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【
要
約
】
　
一
九
三
〇
年
代
の
は
じ
め
に
山
菓
省
城
子
崖
遺
跡
の
調
査
で
新
た
に
知
ら
れ
た
黒
陶
は
、
其
後
、
北
シ
ナ
の
各
地
に
濃
密
に
分
布
し
て
史
前
の

彩
陶
に
つ
づ
き
十
代
の
白
陶
に
先
立
っ
た
著
し
い
中
国
で
の
土
器
様
式
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
云
う
黒
陶
系
の
土
器
は
、
そ
の
様
式

を
う
け
た
も
の
で
、
右
の
中
心
以
外
の
各
地
よ
り
、
四
隣
の
国
土
に
波
及
し
た
も
の
を
指
す
。
こ
の
事
は
ま
た
各
地
に
於
け
る
出
土
晶
に
依
っ
て
認
め
ら

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
遠
く
離
れ
た
九
州
の
一
部
に
右
の
黒
陶
系
と
認
め
ら
れ
る
特
色
を
示
す
土
器
の
出
土
し
て
い
る
こ
と
の
管
見
に
上
っ
た
の
は
早
く
一

九
四
〇
年
代
の
終
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
国
土
に
於
け
る
外
来
に
基
く
土
器
様
式
が
所
謂
弥
生
式
土
器
に
は
じ
ま
る
と
の
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

入
の
主
観
よ
り
し
、
且
つ
は
黒
陶
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
知
見
を
欠
い
た
こ
と
等
か
ら
、
固
よ
り
君
過
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
新
た
に
注
意
に
上
っ
た

も
の
を
は
じ
め
更
に
見
出
さ
れ
た
同
じ
顕
著
な
類
に
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
現
在
に
及
ん
で
い
る
。

　
こ
の
小
文
は
四
年
前
熊
本
県
御
船
町
の
遣
跡
で
新
た
な
出
土
が
報
ぜ
ら
れ
た
の
を
機
会
に
、
是
等
の
九
州
に
於
け
る
黒
陶
系
の
土
器
類
に
つ
い
て
、
国

外
に
於
け
る
確
実
な
黒
陶
系
の
遺
品
と
対
比
し
て
、
そ
の
然
る
所
以
を
説
い
た
も
の
で
、
こ
れ
に
依
っ
て
中
国
の
古
い
土
器
様
式
の
早
く
こ
の
国
土
に
波

及
し
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
併
せ
て
い
ま
や
通
念
化
し
た
観
の
あ
る
こ
の
国
に
於
け
る
史
前
土
器
の
編
年
観
の
止
揚
せ
ら
れ
る
可

き
こ
と
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
二
巻
三
号
　
一
九
六
九
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
の
黒
陶
に
就
い
て
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
知
見
に
上
っ
た
所
謂
彩
陶
と
並

　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
で
・
爾
後
山
東
省
の
み
で
な
く
河
南
省
其
他
の
各
地
に
も
広
く
分
布
す
る

　
こ
こ
に
黒
陶
系
の
土
器
と
言
う
の
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
初
め
に
中
国
の

山
東
省
城
子
崖
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
見
出
ざ
れ
た
同
国
史
前
の
新
た
な
土
器

様
式
と
し
て
、
い
ま
や
周
知
の
股
代
の
白
陶
に
先
立
つ
も
の
と
せ
ら
れ
て
い

る
黒
陶
の
系
統
を
受
け
た
類
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
。
中
国
本
土
で
の
史
前
時

こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
殊
に
戦
後
中
共
治
下
に
な
っ
て
よ
り
の
各
地
方
の

遺
跡
の
学
術
発
掘
で
い
よ
い
よ
明
瞭
の
度
を
加
え
て
い
る
の
は
周
知
の
如
く

で
あ
る
。
そ
れ
と
、
同
時
に
器
量
を
は
じ
め
、
造
り
の
点
な
ど
で
、
こ
の
黒

陶
の
系
統
に
属
す
る
も
の
の
引
続
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
当
初
に
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あ
っ
て
黒
陶
で
あ
乃
と
し
た
漸
江
省
良
渚
遺
跡
の
出
土
品
の
如
き
、
そ
の
示

す
実
際
よ
り
し
て
こ
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
同
じ
黒
陶
系
の
土
器

類
が
、
中
原
の
史
前
の
文
化
の
及
ん
だ
四
隣
の
地
域
に
於
い
て
、
北
の
遼
寧

省
旧
関
東
州
の
一
部
や
、
南
方
の
台
湾
島
に
於
け
る
其
後
の
遺
跡
の
発
掘
調

査
の
出
土
品
か
ら
ま
た
、
そ
れ
が
察
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
我
が
九
州
地
区
に
於
け
る
所
謂
弥
生
式
土
器
の
う
ち
に
器
形
は
じ
め
作
り

の
点
で
、
中
国
に
於
け
る
右
の
黒
陶
系
と
認
む
べ
き
も
の
の
あ
る
こ
と
が
私

見
に
上
っ
た
の
は
、
終
戦
後
間
も
な
い
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
遺
品
は
坂
本
経

尭
氏
が
戦
前
熊
本
県
菊
池
郡
地
方
で
多
年
に
亘
っ
て
蒐
集
せ
ら
れ
た
彩
し
い

史
前
の
土
器
類
の
う
ち
に
含
ま
れ
た
把
手
の
あ
る
円
筒
形
（
コ
ッ
プ
形
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
た
極
め
て
目
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
琉
に
依
る
と
洒
水
町
大
字
住
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
字
前
原
出

難
華
・

第一図 熊本県洒水町出土
把手附円筒形土器

土
の
そ
の

一
は
（
第

一
図
）
早

く
昭
和
六

年
七
月
二

十
七
日
に

見
出
し
た

も
の
で
あ

る
と
云
う
。
然
る
に
右
の
特
色
の
あ
る
土
器
は
戦
後
に
於
け
る
こ
の
国
で
の

史
前
時
代
土
器
の
編
年
観
が
そ
れ
ま
で
の
諸
知
見
に
基
き
、
石
器
時
代
の
そ

れ
と
、
つ
づ
く
別
個
な
所
謂
弥
生
式
土
器
と
に
区
別
せ
ら
れ
て
、
而
も
特
色

の
あ
る
前
者
の
縄
文
式
土
器
が
史
前
の
狩
猟
漁
携
を
生
活
の
基
調
と
す
る
、

多
様
な
様
相
を
そ
の
上
に
展
開
し
な
が
ら
永
く
続
い
た
も
の
で
あ
る
に
対
し

て
、
そ
れ
と
は
違
う
た
後
者
が
農
耕
な
る
新
た
な
生
活
様
式
と
共
に
外
か
ら

伝
え
て
急
速
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
此
の
弥
生
式

．
土
器
が
お
そ
ら
く
直
接
に
韓
半
島
を
経
由
し
て
銅
利
器
・
銅
鐸
其
他
と
の
文

物
と
共
に
中
国
で
の
戦
国
末
よ
り
前
漢
時
代
の
頃
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
す
る
の
が
よ
く
考
古
学
上
の
諸
事
象
に
即
応
す
る
と
し
て
俄
か
に
教

条
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
殊
に
こ
の
弥
生
式
土
器
に
あ
っ
て
は
、
一
部
学
徒
一

の
所
謂
遠
賀
式
土
器
を
初
期
と
す
る
形
式
を
細
分
し
た
所
説
が
不
動
な
も
の

と
し
て
、
そ
れ
を
以
て
新
た
に
各
地
に
於
け
る
発
掘
調
査
に
拠
る
彩
し
い
出

土
遺
品
を
律
す
る
と
云
う
傾
向
を
示
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
上
記
の

遺
品
の
如
き
全
く
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
連
関
し
て
其
の
前
後
同

系
の
も
の
と
せ
ら
れ
る
九
．
州
に
於
け
る
羅
紋
式
土
器
の
末
期
の
御
領
式
土
器

の
如
き
も
固
よ
り
看
過
さ
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
然
る
に
三
四
年
前
緒
方
勉
氏
が
同
じ
熊
本
県
下
の
御
船
町
一
帯
の
高
台
の

そ
の
弥
生
式
遺
跡
の
調
査
で
、
同
じ
円
筒
形
を
し
た
醜
類
が
重
隠
紋
土
器
其

他
と
共
存
す
る
事
実
を
新
た
に
確
か
め
て
、
そ
の
一
部
を
一
昨
年
秋
の
京
都
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九州に於ける中国史前の黒陶系の土器（梅原）

国
立
博
物
館
新
館
竣
工
記
念
展
観
一
7
一
復
原
形
を
出
陳
す
る
に
い
た
っ
て
よ
う

や
く
一
部
の
注
意
に
上
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
こ
の
新
た
な
円
筒
形
品
に

あ
っ
て
も
当
の
緒
方
氏
は
、
そ
の
一
三
の
把
手
が
中
国
に
於
け
る
周
代
の
古

銅
器
と
の
同
似
を
特
に
注
目
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
等
と
共
存
す
る
所
謂
弥
生

、
式
土
器
の
編
年
観
に
左
右
さ
れ
て
重
要
な
そ
の
葵
く
と
こ
ろ
に
就
い
て
の
認

　
　
　
②

識
に
及
ば
ず
、
他
の
同
地
方
の
研
究
者
に
あ
っ
て
も
依
然
同
調
す
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
問
題
の
円
筒
形
容
器
の
遺
存
を
注
意
し
て
以
後
、
中
国
本
土
、
殊
に
旧
関

東
州
地
区
と
台
湾
島
に
於
け
る
こ
の
黒
陶
系
土
器
の
知
見
の
拡
充
に
依
っ
て
、

右
の
御
船
町
の
薪
た
な
出
土
品
に
強
い
関
心
を
持
っ
た
私
は
、
緒
方
氏
の
寛

容
に
依
っ
て
一
昨
春
実
地
に
出
掛
け
て
、
思
し
い
出
土
の
土
器
の
全
般
に
亘

っ
て
自
由
に
調
査
を
行
な
う
こ
と
が
出
来
て
、
こ
の
類
が
そ
の
器
形
の
上
で

ま
さ
し
く
黒
陶
系
の
も
の
で
あ
る
認
識
を
強
め
る
と
共
に
、
同
時
に
伴
濡
し

た
同
じ
弥
生
式
土
器
類
の
う
ち
に
ま
た
同
じ
く
黒
陶
系
と
認
め
ら
れ
る
類
が

あ
っ
た
。
そ
れ
等
が
同
県
下
に
も
広
く
分
布
し
て
、
そ
の
或
も
の
が
史
前
時

代
の
縄
文
式
土
器
の
晩
期
の
一
層
黒
陶
系
と
見
ら
れ
る
御
領
式
土
器
と
の
連

関
を
示
す
も
の
の
あ
る
事
も
知
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
緒
方
氏
が
饗

に
そ
の
自
か
ら
の
発
掘
調
査
の
概
要
を
公
に
せ
ら
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
御
船

町
に
於
け
る
こ
の
円
筒
形
土
器
と
其
他
の
若
干
の
遺
贔
の
実
体
に
就
い
て
の

所
見
を
記
す
る
と
共
に
、
九
州
地
置
で
の
同
じ
黒
駒
系
と
認
め
ら
れ
る
土
器

に
就
い
て
の
所
見
を
記
す
る
で
あ
ろ
う
。

①
梅
原
「
肥
後
菊
池
郡
発
見
の
コ
ッ
プ
形
容
器
」
（
『
人
類
学
雑
誌
』
第
六
二
巻
第

　
四
号
）

②
　
緒
方
勉
「
能
…
本
県
下
山
神
㎝
遺
跡
出
土
の
ジ
ョ
ッ
キ
形
土
器
」
（
『
鮨
…
本
史
学
』
第

　
二
七
号
所
掲
）二

　
御
船
町
字
下
山
神
の
台
地
の
住
居
の
遺
跡
で
緒
方
氏
が
発
掘
し
た
円
筒
形

容
器
類
は
、
同
氏
の
記
述
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彩
し
い
所
謂
弥
生
式
の
重

弧
紋
土
器
類
と
共
に
嗣
じ
層
位
に
包
含
さ
れ
た
目
立
っ
た
他
の
一
類
を
な
す
．

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
等
は
遺
跡
の
性
質
上
す
べ
て
破
損
し
て
い
る
が
、
そ
の

数
量
は
か
な
り
の
個
数
を
数
え
る
。
そ
し
て
う
ち
に
原
形
に
復
し
得
た
も
の

は
、
一
様
に
よ
く
そ
の
特
色
あ
る
器
形
を
な
す
こ
と
第
二
図
ま
た
は
第
三
図

の
一
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
等
の
器
は
、
筒
形
を
し
体
の
中
程
が
内
に

鰹
塾
し
て
口
縁
が
外
1
7
N
開
い
た
上
辺
と
同
様
に
そ
れ
に
対
応
し
た
大
き
い
底

面
が
平
で
あ
り
、
体
の
側
面
の
一
方
に
縁
の
あ
る
幅
広
い
大
き
い
帯
状
の
把

手
を
造
り
附
け
た
高
さ
一
五
糎
の
容
器
と
し
て
ま
さ
に
一
の
成
形
を
な
す
も

．
の
。
そ
し
て
宇
土
は
黒
味
を
帯
び
て
避
難
が
割
合
い
鞍
手
に
作
り
上
げ
ら
れ

て
あ
る
。

　
こ
の
器
量
は
二
十
年
前
に
同
県
下
菊
池
郡
で
は
じ
め
て
そ
の
遺
存
を
知
っ
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第二図御船町下山神出土把手附円筒形土器

た
も
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
に
抑
え
て
（
第
一
図
）
、
其
後
玉
名
郡
青
野
出

土
の
乙
益
重
隆
氏
が
収
得
し
た
高
さ
一
四
・
五
糎
の
平
な
底
面
の
や
や
内

反
り
を
示
す
器
と
も
ま
た
殆
ん
ど
差
異
の
な
い
（
第
三
図
の
5
）
も
の
で
あ

る
。

冒

マ
．4

　
ロ
も
　
コ
ロ
コ
し
ロ
ロ
げ
ノ

へ、
ｼ
、
、
，
，
一
、
’
ク

　
　
3

　
1
闇
1
「
l
l
■
■
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

…
　
慈

漆ζ　

幅tJ；

一一一一一一一

m
〈

5

6

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ほ

，
炉

第三図　円筒形土器類側面
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九州に於ける中国史前の黒陶系の土器（梅原）

　
尤
も
本
遺
跡
出
土
の
同
形
の
土
器
は
、
そ
の
数
あ
る
破
片
の
う
ち
に
三
三

が
所
謂
弥
生
式
土
器
と
同
様
の
、
厚
手
の
も
の
な
ど
も
見
ら
れ
、
ま
た
器
側

に
三
紋
の
あ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
把
手
に
あ
っ
て
も
、
第
三
図
の
2
の
器

の
よ
う
な
違
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
緒
方
氏
に
依
っ
て
中
国
の
古
銅
器
の
そ
れ

と
の
形
の
類
似
が
特
に
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
是
等
の
所
謂
細
部
に
就
い

て
は
中
に
刷
毛
目
の
波
状
紋
と
条
羅
紋
（
第
三
図
の
3
）
と
、
所
謂
重
羅
紋

土
器
に
於
け
る
同
様
な
刻
紋
（
同
図
の
4
）
が
認
め
ら
れ
て
、
そ
の
点
で
、

こ
の
器
の
作
ら
れ
た
当
時
の
環
境
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
後

者
の
丸
い
把
手
の
上
部
に
一
見
雛
形
と
も
見
え
る
柱
頭
を
作
っ
た
復
原
し
た

側
面
形
は
稚
拙
な
動
物
を
表
わ
し
た
も
の
と
見
え
る
点
は
、
股
大
墓
群
の
発

掘
で
明
ら
か
に
な
っ
た
大
理
石
で
作
っ
た
同
代
の
円
筒
形
容
器
に
あ
っ
て
禽

獣
形
の
把
手
の
が
注
目
を
惹
く
物
が
あ
る
が
、
そ
れ
の
異
様
化
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
思
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
様
な
雛
形
に
就
い
て
、
現
在
な
お
、
一
部
に
こ
の
十
年
来
北
九

州
で
発
掘
調
査
の
行
な
わ
れ
た
曲
豆
後
安
国
寺
、
筑
前
立
屋
敷
遺
跡
に
遺
存
し

た
木
器
を
は
じ
め
、
出
雲
猪
ノ
目
洞
窟
か
ら
出
土
の
同
じ
木
製
品
等
と
同
似

す
る
の
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
以
前
の
先
行
の
実
例
を
欠
如
す
る
の

に
対
し
て
中
国
で
の
史
前
の
黒
陶
系
の
土
器
に
関
す
る
知
見
に
あ
っ
て
は
、

一
九
四
三
年
代
の
発
掘
調
査
の
行
な
わ
れ
た
旧
関
東
州
四
平
山
積
石
塚
群
出

　
　
　
　
　
　
①

土
の
影
し
い
黒
陶
－
現
に
京
都
大
．
学
文
学
部
博
物
館
保
管
1
の
う
ち
に
器
体

り

灘

第四図四平山出土黒陶系円筒形土器
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は
細
長
い
が
、
同
じ
把
手
の
あ
る
円
筒
形
の
黒
陶
が
あ
っ
て
、
第
四
図
の
右

の
一
例
の
如
き
は
特
に
同
似
を
示
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
土
器
そ
の
も
の
の

胎
土
な
り
薄
手
な
作
り
と
相
倹
っ
て
、
其
特
色
あ
る
土
器
類
の
系
統
が
我
国

土
に
及
ん
だ
所
産
で
あ
る
こ
と
、
山
の
神
で
の
新
た
な
上
記
の
把
手
の
器
の

所
見
を
も
併
せ
て
、
殆
ん
ど
疑
問
を
の
こ
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

①
こ
の
旧
関
東
州
四
平
山
の
積
石
塚
の
発
掘
調
査
報
告
は
、
数
戦
に
依
る
爾
後
の

　
情
勢
其
他
で
い
ま
に
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
従
う
て
顕
著
な
此
の
遣
跡
と
彩
し
い

　
そ
の
黒
陶
に
就
い
て
は
な
お
一
般
に
知
ら
れ
な
い
域
が
あ
る
。
併
し
中
で
復
原
さ

　
れ
た
虫
な
類
は
戦
後
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
に
陳
列
せ
ら
れ
て
、
中
国
史
前
の

　
文
物
に
関
す
る
出
版
物
に
は
そ
れ
等
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
遺
跡
は

　
こ
れ
ま
で
調
査
さ
れ
た
所
謂
黒
陶
の
遺
跡
の
中
で
は
最
も
著
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、

　
而
も
伴
出
の
玉
器
類
其
他
よ
り
し
て
実
年
代
が
周
初
に
あ
る
こ
と
の
推
さ
れ
る
も

　
の
で
訪
る
。

三

　
御
船
町
下
山
神
遺
跡
で
右
の
円
筒
形
土
器
と
共
存
し
て
い
た
土
器
に
あ
っ

て
他
の
著
し
い
の
は
既
に
触
れ
た
弥
生
式
の
重
二
月
土
器
で
あ
る
が
、
そ
れ

と
共
に
器
に
台
脚
の
あ
る
類
も
少
な
く
な
い
。
重
弧
紋
土
器
は
九
州
南
部

で
の
中
期
の
弥
生
式
土
器
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、

長
頸
の
筒
形
で
丸
底
の
湯
川
の
局
部
に
直
線
と
半
円
の
弧
線
と
の
結
合
し
た

刻
紋
の
あ
る
目
立
っ
た
形
で
、
県
下
の
玖
摩
郡
免
田
地
区
の
出
土
陥
が
代
表

謹2

一

、

藤
購

、
拶

3

鱗殴
侭

　　ノ

蚕齢

。～眠
滋よ1

第五図御船町下山神出土重弧紋土器
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九州に於ける中国史前の黒陶系の土器（梅原）

的
な
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
然
る
に
本
遺
跡
に
於
け
る
こ
の
類
は
、
そ
れ

等
に
較
べ
る
と
、
器
形
の
点
で
差
異
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
胎
土
や
作
り

も
同
じ
で
な
く
、
そ
れ
等
が
ま
た
黒
陶
系
の
要
素
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
数
量
の
多
い
本
遺
跡
で
の
重
弧
紋
土
器
は
、
第
五
図
の
三
例
が
示
す

よ
う
に
、
同
じ
器
形
で
は
あ
る
が
、
長
齢
の
口
紅
か
ら
器
腹
ま
で
の
造
形
に

あ
っ
て
、
上
記
の
円
筒
形
土
慕
に
於
け
る
と
同
じ
内
反
り
の
曲
線
の
も
の
で
、

器
腹
の
下
半
と
の
接
点
が
突
稜
状
の
様
態
を
呈
す
る
の
が
目
立
つ
の
で
あ
り

（
同
図
の
2
）
、
ま
た
や
や
．
尖
り
気
味
な
器
底
に
別
に
外
開
き
の
器
台
を
造
っ

た
も
の
が
あ
っ
て
し
か
も
其
端
が
外
に
反
転
し
た
特
色
を
示
す
。
更
に
施
さ

れ
た
刻
紋
が
土
器
の
称
呼
と
な
っ
た
重
弧
紋
に
あ
っ
て
も
、
既
知
の
同
土
器

に
較
べ
る
と
、
要
素
と
し
て
直
線
の
条
帯
紋
を
は
じ
め
所
謂
複
合
鋸
歯
紋
な

ど
を
交
え
た
よ
り
多
様
な
も
の
が
あ
り
、
時
に
羅
の
長
頸
部
に
施
さ
れ
た
も

の
も
あ
る
。
第
五
図
の
2
の
如
き
は
中
で
最
も
顕
著
な
一
例
で
あ
る
。
ま
た

そ
の
台
の
あ
る
器
で
は
所
謂
青
海
波
紋
の
あ
る
の
が
目
立
っ
て
い
る
（
第
五

図
の
3
）
。

　
と
こ
ろ
で
是
等
の
土
器
類
は
、
総
じ
て
そ
の
器
の
胎
土
が
良
質
で
表
面
の

滑
か
で
あ
る
の
は
、
既
知
の
重
目
紋
土
器
と
差
異
を
示
し
、
こ
れ
に
先
立
つ

段
階
の
も
の
と
し
て
も
、
北
九
州
地
方
で
の
所
謂
弥
生
式
土
器
に
先
行
す
る

遺
品
を
見
受
け
な
い
こ
と
か
ら
、
ま
た
別
な
系
統
の
も
の
た
る
こ
と
を
推
さ

し
め
る
。
そ
し
て
此
の
場
舎
国
外
の
そ
れ
と
し
て
新
た
に
同
じ
黒
陶
系
の
土

器
に
同
陣
す
る
も
の
の
あ
る
の
が
注
意
に
上
る
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を
同

系
の
土
器
に
就
い
て
顧
み
る
に
早
く
知
ら
れ
た
江
爾
鯖
江
省
良
渚
の
黒
陶
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

跡
の
出
土
品
に
あ
っ
て
は
口
羽
に
近
く
双
耳
を
作
っ
て
い
る
の
は
違
う
が
、

7
弧
断

×

1／一

亀
、

眠
、

・

｝

Xx

ろノび

／

　か　　
彦ξ＝

第六図　漸江雀良渚出土黒陶長頸壷の二例
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第
六
図
の
よ
う
な
長
頸
の
壺
で
、
短
い
台
を
作
り
添
え
た
も
の
が
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
様
な
器
形
は
同
遺
跡
の
器
で
は
寧
ろ
普
通
で
、
中
に
は
発
達
し
た

器
脚
形
を
し
て
、
方
・
円
の
穿
孔
の
あ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
多
様
な
器
体

に
突
起
し
た
帯
条
を
続
ら
し
た
も
の
も
あ
っ
て
、
そ
れ
に
剖
り
方
の
手
法
に

依
る
も
の
も
目
立
つ
の
で
あ
る
。
な
お
長
い
器
脚
に
斜
行
線
紋
を
刻
し
た
類

も
あ
る
の
は
其
の
作
り
と
相
侯
っ
て
、
単
な
る
偶
然
の
類
似
で
は
な
い
こ
と

を
思
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
現
時
点
で
の
知
見
よ
り
す
る
と
、
本
来
の
黒

陶
で
の
幾
何
学
的
羅
紋
は
、
三
代
以
降
の
同
系
の
土
器
が
な
が
く
つ
づ
い
て
、

彼
の
戦
国
時
代
の
黒
色
磨
班
陶
器
に
憎
げ
届
ス
リ
ヅ
プ
に
翻
る
羅
紋
北
も
そ

れ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
れ
ば
こ
の
同
似
も
固
よ
り
単
な
る
偶
然
な
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
点
で
別
に
挙
ぐ
可
き
も
の
に
、
乙
益
重
隆
氏
の
注
意
で
見
る
こ
と
の
出
来
．

た
菊
池
郡
西
合
志
町
大
字
相
生
で
出
土
し
た
一
個
の
蝦
藻
コ
ッ
プ
型
土
器
が

あ
る
。
良
質
の
陶
土
で
作
ら
れ
た
淡
褐
色
を
し
た
面
の
よ
く
磨
研
さ
れ
た
こ

の
土
器
は
、
そ
の
台
の
形
に
上
記
良
渚
の
黒
陶
の
そ
れ
を
併
せ
示
し
て
い
る

の
が
注
意
を
惹
く
こ
と
で
あ
る
（
第
三
図
の
6
）

　
こ
の
如
く
所
謂
重
藤
紋
土
器
も
良
渚
の
黒
陶
系
の
土
器
と
種
々
の
点
で
同

似
の
通
性
を
示
す
こ
と
よ
り
し
て
、
ま
た
円
筒
形
土
器
と
同
じ
く
そ
の
系
統

の
も
の
の
我
国
に
波
及
し
て
作
ら
れ
た
↓
類
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
こ
れ
を
同
式
土
器
の
一
に
見
る
器
台
の
あ
る
物
に
あ
っ
て
は
、
右
の

．

　．．ttt
”t

第七図　黒陶系土器に於ける高杯形の二例（右，良渚左，四平山出土）
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九州に於ける中国史前の黒陶系の土器（梅原）

良
渚
の
遺
跡
を
は
じ
め
旧
関
東
州
四
平
山
の
積
石
塚
出
土
品
に
あ
っ
て
も
第

七
図
左
の
如
き
、
我
が
弥
生
式
土
器
の
高
杯
の
形
態
と
甘
ん
ど
同
一
の
も
の

の
あ
る
こ
と
は
、
近
年
知
ら
れ
た
台
湾
南
部
に
於
け
る
中
国
の
彩
陶
系
の
史

前
の
土
器
に
同
じ
発
達
し
た
器
財
の
も
の
を
見
る
点
と
併
せ
観
て
、
同
土
器

に
先
立
つ
我
国
内
で
の
縄
紋
式
土
羅
に
そ
れ
を
見
受
け
な
い
こ
と
よ
り
当
然

器
形
の
基
く
と
こ
ろ
の
同
系
土
器
の
波
及
に
依
る
も
の
で
あ
る
の
が
瓢
4
3
え
ら

れ
る
。
こ
れ
と
共
に
器
に
施
さ
れ
た
弥
生
式
土
器
を
特
色
づ
け
る
幾
何
学
的

刻
紋
に
於
・
い
て
も
黒
陶
系
土
野
の
そ
れ
と
無
関
係
の
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う

こ
と
が
新
た
に
意
識
さ
れ
て
関
心
を
高
め
る
次
第
で
あ
る
。

　
①
こ
の
良
渚
の
遺
跡
に
就
い
て
は
夙
に
胴
差
行
編
『
抗
鍛
良
渚
置
尺
石
器
与
黒

　
　
陶
』
施
斯
更
『
良
渚
』
　
（
抗
県
二
区
黒
陶
文
化
遺
跡
初
歩
報
告
）
が
刊
行
さ
れ
て

　
　
い
て
隅
い
ま
も
我
が
国
で
は
中
圏
の
史
前
の
黒
陶
の
署
し
い
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
た
だ
し
禺
土
の
黒
陶
そ
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
後
者
報
告
に
載
せ
た
中
で
の
角
丸

　
　
の
台
を
作
っ
た
容
器
が
周
代
中
期
の
古
銅
器
の
蒸
と
同
形
で
あ
る
の
を
は
じ
め
、

　
　
他
の
器
形
な
り
、
土
器
そ
の
も
の
の
実
相
よ
り
し
、
ま
た
こ
れ
を
伴
出
の
石
器
類

　
　
と
併
せ
観
て
、
実
は
太
・
来
の
黒
陶
で
は
な
く
実
時
代
の
下
る
、
こ
こ
に
言
う
黒
陶

　
　
系
の
も
の
で
あ
る
の
を
注
記
す
べ
き
で
あ
る
。

四

　
以
上
、
上
面
の
御
船
町
出
土
の
円
筒
形
土
器
が
明
ら
か
に
黒
陶
系
の
も
の

で
あ
る
こ
と
、
同
時
に
見
出
さ
れ
た
中
で
の
重
重
紋
土
器
も
ま
た
同
じ
類
で

あ
ろ
う
と
す
る
所
以
を
実
物
に
即
し
て
概
説
し
た
の
で
あ
る
が
、
是
等
の
所

謂
弥
生
式
土
器
に
於
け
る
も
の
を
別
に
、
土
器
そ
の
も
の
の
実
態
の
上
で
一

層
そ
れ
と
同
様
な
も
の
は
既
に
触
れ
た
九
州
北
半
に
於
け
る
史
前
の
縄
紋
式

土
器
晩
期
の
西
単
式
の
、
殊
に
御
嶺
式
土
器
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
こ
の
種

の
土
器
は
、
器
形
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
外
観
な
り
造
り
の
上
で
そ
れ
以
前
の

縄
紋
土
器
よ
り
も
余
程
進
ん
だ
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
而
も
無
形
の
特
徴
と

も
見
え
る
広
い
故
縁
に
突
起
が
あ
っ
て
、
「
部
に
所
謂
縄
紋
を
印
す
る
点
を

重
視
し
て
か
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
爾
後
土
器
そ
の
も
の
の
実
体
の
検
討
な

ど
行
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
右
の
見
解
が
動
か
な
い
も
の
と
し
て
一
般
に
行

な
わ
れ
て
い
る
。

　
併
し
こ
の
種
の
土
器
の
標
式
的
と
も
見
ら
れ
る
熊
本
県
下
の
隈
庄
平
常
の

遺
跡
で
故
小
林
久
雄
氏
が
発
掘
調
査
し
た
実
物
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
一
九
四

〇
年
代
の
前
半
に
そ
の
調
査
の
行
な
わ
れ
た
旧
関
東
州
の
史
前
の
遺
跡
、
殊

に
四
平
山
の
積
石
塚
か
ら
出
土
し
た
済
し
い
黒
陶
類
と
賜
黒
色
を
し
た
胎
土

で
薄
手
に
作
り
上
げ
て
、
面
が
滑
沢
を
示
し
て
い
る
点
で
、
同
似
の
著
し
い

も
の
で
あ
る
こ
と
、
而
も
器
形
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
先
立
つ
縄
紋
式
土
器
の

器
形
と
著
し
く
違
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
時
代
の
先
立
つ
同
系
統
の
土
塀
様

式
の
新
た
な
波
及
に
依
る
所
産
た
る
を
思
は
せ
る
も
の
で
あ
ろ
。

　
北
九
州
に
於
け
る
史
前
の
遺
跡
は
戦
後
所
謂
農
耕
の
生
活
と
結
び
つ
い
た

も
の
と
す
る
弥
生
式
土
器
に
重
点
が
置
か
れ
こ
れ
を
前
代
に
及
ぼ
す
見
地
よ

り
す
る
各
地
で
の
発
掘
調
査
が
盛
行
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
う
て
問
題
の
御
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傾
式
土
器
に
あ
っ
て
も
、
農
耕
と
結
び
つ
い
て
新
た
に
宮
崎
県
西
北
隅
の
三

　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

田
井
町
陣
内
、
熊
本
県
に
近
接
し
た
大
分
県
大
野
郡
緒
方
町
華
字
大
石
な
ど

の
各
地
の
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
て
、
そ
の
実
態
が
一
暦
明
ら
か
と
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
一
九
四
四
年
に
は
じ
め
て
注
意
に
上
っ

た
台
湾
島
に
於
け
る
中
国
の
彩
陶
、
つ
い
で
黒
陶
系
の
文
物
の
波
及
を
示
す

考
古
学
上
の
新
知
見
に
於
け
る
、
最
近
十
年
間
の
豊
密
な
新
出
土
晶
の
示
す

一恥㍉

＝sc＝Emaer：tstz5

と
こ
ろ
と
連
関
し
て
、
よ
く
こ
の
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
さ
て
是
等
の
讃
し
い
所
謂
御
領
式
土
器
の
新
出
土
品
に
就
い
て
は
豊
田
井
．

陣
内
遺
跡
の
そ
れ
を
除
い
て
、
主
と
し
て
そ
れ
等
の
調
査
に
当
っ
た
賀
川
光

夫
氏
の
病
臥
な
ど
で
な
お
殆
ん
ど
実
物
を
観
る
機
会
を
得
な
い
が
、
既
に
調

査
の
概
報
が
公
に
な
っ
た
大
分
県
大
石
遺
跡
の
出
土
品
が
示
す
よ
う
に
、
熊

本
県
隈
庄
出
土
品
に
於
け
る
も
の
と
の
共
通
性
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
図
の
上
半
）
。
即
ち
、
す
べ
て
の
土
羅
の
胎
土
は

　　　　　　　　　l

xysg　．！

纂八図　大分県大石（上）宮崎県陣内（下）iti土黒【鞠系土器

黒
褐
色
で
、
薄
手
に
成
形
せ
ら
れ
た
、
面
に
滑
沢
の

あ
る
も
の
で
あ
る
の
は
、
中
國
の
黒
陶
の
そ
れ
と
ま

こ
と
に
よ
く
似
た
も
の
。
器
形
に
あ
っ
て
も
、
こ
れ

に
先
立
つ
縄
紋
式
土
器
と
違
う
て
一
帯
紋
の
他
に
縄

紋
其
他
の
施
紋
が
殆
ん
ど
な
く
、
口
縁
の
一
文
字
形

を
し
た
丸
底
の
器
形
が
目
立
っ
て
、
所
謂
西
平
式
で

の
縁
に
突
起
を
作
っ
た
も
の
が
寧
ろ
稀
で
あ
る
。
ま

た
器
形
の
外
面
の
形
態
に
あ
っ
て
も
内
反
り
に
劃
つ

た
も
の
や
、
平
な
二
品
の
内
に
反
る
な
ど
の
通
性
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　
三
田
井
陣
内
の
遺
跡
に
あ
っ
て
も
細
分
さ
れ
た
第

五
類
よ
り
第
九
類
ま
で
の
土
器
は
全
く
同
様
で
あ
る
。

そ
し
て
堺
に
瀾
い
た
そ
れ
の
著
し
い
広
口
の
鉢
で
の
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九州に於ける中国史前の黒陶系の土器（梅原）

器
腹
が
著
し
く
張
っ
て
上
部
が
つ
ぼ
み
口
縁
が
外
に
開
き
、
底
面
の
内
反
り

の
器
と
共
に
よ
く
そ
の
特
色
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ

う
な
土
器
は
問
題
と
す
る
黒
陶
系
の
土
器
を
特
色
づ
け
る
も
の
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
繰
返
す
こ
と
に
な
る
が
台
湾
島
に
於
け
る
現
時
点
に
於
け
る

黒
陶
系
な
り
彩
陶
系
の
土
器
の
実
相
に
対
比
す
る
と
、
帯
状
の
把
手
や
、
器

台
に
著
し
い
も
の
は
な
い
が
、
そ
の
同
学
よ
り
早
く
史
前
の
時
代
に
こ
の
国

土
に
波
及
し
た
こ
と
を
改
め
て
意
識
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
伝
聞
す
る
と

こ
ろ
で
は
既
に
調
査
の
行
な
わ
れ
た
大
分
県
下
の
同
様
な
遣
老
か
ら
三
脚
の

鼎
形
の
遺
品
が
出
土
し
て
、
特
色
あ
る
こ
の
中
国
風
の
器
形
が
関
心
を
高
め

た
と
云
う
。
そ
れ
が
い
か
様
な
形
の
も
の
で
あ
る
か
は
知
ら
な
い
が
、
漸
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
省
迂
論
出
土
の
黒
陶
系
の

第九図　良渚出土鼎形器

土
器
に
第
九
図
に
載
せ
た

如
き
も
の
が
あ
る
の
を
こ

の
場
合
記
す
べ
き
で
あ
ろ

羊
つ
。

　
こ
れ
は
出
土
す
る
石
器

類
よ
り
し
、
殊
に
三
田
井

陣
内
の
遺
跡
に
於
け
る
特

色
の
あ
る
土
偶
及
び
石
棒

の
遺
存
よ
り
見
て
史
前
の

縄
墨
式
文
化
の
晩
期
た
る
こ
と
の
明
ら
か
な
時
期
で
の
主
要
な
土
器
様
式
が

他
に
著
し
く
異
な
っ
て
中
国
で
の
黒
陶
系
の
土
器
と
琴
似
を
示
す
こ
の
事
実

は
早
く
こ
の
時
期
に
我
が
国
土
に
波
及
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
そ
の
土
器
の
形
と
連
関
し
て
別
に
顧
み
ら
れ
る
も
の
は
、
緒
方
氏

が
山
の
神
遺
跡
と
相
前
後
し
て
発
掘
調
査
し
た
同
じ
御
船
町
台
地
の
南
原
地

区
に
於
け
る
弥
生
式
遺
跡
に
、
右
の
御
領
式
を
特
色
づ
け
る
器
形
を
同
じ
う

す
る
も
の
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
そ
れ
と
共
に
重
弧
紋
土
器
と
同
じ

長
頸
壺
で
、
押
部
に
突
下
帯
を
続
ら
し
た
も
の
が
共
存
す
る
。

　
南
原
遺
跡
で
の
如
上
の
土
器
類
は
す
べ
て
が
破
損
し
て
曲
形
品
が
な
く
、

そ
の
外
観
は
一
見
弥
生
式
土
器
と
見
ら
れ
る
が
、
器
の
作
り
が
薄
手
で
焼
成

度
が
高
く
、
或
い
は
黒
褐
色
に
近
い
面
を
黙
し
た
も
の
な
ど
が
あ
っ
て
、
器

形
と
併
せ
て
本
来
の
御
領
式
土
器
と
同
職
す
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
（
第
一

〇
図
の
一
）
。
そ
し
て
口
縁
其
他
の
直
線
条
帯
を
除
い
て
、
織
紋
の
な
い
こ

と
も
同
様
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
口
縁
の
内
外
か
ら
器
の
肩
部
に
亙
っ
て
朱

彩
紋
の
あ
る
一
片
が
あ
っ
て
注
意
を
惹
く
の
で
あ
る
（
第
一
〇
図
の
2
）
。

丹
塗
り
の
器
は
北
九
州
の
弥
生
式
土
器
に
そ
の
例
が
あ
る
の
が
夙
に
知
ら
れ

て
い
て
、
現
に
本
遺
跡
で
も
上
記
長
頸
壷
に
も
そ
れ
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
併
し
大
和
尚
古
遺
跡
出
土
の
著
し
い
も
の
を
除
き
、
西
日
本
で
の
彩
紋

の
あ
る
の
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

然
る
に
此
の
器
の
彩
紋
は
第
一
〇
図
の
2
の
如
き
幾
何
学
的
な
直
線
紋
で
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あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
九
四
四
年
以
降
新
た
に
知
ら
れ
た
台
湾
島
南
部
で
の
彩

紋
土
器
の
そ
れ
と
同
式
で
あ
っ
て
、
而
も
有
名
な
台
北
の
円
山
貝
塚
の
既
往

の
出
土
品
に
こ
れ
と
器
形
を
同
じ
う
す
る
も
の
一
尤
も
外
方
に
張
っ
た
そ
の

口
縁
の
窟
右
に
帯
状
の
双
耳
の
あ
る
の
は
目
立
つ
も
の
で
は
あ
る
！
が
あ
る

こ
と
台
北
の
も
と
の
王
立
博
物
館
収
蔵
の
製
図
の
3
に
示
す
が
如
く
で
あ
る
。

こ
の
顕
著
な
同
時
は
固
よ
り
単
な
る
偶
然
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ

を
台
湾
省
爾
部
に
於
け
る
中
国
史
前
の
黒
陶
乃
至
彩
陶
文
化
の
波
及
の
示
す

新
知
見
よ
り
す
る
と
、
円
山
貝
塚
の
器
片
は
黒
陶
系
の
土
器
に
、
彩
陶
を
特
色

8
！
ノ

　
’

　
　
’　　　　　　　　　　？　leeen．o　s

第一〇図 御船町南原発見土地（1・2）と台北円

山貝塚発見土器片（3）形状図

づ
け
る
彩
紋
を
施
し
た
も
の
と
云
う
可
き

で
あ
ろ
う
。
引
い
て
南
原
の
も
の
も
、
そ

れ
の
波
及
で
あ
る
の
か
が
想
察
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。

　
之
を
要
す
る
に
北
九
州
で
の
把
手
附
円

筒
形
の
特
色
あ
る
遺
品
を
は
じ
め
、
他
の

若
干
の
諸
実
例
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
中
国

史
前
の
黒
陶
系
の
極
東
地
域
出
土
の
も
の

に
同
似
を
示
す
点
で
、
既
に
三
紋
式
文
化

の
晩
期
に
日
本
に
も
波
及
し
て
、
そ
れ
が
’

当
時
の
北
九
州
の
新
た
な
土
器
形
と
な
っ

た
こ
と
、
従
っ
て
弥
生
式
文
化
期
に
於
い

て
、
右
の
如
き
顕
著
な
も
の
を
は
じ
め
、
他
に
も
そ
の
類
の
あ
る
こ
と
を
示

唆
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
此
の
北
九
州
に
於
け
る
黒
陶
系
土
器
に
つ
い
て
の
知
見
は
、
こ
の
国
で
の

農
耕
の
生
活
文
化
が
所
謂
弥
生
式
文
化
期
に
は
じ
ま
る
と
す
る
大
正
十
年
代

に
於
け
る
、
そ
の
土
器
に
籾
の
　
を
印
し
た
こ
と
よ
り
提
唱
さ
れ
て
、
い
ま

や
教
条
的
に
見
え
る
見
解
に
対
し
て
、
縄
墨
式
文
化
の
晩
期
に
於
け
る
黒
陶

系
の
土
器
の
存
在
に
依
っ
て
、
同
土
器
が
中
国
に
あ
っ
て
は
既
に
農
耕
を
生

活
の
基
調
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
当
然
止
揚
せ
ら
れ
る
乏
き
で
あ
る
の
は
言
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を
待
た
な
い
。
同
時
に
弥
生
式
土
器
を
基
調
と
す
る
文
化
期
に
あ
っ
て
、
そ

の
土
器
様
式
に
つ
い
て
の
所
謂
遠
賀
川
式
土
器
を
初
期
と
し
て
そ
れ
等
を
中

期
後
期
に
分
ち
、
更
に
そ
れ
ぞ
れ
を
ま
た
細
分
し
て
い
る
現
時
の
編
年
観
の

如
き
も
、
こ
の
黒
陶
系
土
器
の
示
す
と
こ
ろ
よ
り
全
般
に
改
め
て
再
検
討
せ

ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
を
強
く
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
終
り
に
問
題
の
黒
陶
系
の
新
知
見
と
し
て
附
記
す
べ
き
は
、
近
刊
の
『
青

銅
遺
物
図
録
』
（
韓
国
国
立
博
物
館
学
術
資
料
集
一
）
に
韓
半
島
南
部
か
ら
の

同
式
の
出
土
品
を
載
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
忠
清
爾
道
太
田
櫨
夢

洞
の
古
習
で
銅
剣
其
他
の
青
銅
器
等
北
九
州
の
弥
生
式
文
化
期
の
中
期
の
ぞ

れ
に
先
立
つ
も
の
と
一
所
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
羅
は
高
さ
二
二
糎

の
完
好
な
至
宝
壷
で
、
よ
く
こ
の
通
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
我
が
本
土

へ
の
外
来
文
化
の
波
及
の
径
路
と
し
て
従
来
特
に
重
視
せ
ら
れ
た
地
域
に
於

け
る
出
土
で
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

①
八
幡
一
郎
・
賀
川
光
夫
等
『
陣
内
遣
跡
』
（
日
向
遺
跡
綜
合
調
査
報
告
第
ご

　
輯
、
宮
崎
県
数
育
委
員
会
刊
）

②
『
縄
文
式
晩
期
農
耕
文
化
に
関
す
る
合
同
調
査
－
昭
聯
四
十
年
度
合
同
調
査
…

　
（
大
分
県
大
野
郡
緒
方
町
大
字
大
石
遺
跡
）
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
十
四
年
三
月
二
十
日
稿
）

九州に於ける中国史前の黒陶系の土器（梅原）
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Some　Pottery　in　Kyushu九Y・1・l　Related　to　the

　　　　　Chinese　Prehistoric　Black　Pottery

　　　　　　by

Sueji　Umehara

　　The　Black　Pottery，　discovered　at　Ch’eng－tzu－ya城子崖in　Shan－tung一一

sing山：東省　at　the　beginning　of　1930’s，　had　given　much　influence　tσ

the　pottery　types　of　theエユeighbouring　countries，　in　one　of　which，　Japan，．

1　confirmed　the　pottery　distinguished　by　the　very　lineage　of　the　Black

Pottery　as　early　as　1940’s．　Comparing　with　the　remarkab1e　pottery

types　unearthed　from　the　other　archaeological　sites，　especia11y　in　the－

south　coastal　China，　’1　can　affirm　that　the　cylindrica1　vessels　with　handle・

and　the　other　characteristic　types　newly　emerged　from　the　latest　stages一，

of　the　Jomon　prehistoric　period　and　continued　to　be　used　early　in　the・

subsequent　Yayoi　period．　ln　addition　to　this　argument　1　a1so　point　out．

that　the　pottery　olt　the　iine　of　the　Black　Pottery　is　conbind　with　agri－

cu！ture　in　the　latest　stages　of　the　Jomon　Period．

（464）


