っ
た
秋
日
の
斜
光
は
葦
し

の
編
み
目
の
隙
間
を

通
し
て
射
す
、
か
す
か
な
光
り
が
薄
暗

い
片
隅
コ
の
娘
コ
の
素
肌
の
顔
に

注
で
い
る
、
高
等
小
学
校
を
卒
業
さ
れ

て
一
、
二
年
で
あ
ろ
う
、
私
に
は

娘
コ
の
年
令
は

知
ら
な
い
。
 

お
姉
さ
ん
は
、

働
き
な
が
ら
時
々
二
人
の
方
を
見
る
の
で
食
堂
は
忙
し

く
な
っ
た
時
刻
で
あ

る
娘
コ
に
サ
ョ
ナ
ラ
を
云
っ
て
別
れ
娘
コ
も
入
ロ
で

サ
ョ
ナ
ラ
を
云
っ

て
微
笑
み
か
け
て
い
た
。
 

私
の
乗
っ
た
五
能
線
の
列
車
は
秋
晴
れ
の
タ
刻
の
野
良
を
勢
い
よ

く
五
 
 

所
川
原
に
向
っ
て
突
き
走
る
。
列
車
の
窓
か
ら
見
え
る
祭
り
の
森
に
向
っ
 

て
、
馬
コ
市
、
サ
ョ
ナ
ラ
。
 

パ
ラ
 
ゴ

ミ
 

茨
の
花
コ
街
道
ぱ
だ
ね
、
挨
か
ぶ
て
、
 

パ
ラ
 

そ
れ
で
も
咲
ェ
で
る
、
 茨
の
花
コ
 
「
一戸
謙
三
、
 

金
木
に
残
る
伝
承
に
お
い
て
も
最
も
重
要
な
役
割
を
果
し
た
も
の
は
、
 

河
川
即
ち
水
運
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
い
う
水
運
は
岩
木
川
水
運
で
あ

り
、
岩
木
川
は
物
資
輸
送
の
動
脈
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
。
 

そ
し
て
輸
送
物
資
中
の
主
要
な
も
の
が
、
津
軽
の
桧
で
あ
っ
た
。
 

中
世
に
お
い
て
こ
の
水
運
と
桧
を
管
轄
し
た
の
が
安
東
氏
で
あ
っ
た
。
 

金
木
の
伝
承
で
は
、
前
九
年
、
後
三
年
の
役
に
敗
れ
た
安
倍
を
追
討
し

て

き
た
源
左
衛
門
四
郎
義
英
軍
は
、
当
時
ま
だ
内
海
が
開
け

て
い
た
金
木
以

北
を
渚
沿
い
に
道
を
と
り
、
山
王
坊
ま
で
行
っ
た
と
い
う
。
 山
王
坊
の
仏

閣
は
金
銀
を
ち
り
ば
め
、
ま
た
砦
は
堅
固
で
あ
っ
た
。
 し
か
し
都
か
ら
上
っ

た
将
兵
た
ち
は
心
か
ら
も
て
な
さ
れ
、
歓
喜
の
内
に
和
議
が
成
立
、
こ
う

し
て
半
島
中
央
の
水
の
流
れ
清
い
金
木
の
地
に
舘
が
築
か
れ
、
後
に
安
東

氏
階

一
の
所
領
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
 

そ
し
て
安
東
氏
の
命
に
よ
っ
て
桧
山
か
ら
上
が
る
資
金
を
浪
岡
北
畠
氏

に
上
納
す
る
役
目
を
担
つ
の
が
金
木
領
主
の
役
目
で
あ
っ
た
と
い
う
。
 

安
東
氏
は
、
岩
木
川
に
注
ぐ
各
大
小
の
河
川
が
金
木
に
合
流
す
る
こ
と

か
ら
、
こ
こ
に
川
湊
を
開
き
、
十
七
万
坪
と
い
う
広
大
な
貯
木
場
を
造
り
、
 

国
中
の
木
材
を
一
旦
こ
こ
に
集
結
す
る
と
と
も
に
、
木
材
奉
行
を
各
所
に

配
置
し
た
と
い
う
。
 

江
戸
時
代
、
全
国
各
地
の
弁
賎
船
は
十
三
湊
よ
り
大
川
（
岩
木
川
）
を

逆
上
り
、
蒔
田
の
中
継
湊
で
積
み
荷
（
生
活
物
質
、
瀬
戸
物
な
ど
）
を
揚

げ
、
蹄
り
は
主
と
し
て
橋
の
板
割
し
た
も
の
を
船
積
し
、

丸
太
は
筏
で
運

ん
だ
と
い
う
。
こ
う
し
て
中
継
ぎ
湊
の
蒔
田
は
積
み
荷
の
交
換
で
賑
わ
い

を
呈
し
た
と
さ
れ
る
。
 

1
1 
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×
 

×
 

×
 

×
 

蒔
田
の
鎮
守
様
の
金
毘
羅
宮
は
、
中
世
期
に
上
方
の
船
主
た
ち
が
四
国

の
本
山
か
ら
金
毘
羅
様
の
分
身
を
勧
請
し
て
い
る
。
ま
た
岩
木
川
と
十
川

の
合
流
地
点
に
鳴
門
と

い
う
地
名
が
あ
る
。
春
の
出
水
や
土
様
の
出
水
の

時
な
ど
は
、
 そ
の
合
流
点
で
小
舟
が
ひ
っ
く
り
か
え
る
程
の
渦
巻
き
を
起

こ
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
上
方
の
船
主
た
ち
が
『
此
処
だ
ぱ
鳴
門
の
渦
潮

だ
。
穏
ゃ
か
な
時
で
も
此
処
は
鳴
門
だ
。
』
と
し
て
名
付
け
た
と
い
う
。
平

成
二
年
に
新
し
く
架
け
ら
れ
た
五
所
川
原
市
と
蒔
田
間
の
橋
も
『
鳴
門
橋
』
 

と
な
っ
て
い
る
。
 

蒔
田
は
金
木
の

一
村
落
に
過
ぎ
な
い
が
、
八
十
戸
に
は
似
合
わ
な
い
広

い
湊
町
街
道
が

一
直
線
に
拓
け
て
い
る
。
昔
は
風
待
ち
の
関
係
で
逗
留
日

が
長
く
な
る
と
、
積
み
荷
締
り
の
船
方
衆
や
荷
受
け
商
人
が
、
退
屈
し
の

ぎ
に
綱
賭
行
事

や
踊
り
な
ど
を
行
ふ
お
祭
り
広
場
で
あ
っ
た
と
い
う
。
 

×
 

×
 

×
 

×
 

金
木
本
町
か
ら
神
田
橋
へ
の
通
り
を
、
明
治
の
頃
ま
で
十
三
舘
岡
街
道

と
い
っ
て
い
た
o
古
い
街
道
で
、
金
木
ー
不
動
林
ー
蒔
田
ー
神
原
と
続
く
。
 

不
動
林
の
中
頃
に
不

動
宮
が
あ
る
。
近
く
に

一
里
塚
が
あ
る
。
 四
百
年

を
越
す
老
松
が
あ
り
、

古
い
百
万
遍
が

二
基
、
弘
法
大
師
坐
像
一
体
が
あ

る
o
 昭
和
の
頃
ま
で
こ
こ
に
慈
善
草
鮭
が
掛
け
置
か
れ
、
旅
人
は
お
し
戴

い
て
履
き
代
え
、
旅
を
続
け
た
と
い
う
。

過
ぎ
来
し
方
の
人
の
情
と
善
意

に
心
暖
ま
る
思
い
が
す
る
。
 

こ
こ
を
過
ぎ
る
と
不
動
宮
の
西
側
に

こ
の
村
の
古
い
墓
地
が
あ
り
、
そ

こ
に
津
軽
統
一
で
滅
ん
だ
金
城
之
舘
の
領
主
対
馬
右
衛
門

太
郎
義
英
の
墓
 
 

が
あ
る
。
 『
金
木
古
今
昔
物
語
』
 
（
昭
和
五六
年
）
を
書
く
た
め
の
調
査

の
際
に
解
っ
た
も
の
で
、
 
『
年
忌
記
』
と
い
う
古
文
書
に
『
領
主
対
馬
石

衛
門
太
郎
儀
英
、
寛
永
二
乙
丑
年
十

一
月
二
十
四
日
死
去
、
法
名
不
分
、
 

金
木
不
動
林
村
ニ
テ
死
去
、

同
所
墓
有
之
ト
云
共
不
分
、
治
右
衛
門
と
申

者
墓
に
可
有
之
哉
と
云

々
、
右
衛
門
太
郎
妻
、

一
切
不
相
分
、
右
同
所
』
 

と
あ
る
。
 

二
百
五
十
年
程
前
に
不
動
林
村
に
共
同
墓
地
が
移
っ

た
が
、
開
村
当
時

の
墓
が
七
基
残
っ
て
い
る
o
 そ
の
中
に
『
享
保
五
庚
子
歳
、

為
法
林
昏
英

居
士
百
回
忌
建
立
、
正
月
二
十
五
日
、
白
川
氏
』
と
刻

ま
れ
た
も
の
が
あ

る
o
白
川
治
右
衛
門
の
こ
と
で
、
奥
方
の
実
家
の
白
川
家
で
百
回
忌
を
弔
っ

た
の
で
あ
ろ
う
0
現
在
白
川
家
の
子
孫
は
金
木
町
に
在
住
し

て
い
る
。
 な

お
、
戸
数
二
百
戸
を
数
え
、
全
て
金
木
山
雲
祥
寺
の
檀
徒
で
あ

る
。
 

×
 

×
 

×
 

×
 

さ
て
、
六
百
年
前
に
領
主
が
開
田
し

た
と
い
う
八
十
町
歩
の
美
田
は
、
 

今
で
も
金
木
の
内
田
と
い
っ
て
不
作
知
ら
ず
の
水
田
で
あ
る
。
 こ
の
水
田

を
領
と
と
も
に
藩
政
以
前
ま
で
何
百
年
も
管
理
し

て
き
た
の
が
治
右
衛
門
 

一
族
で
あ
る
。
 

金
木
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、

元
禄
五
年
頃
大
導
寺
等
が
藩
命
で
地
検
で
来

た
時
、
黄
金
に
色
づ
い
た
八

十
町
歩
の
美
田
を
見

て
い
っ
た
こ
と
か
ら
藩

中
の
語
り
草
に
な
り
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
 そ
の
六
年
後
、
 雲

祥
寺
出
身
の
武
田
源
左
衛
門
貞
清
と
豪
商
弘
前
金
木
屋
一
族
の
立
案
で
、
 

津
軽
三
新
田
の
大
事
業
が
始
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
 

雲
祥
寺
は
領
と
と
も
に
長
い
年
月
、
桧
山
管
理
に
当
り
、
森
林
資
源
の
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活
用
に
秀
で

て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
 な
お
そ
の
財
源
の
大
方
は
桧
の

良
材
で
あ
っ
た
い
う
。
と
こ
ろ
で
そ
の
領
主
は
桧
山
管
理
で
経
済
的
に
も

力
が
あ
っ

た
の
か
、
金
木
川
上
流
よ
り
水
を
引
き
、
中
世
時
代
に
街
の
員

中
に
飲
料
水
の
小
川
を
通
し
て
い
る
。
金
木
川
が
町
を
流
れ
て
い
る
が
、
 

木
材
輸
送
の
季
節
は
飲
料
水
に
事
欠
け
て
い
た
と
い
う
。
 そ
の
小
川
の
流

れ
落
ち
る
所
に
開
田
さ
れ
た
の
が
八
十
町
歩
の
美
田
な
の
で
あ
る
。
 

な
お
、
領
主
右
衛
門
の
奥
方
は
白
川
治
右
衛
門
家
か
ら
出
て
い
る
。
領

グ
振
 
主
は
百
姓
治
右
衛
門
宅
に
聾
居
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
所
で
没
し
た
こ
と
か
ら

白
川
家
の
基
地
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 又
は
雲
祥
寺
に
あ
っ
た
の
を

命
に
よ
り
移
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
 

×
 

×
 

×
 

×
 

明
治
二
十
年
頃
ま
で
は
、
カ
コ
と
い
っ
て
、
大
川
の
水
量
の
少
な
い
と

き
に
川
登
り
す
る
小
船
を
陸
伝
え
に
綱
を
引
く
こ
と
が
あ
り
、
若
者
に
は

良
い
手
間
仕
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。
 弘
前
浜
の
町
に
船
が
着
く
と
町
は
賑

わ
い
、
帰
り
船
は
親
方
が
サ
ツ
マ
イ
モ
を
一
俵
も
買
っ
て
、
船
の
中
で
沸

か
し
て
食
べ
る
の
が
楽
し
か
っ
た
と
い
う
。
 こ
の
頃
は
ま
だ
金
木
地
方
に

は
サ
ツ
マ
イ
モ
が
こ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
 田
茂
木
村
生
れ
で
九

十
三
歳
に
な
る
大
佐
賀
三
次
郎
氏
が
、
こ
の
頃
の
仕
事
を
思
い
出
し
て
話

し
て
く
れ
た
。
 

金
木
に
は
木
挽
衆
と
手
斧
打
ち
と
い
う
職
人
が
多
く
あ
っ
て
、
明
治
に

入
っ
て
か
ら
で
も
三
十
軒
も
数
え
る
程
で
あ
っ
た
o
桧
の
良
材
を
木
挽
衆

は
三
尺
八
寸
も
あ
る
広
い
鋸
を
ツ
ボ
系
線
を
た
ど
っ

て
挽
い
て
行
く
の
で

あ
る
が
、
金
木
川
沿
い
に
木
材
工
場
が
あ
っ

て
、
各
所
に
丸
太
が
あ
げ
ら
 
 

れ
、
木
挽
衆
や
手
斧
打
ち
が
活
躍
し
た
の
だ
と
い
う
。
板
材
や
角
材
に
し

な
け
れ
ば
船
積
み
さ
れ
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
製
材
工
場
の
前
身
で

あ
り
、
明
治
の
代
に
第

「
回
の
大
阪
博
の
時
、
金
木
村
長
白
川
重
治
が
ド

ィ
ッ
製
と
い
わ
れ
る
丸
鋸
機
を
買
っ
て
来
て
始
め
た
の
が
製
材
所
の
始
め

で
あ
っ
た
と
い
う
。
 ま
た
秋
田
の
秋
木
の
前
身
も
同
時
に
買
っ
て
来
た
と
 

◇
 
◇
 

◇
 

◇

こ
の
重
治
村
長
の
祖
父
ま
で
は
代
々
治
右
衛
門
を
名
乗
っ
て
お
り
、
ま

た
開
村
以
来
の
屋
敷
に
は
畿
蒼
と
し
て
樹
木
が
生
え
、
寺
の
よ
う
な
大
き

い
茅
葺
き
屋
敷
で
あ
っ
た
。
何
回
と
な
く
建
て
替
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
 

今
の
家
も
二
百
五
十
年
も
経
て
い
る
の
で
は
と
思
う
。
 

明
治
三
十
二
年
に
初
代
師
囲
長
立
見
尚
文
中
将
が

一
週
間
も
宿
泊
し
て

い
る
が
、
そ
の
間
門
前
に
歩
哨
が
立
っ
て
い
た
と
い
う
。
 昔
の
面
影
が
無

い
と
し
て
も
、
町
の
文
化
財
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
 名
工
堀
江
佐
吉
翁

と
親
し
い
仲
で
あ
っ
た
白
川
重
治
の
製
品
は
、
川
を
逆
り
堀
江
組
に
使
用

さ
れ
て
い
る
。

勝
院
五
十
塔
の
脇
に
あ
る
佐
吉
翁
の
高
い
記
念
碑
に
は

白
川
重
治
の
名
も
見
え
る
と
思
ふ
。
 

◇
 
◇
 

◇
 

◇

色
々
述
べ
て
来
た
が
、
古
代
よ
り
人
類
の
文
明
は
水
辺
に
栄
え
て
き
た

と
い
う
o
水
の
流
れ
に
よ
り
水
辺
は
餓
と
な
り
、
逮
と
な
り
、
街
道
と
な
っ

た
の
で
あ
ろ
。
 

◇
 
◇
 

◇
 

◇
 

金
木
の
津
島
家
に

つ
い
て
述
べ
た
い
。
伝
承
で
は
千
年
も
前
か
ら
中
世
 

い
う
。
 

◇
 
◇
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末
期
ま
で
金
木
領
主
は
連
携
と
し

て
続
い
て
い
る
が
、
こ
の
間
、
時
世
の

流
れ
で
源
氏
か
ら

対
馬
を
名
乗
り
、
 
一
時
は
新
田
を
、
そ
し
て
ま
た
対
馬

と
な
り
、
津
島
と
な
っ

て
い
る
。
 

大
昔
か
ら
書
き
記
し

た
伝
説
が
多
く
あ
っ
た
が
、
城
が
取
り
潰
さ
れ
て

隠
し
伝
え
て
い
た
大
筋
の
も
の
が

後
に
出
て
来
た
。
 

明
治
に
な
っ

て
か
ら
、
当
時
の
若
き
当
主
津
島
今
五
郎
は
、
曾
博
寺

で

あ
る
南
台
寺
の
和
尚
に

こ
れ
ら
文
書
を
差
U
で

い
る
。
そ
し
て
金
木
の
物

知
り
た
ち
が
南
台
寺
に
集

ま
り
、
文
書
の
解
読
勉
強
会
を
開
い
て
い
た
が
、
 

惜
し

い
こ
と
に
南
台
寺
の
庫
裏
に
置
い
た
古
文
書
の
入
っ
た
つ
づ
ら
が
、
 

明
治
三
八
年
の
寺
町
の

大
火
で
、
寺

・
庫
裏
と
も
に
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
 

津
島
家
で
は
代

々
何
百
年
も
語
り
伝
え
て
い
る
語
部
の
淀
が
あ
っ
た
と

い
う
。
戦
前
今
五
郎
氏
は
次
男
八
十
八
氏
に
、
語
部
の
こ
と
を
話
し
て
も
、
 

ま
た
今
頃
落
城
の
伝
記
を

話
し
て
も
世
間
の
物
笑
い
に
な
る
と
し
て
、
話

さ
な
か
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
八
十
八
氏
は
県
庁
に
入
り
定
年
退
職
、
太

宰
治
と
同
年
で
あ

る
か
ら
、
現
在
八
十
四
歳
に
な
る
で
あ
る
が
、
三
年
程

前
に
亡
く
な
っ

て
い
る
。
 

し
か
し
由
あ
っ

て
今
五
郎
氏
は
二
年
程
の
間
に
私
に
、
金
木
の
伝
承
を

語
っ
て
く
れ
た
。
 私
は
伝
承
に
偽
り
は
な
い
と
思
っ

て
お
り
、
城
の
溝
へ

や
、
掘
跡
の
こ
と
、

ま
た
北
畠
が
滅
ん
だ
後
、
 一
時
期
新
田
宗
興
の
名
で

相
馬
に
あ
る
高
貴
な
方
の
御
陵
の
守
護
に

行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
い
ず

れ
書
き
残
し

て
お
き
た
い
と
思
っ

て
い
る
。
 
（
成
田
亀
逸
氏
蒐
集
資
料
ょ
 

り
転
記
）
 

1
金
木
城
蛙
の
所
在
は
 

青
森
種
市
有
隣
氏
 

の
文
献
か
ら
判
明
 

同
町
の
中
央
部
に
あ
った
ー
 

五
所
川
原
町
郷
土
史
研
究
家
の
福
士
貞
蔵
氏
は
、

今
春
以
来
北
郡
金
木

町
の
依
頼
に
よ
り
金
木
町

誌
の
編
纂
に
当
っ

て
い
る
が
、

こ
れ
が
資
料
の

蒐
集
中
、
こ
れ
ま
で
地
方
の
故
老
間
、
（
金
木
町
で
は
）
に
言
伝
え
ら
れ
て

い
た
が
、
そ
の
所
在
の
全

く
判
ら
な
か
っ
た
金
木
城
比
が
意
外
に
も
、

同

町
の
員
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
青
森
市
北
片
岡
種
市
有
隣
氏
所
有
の
『
方
々

由
緒
記
』
 
に
よ
って
発
見
さ
れ
た
。
 

氏
は
語
る
。
 

『
金
木
町
の
西
端
に

高
屋
敷
と
称
す
る
所
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
其
慮
は
 

名
の
如
く
立
陵
地
帯
で
、

東
西
五
・
六
十
間
、
南
北
百
間
以
上
に
亘

る
広

大
な
地
域
で
、
そ
の
中
央
部
を
現
在
で
は
県
道
小
泊
線
が
横
断
し
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
で
こ
の
地
は
西
北
は
一
段
と
低
く
芦
野
と
称
す
る
水
田
と
な
っ

て
い
る
が
、
湖
水
時
代
に
は
こ
の
湖
中
に
突
出
せ
る
崎
が
あ
っ

た
ろ
う
。
 

又
東
に
は
冷
水
と
称
へ
る
沢
が
あ
っ
て
、
昔
は
こ
の
谷
問
を
巧
に
利
用

し
て
重
壕
と
し
、

そ
の
一
角
は
丘
陵
地
帯
に
連
続
せ
る
関
係
上
、
こ
の
方

面
へ
は
特
に
幅
四
間
以
上
の
濠
を
堀
り
、
土
墨
を
築
い
て
防
禦
を
堅
固
に

し
て
い
る
。
 

南
に
は
金
木
川
を
控
え
た
要
害
地
で
、
現
今
で
は
町
家
が
城
郊
内
に

一
一

十
戸
以
上
も
建
て
ら
れ
、
風
当
り
が
強
い
と
云
ふ
の
で
、
地
下
げ
を
し
、
 

そ
れ
が
た
め
に
昔
の
濠
跡
は
埋
め
ら
れ
、
ま
た
土
塁
も
取
除
か
れ
て
い
る
。
 

然
る
に
よ
く
見
る
と
今
尚
そ
の
濠
跡
が
歴
然
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ

ま
で
単
に
言
伝
え
に
過
ぎ
な
か
っ
た
金
木
城
跡
の
全
貌
が
う
か
が
ふ
に
難

事
で
は
な
い
。
 

此
慮
は
文
献
に

よ
る
と
、
天
正
の
昔
に
津
島
右
門
太
郎
と
称
す
る
豪
族

の
居
っ
た
館
で
あ
る
。
当
時
は
末
だ
隣
村
喜
良
市
村
辺
り
に
佐
助
乙
名
と
 

ば
っ

こ
 

い
ふ
ア
イ
ヌ
の
曾
長
が
践
屋
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
の
で
、
か
か
る
堂
々

た
る
館
を
構
え

て
住
戒
し
た
も
の
で
、

ロ
碑
に
金
木
に
お
城
が
あ
っ
た
と

伝
え
ら
れ
る
の
は
即
ち
こ
れ
を
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
の
右
門
太
郎
の
子
孫
は
連
綿
と
し

て
今
日
に
至
り
、
現
在
の
戸
主
を

ぱ
津
島
今
五
郎
氏
と
い
ひ
、
高
屋
敷
内
の
中
心
に
居
住
を
占
め
て
い
る
。』
 

交
通
の
変
遷
に
つ
い
て
 

佐
 
野
 
駒
「
郎
 

今
で
も
年
と
っ
た
人
は
覚
え
て
い
る
と
思
う
が
、
つ
い
最
近
ま
で
弘
前
 

ー
藤
崎
ー
原
子

ー
飯
詰
ー
中
柏
木
 
狐
崎

（
奴
温
泉
）
ー
嘉
瀬
の
古
町
を

通
っ
た
。
 

そ
れ
以
前
は
原
子

ー
飯
詰
ー
中
柏
木
ー
小
田
川
ー
忌
来
市

ー
川
倉
の
地

蔵
様
ー
宮
野
沢
ー
中
里
、
そ
の
前
と
な
る
と
飯
詰
ー
味
曽
ケ
沢
ー
苗
穂

ー
 

小
田
川
ー
昌
良
市
ー
地
蔵
様

ー
川
倉
と
な
っ

て
い
る
。
私
の
家
は
弘
前
よ

り
在
宅
し
た
関
係
上
、
弘
前
へ
嫁
に
行
っ
た
人
も
い
る
し
、
私
の
父
も
父

の
兄
も
嫁
に
行
っ
た
人
に
つ
れ
ら
れ
て
実
家
に
来
る
の
に
狐
崎
を
通
っ
て

往
復
し
た
話
が
残
っ
て
い
る
。
 

そ
れ
が
、
嘉
瀬
の
溜
池
と
長
富
の
溜
池
が
出
来
て
、
そ
こ
を
通
り
五
所

川
原
へ
行
く
道
路
が
出
来
た
の
は

つ
い
最
近
で
あ
っ
た
。
 

そ
れ
に
つ
い
て
、
長
富
の
其
田
弥
右
工
門
の
由
緒
書
に
、
嘉
瀬
『
清
久
』
 

な
る
人
が
、
清
久
溜
池
、
長
富
の
溜
池
は
、
其
田
弥
田
郎
氏
が
、
文
政
七

年
（
一
八
二
四
年
）
今
を
去
る
百
五
十
年
前
で
、
毘
沙
門
ー
長
富
ー
嘉
瀬
 

ー
金
木
と
道
路
が
出
来
た
と
書
い
て
あ
る
。
 

両
方
の
溜
池
が
出
来
た
完
成
祝
い
に
、
偉
い
人
を
呼
ん
だ
時
に
『
奴
踊

り
』
を
見
せ
て
、
大
変
喜
ば
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

そ
の
ほ
か
、
嘉
瀬
と
喜
良
市
の
道
路
は
、
通
称
西
公
道
路
と
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
喜
良
市
の
西
村
周
三
代
が
、
二
十
八
才
で
村
長
と
な
っ

て
作
っ
た
道
路
で
あ
る
、
約
八
十
年
ぐ
ら
い
前
で
あ
る
。
 又
金
木

へ
の
道

路
は
八
幡
様
の
前
を
通
る
道
路
が
昔
の
道
路
で
あ
る
。
 

昔
の
道
路
は
十
三
潟
の
関
係
と
、

つ
い
最
近
ま
で
喜
良
市
に
八
重
、
嘉

瀬
の
ス
キ
ー
場
に
佐
助
と
云
う
二
人
の
ア
イ
ヌ
の
曾
長
が
居
り
、

そ
の
ア

イ
ヌ
と
関
係
を

つ
け
な
い
と
通
れ
な
い
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
。
 

-69- 



昭和53年度 
青森県教育庁文化課 

金木町神明町遺跡 
現地説明会資料 

// 第5号ィ主居跡・床面出土の縄文B手ft'I左要月、 
、 台t寸三曳全本吾多土器、 	 ィう’ 

石麟美 

6号ィ主居跳、出1二 

肩,11 

土里緯何リ 

一
、
調
査
ま
で
の
経
過
と
調
査
の
目
的
 

神
明
町
遺
跡
は
藤
枝
溜
池

（
通
称
芦
野湖
）
周
辺
で
確
認
さ
れ
て
い
る

多
く
の
遺
跡
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
す
。
 

か
っ
て
、
わ
ら
び
手
刀
や
、
須
恵
器

（
い
ず
れ
も
金
木
町
歴
史
民
俗
資

料
館
に
展
示
中
）
が
出
土
し
、
上
師
器
が
地
表
面
に
散
布
し
て
い
た
の
で

平
安
時
代
頃
の
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
 

さ
て
、
津
軽
地
方
は
日
本
有
数
の
殻
倉
地
帯
で
あ
り
、
我
国
に
と
っ
て

食
料
供
給
地
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
稲
作
栽
培
に
必
要
な
水
を
ど
の
よ
う
 
 

に
確
保
す
る
か
が
永
年
の
懸
案
で
あ
り
ま
し
た
。
 

そ
こ
で
農
林
省
で
は
小
田
川
上
流
に
ダ
ム
を
築
き
、
こ
こ
か
ら
計
画
的

に
放
水
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
不
足
の
解
消
に
努
め
る
こ
と
に
し
た
の

で
し
た
。
 

た
ま
た
ま
藤
枝
溜
池
に
給
水
す
る
た
め
の
管
が
、
こ
の
神
明
町
遺
跡
を

通
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
工
事
に
先
だ
っ
て
、
発
堀
調
査
を
実
施

し
、
調
査
記
録
と
し
て
後
世
に
残
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

ニ
、
調
査
の
概
要
 

今
度
の
調
査
は
、
昭
和
五
三
年
六
月
十
九
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で

の
予
定
で
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
縄
文
時
代
と
平
安

時
代
の
人
々
の
生
活
の
あ
と
や
遺
物
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

縄
文
時
代
の
も
の
と
し
て
は
、
後
期

の
住
居
跡
が
二
軒
、
晩
期
の
墓
が
一
基
、
 

ま
た
平
安
時
代
の
も
の
で
は
六
軒
の
住

居
跡
が
、
多
く
の
土
師
器
や
須
恵
器
を

伴
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

三
、
主
な
る
遺
構
と
置
物
 

日
 
縄
文
時
代
の
住
居
跡
（
二
軒
）
 

直
径
が
約
五
・
五

m
の
縄
文
時

代
後
期
（
約
」
六
 
〇
〇
〇
年
ー
四
、
 

〇
〇
〇
年
前
）
の
住
居
で
す
。
地
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面
を
お
よ
そ
五
〇

m位
掘
り
く
ぼ
め
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
o
 

こ
れ
ら
の
住
居
跡
か
ら
は
、
縄
文
土
器
の
ほ
か
、
石
鉄
、
石
冠
、
 

石
斧
そ
の
他
の
刃
器
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
o
 

目
 
平
安
時
代
の
住
居
跡

（
六
軒
）
 

一
辺
が
四

m
か
ら
八

m
の
方
形
を
し
た
堅
穴
住
居
で
す
o
ど
の
住

居
に
も
煮
炊
き
用
と
し
て
の
カ
マ
ド
が
築
か
れ
て
お
り
、
縄
文
時
代

の
住
居
が
床
面
ほ
ぼ
中
央
に
炉
を
持
つ
の
と
は
異
っ
て
い
ま
す
o
 

発
掘
範
囲
が
狭
い
た
め
完
全
な
住
居
は
な
か
っ
た
が
、
四
号
住
居

と
し
た

一
辺
八

m
の
住
居
に
は
須
恵
器
大
琵
を
は
じ
め
、
壷
、
土
師

器
杯
、
作
業
台
と
さ
れ
た
台
石
な
ど
、
多
く
の
遺
物
が
残
さ
れ
て
い
 

ま
し
た
。
 

こ
れ
ら
は
当
時
の
生
活
を
復
元
す
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
も
の

で
す
。
 

ま
た
カ
マ
ド
内
か
ら
、
か
な
り
の
骨
片
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
の
 

こ
の
土
拡
墓
か
ら
は

副
葬
品
と
し
て
、
台
付

鉢
形
土
器
と
ヒ
ス
イ
の

匂
玉
が
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。
 こ
れ
ら
は
死
者

が
生
前
所
有
し
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
、
埋

葬
と
同
時
に
副
葬
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

縄
文
時
代
の
墓
に
は
、
 

こ
の
よ
う
な
土
拡
墓
の

ほ
か
、
琵
棺
墓
や
石
棺

墓
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
大
部
分
は
こ
の
場
合
と
同
じ
く
土
拡
墓
に

埋
葬
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
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で
、
こ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り

食
生
活
の

一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

目
 
土
拡
墓

（
一
基
）
 

長
径
一
二
〇

m、
短
径
九
〇

m
の

楕
円
形
で
、
確
認
面
か
ら
の
深
さ
三

〇

m
の
縄
文
時
代
晩
期
（
約
二
、
三

〇
〇
ー
三
、
〇
〇
〇
年
前
）
の
墓
で

す
。
 

四
 
ま
 
と
 
め
 

神
明
町
遺
跡
の
調
査
は
、
現
在
継
続
中
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
明
ら

か
に
な
っ
た
こ
と
を
列
記
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
 

①
 
縄
文
時
代
の
住
居
跡
二
軒
、
土
拡
墓

一
基
、
平
安
時
代
の
住
居

跡
が
六
軒
確
認
さ
れ
た
こ
と
。
 

②
 
し
た
が
っ
て
、
こ
の
神
明
町
遺
跡
は
、
お
よ
そ
四
、
〇
〇
〇
年

前
と
い
わ
れ
る
縄
文
時
代
後
期
か
ら
、
今
日
ま
で
、
継
続
的
に
生

活
の
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
 

⑧
 
特
に
四
号
と
し
た
住
居
跡
か
ら
は
、
生
活
当
時
そ
の
ま
ま
の
姿
 



一
 

で
多
く
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
貴
重
な
調
査
と
な
り
ま
し
 

た
。
 

筆
名
〇
、

宰

治
 

山
 
“
 
r

上
 
津
 

《神明町遺跡略図》 
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本
名
津
島
修
治
の
筆
名
は
太
宰
治
で
あ
る
。
 

太
宰
治
を
名
乗
る
前
に
い
く
つ
か
の
筆
名
を
使
っ
て
い
た
。
 

そ
れ
は
、
あ
る
年
、
用
事
が
あ
っ
て
東
京
へ
行
っ
た
時
の
話
で
あ
る
。
 

東
京
の
四
ッ
谷
坂
町
に
、
私
が
小
学
校
三
年
生
四
年
生
の
時
に
教
わ
っ
た

土
岐
兼
房
先
生
が
住
ん
で
い
て
、
川
口
市
の
小
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
。
 

そ
の
夜
の
宿
は
四
谷
の
、
現
在
の
文
化
放
送
の
近
く
の
曹
洞
宗
の
お
寺
で

あ
っ
た
。
土
地
不
案
内
の
私
は
、
東
京
都
区
分
地
図
帖
を
開
い
て
み
た
ら
、
 

き
上
り
 

坂
町

へ
は
歩
い
て
行
け
る
距
離
で
あ
っ
た
の
で
、
訪
ね
て
み
た
。
先
生
は

同
じ
村
の
教
え
子
で
あ
る
私
を
歓
迎
し
て
く
れ
、
い
ろ
い
ろ
村
の

ニ
ュ

ー
 

ス
ゃ
知
人
の
近
況
を
聞
く
な
ど
し
て
時
間
の
過
ぎ
る
の
は
早
く
、
そ
ろ
そ

ろ
辞
去
し
よ
う
と
し
た
ら
、
先
生
の
奥
さ
ん
は
、
 「
こ
ん
な
せ
ま
い
家
で

泊
っ
て
も
ら
う
部
屋
も
な
い
が
、
東
京
へ
出
て
来
た
ら
い
つ
で
も
寄
っ
て

く
だ
さ
い
。
 私
は
身
体
が
弱
い
の
で
な
ん
の
お
構
も
出
来
ま
せ
ん
が
、
津

軽
の
お
話
を
聞
く
だ
け

で
と
て
も
楽
し
い
。」
 

そ
う
言
え
ば
、
奥
さ
ん
は
内
潟
村
薄
市
（
現
中
里
町
）
の
出
身
だ
っ
た
。
 

先
生
は
、
 
「
君
に

ー
つ
頼
み
た
い
事
が
あ
る
。
急
が
な
く
て
も
よ
い
が
、
 
 

確
か
弘
前
の
市
立
図
書
館
を
探
せ
ぱ
あ
る
と
思
う
。
昭
和
四
年
か
五
年
に
 

『
座
標
』
と
い
う
本
が
出
て
い
た
ん
だ
よ
。
そ
の
本
に
私
は
浅
川
修
の
ペ

ン
ネ
ー
ム
で
『
捨
て
米
』
と

い
う
小
説
を
書
い
た
ん
だ
。
 探
し
て
見
つ
か

れ
ば
コ
ピ
ー
を
取
っ
て
送
っ
て
も
ら
い
た
い
ん
だ
。
 そ
の
座
標
に
は
、
隣
 

ヤ
マ
ゲ
ソ
 

…
 
・
 

り
町
の

〈
源
の
オ
ン
チ
ャ
マ
津
島
修
治
と
い
う
人
が
、
大
藤
熊
太
の
筆
名
 

で
『
地
主
一
代
』
と
い
う
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。」
 

私
は
弘
前
の
図
書
館
に
行
く
機
会
も
な
い
ま
ま
数
力
月
が
過
ぎ
た
。
翌
 

づ
ら
 

年
ま
た
東
京
へ
出
た
時
、
干
し
餅
を
二
連
ほ
ど
お
土
産
に
持
っ
て
土
岐
先

生
宅
を
訪
問
し
た
ら
先
生
は
、
 
「
あ
、前
に
話
し
た
『
座
標
』
は
見
つ
か
っ

た
。
君
に
コ
ピ
ー
を

一
枚
や
る
」
と
言
っ
て
、
浅
川
修
の
筆
名
で
書
い
た
 

「
奪
還
ー
娘

ー
」
、
 
「
捨
て
米
」
、
 
「
火
を
放
つ
」
、
 
「
闘
犬
と
く
む
」
 

な
ど
の
作
品
が
載
っ
た
東
奥
日
報
の
切
り
抜
き
の
コ
ピ
ー
を
渡
し
て
く
れ

た
。
 「
座
標
」
に
は
童
謡
や
プ

ロ
レ
タ
リ
ャ
短
歌
を
ト
キ
カ
ネ
フ
サ
の
名

で
発
表
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
 

そ
 

話
は
外
れ
た
が
、
そ
の
座
標
に
津
島
修
治
が
「
大
藤
熊
太
」
の
ペ
ソ
ネ

ー
 

ム
で
小
説
を
連
載
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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