
じ
ん
め
ん
ぽ
く
し
よ
ど
き

ま
た
「
人
面
墨
書
土
器
」
は
、
明
確
な
用
途
は
判
然
と
し
な
い
が
、
そ
こ
に
人
間
の
顔
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
他
古
墳
の
発
掘
調

査
の
結
果
な
ど
か
ら
考
証
し
て
、
「
ま
じ
な
い
」
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
、
人
面
の
部
分
が
黒
く
ぬ
ら
れ
て
い

て
、
そ
こ
が
故
意
に
打
ち
破
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
れ
は
病
気
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

人
面
土
器
に
は
特
定
の
だ
れ
か
を
「
の
ろ
う
」
目
的
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

一
、
は
じ
め
に

ひ
と
か
た

じ
ん
め
ん

先
号
に
お
い
て
、
主
と
し
て
「
木
簡
」
に
つ
い
て
の
概
要
と
見
解
を
述
べ
た
が
こ
こ
で
は
、
そ
の
他
の
出
土
物
と
し
て
「
人
形
」
と
「
人
面

ど
き

土
器
」
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

ひ
と
か
た
か
た
し
ろ

に
ん
ぎ
よ
う

人
形
は
「
形
代
」
と
い
わ
れ
「
人
形
」
と
い
わ
れ
た
の
は
鎌
倉
時
代
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
一
般
に
は
推
察
さ
れ
て
い
る
。
く
わ
し
く
は

ひ
と
か
た

次
に
ふ
れ
る
が
、
人
形
は
考
古
学
的
な
調
査
の
結
果
か
ら
承
れ
ば
す
で
に
縄
文
文
化
の
中
に
み
ら
れ
て
い
る
し
、
人
間
は
往
古
よ
り
こ
う
し
た

呪
術
的
な
こ
と
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
病
気
な
ど
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
と
か
、
或
い
は
「
人
を
呪
う
」
行
為
の
も

ひ
と
か
た

の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
り
そ
の
意
味
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
ま
た
用
途
の
多
用
性
は
平
城
京
発
掘
調
査
の
過
程
で
出
土
し
た
数
多
く
の
人
形
が
具

体
的
に
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

古
京
出
土
遺
物
の
医
史
学
的
研
究
零
の
三

ひ
と
か
た

人
形
・
人
面
墨
書
土
器
に
つ
い
て 繩

碑
率
樫
善
癖
癖
癖
一
一
言
珂
弘
零
塞
一
病
昭
和
五
十
七
年
一
月
二
十
一
日
受
付

樋
口
誠
太
郎
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ひ
と
か
た

こ
、
人
形
に
つ
い
て

ひ
と
か
た

け
が
ひ
と
か
た

人
形
と
は
、
大
体
が
薄
板
を
人
の
恰
好
に
き
り
ぬ
い
て
頭
・
手
・
足
を
つ
け
、
髪
や
目
・
鼻
を
墨
で
描
き
病
い
や
稜
れ
を
人
形
に
肩
代
り
さ

わ
ざ
わ

せ
て
、
自
分
の
禍
い
を
と
り
除
く
と
い
う
呪
法
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
水
に
流
す
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
み
や
こ
に
住
ん
だ

当
時
の
人
々
は
、
自
分
に
ふ
り
か
か
っ
た
禍
い
や
稜
れ
を
と
り
の
ぞ
く
た
め
に
、
文
字
ど
お
り
「
水
に
流
し
た
」
ら
し
く
、
平
城
京
の
井
戸
や

ひ
と
か
た

溝
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
形
が
出
土
し
て
い
る
。

お
お
は
ら
え
お
お
は
ら
え

こ
の
よ
う
な
行
事
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
「
大
祓
」
（
大
解
除
と
も
記
す
）
と
い
う
。
文
献
に
記
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
天
武
天
皇

五
年
（
六
七
六
）
八
月
一
六
日
の
も
の
が
初
見
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
一
般
に
は
こ
の
よ
う
な
呪
術
が
中
国
と
の
交
流
に
よ
り
日
本
に
入
り

「
大
祓
」
な
ど
の
宮
延
儀
式
に
な
っ
た
り
、
医
療
法
の
呪
術
と
し
て
定
着
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

「
大
祓
」
の
儀
式
は
六
月
と
一
二
月
の
晦
日
に
実
施
さ
れ
る
が
、
疫
病
の
流
行
や
天
災
地
変
の
お
こ
っ
た
と
き
に
は
臨
時
に
も
お
こ
な
わ
れ

な
つ
ど
し

と
し
こ
し

ひ
と
か
た

た
・
六
月
は
「
夏
越
の
祓
」
と
称
し
、
一
二
月
は
「
年
越
の
祓
」
と
称
し
人
形
や
形
代
を
神
社
に
納
め
た
り
し
た
。
し
か
し
習
俗
と
し
て
は
も

私
た
ち
の
パ
ー
ト
ナ
ー

ら
。
」
と
結
ん
で
い
る
。

か
つ
て
、
『
思
想
』
一
九
七
九
年
三
月
号
（
岩
波
書
店
刊
行
）
に
西
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
、
ビ
ー
レ
エ
フ
ェ
ル
ト
大
学
教
授
・
ラ
イ
ン
ハ
ル

ト
・
コ
ゼ
レ
ッ
ク
氏
の
「
学
際
研
究
と
歴
史
学
」
と
い
う
講
演
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
最
後
の
こ
と
ば
と
し
て
「
歴
史

家
が
今
日
そ
う
い
っ
た
関
連
を
専
門
と
し
て
研
究
し
て
い
る
学
問
の
中
に
、
積
極
的
に
入
っ
て
行
く
こ
と
で
す
。
ど
う
し
て
文
書
史
料
を
読
ん

だ
り
解
釈
し
た
り
す
る
際
に
助
け
と
な
る
文
献
学
だ
け
が
私
た
ち
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
す
べ
て
の
学
問
が

私
た
ち
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
立
場
を
変
え
て
み
れ
ば
ど
ん
な
学
問
も
歴
史
的
地
平
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
の
で
す
か

医
史
学
の
研
究
も
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
コ
ゼ
レ
ッ
ク
氏
の
視
点
に
立
て
ば
、
考
古
学
研
究
の
成
果
に
注
目
し
、
学
際
的
研
究
を
展
開
す
る
こ
と

に
よ
り
従
来
よ
り
広
く
、
し
か
も
深
く
研
究
の
触
手
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。
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写真1平城京吐出土
ひとかた

「人形」（その1）

ひとかた

写真2平城京吐出土「人形」その2

廿
窟
争
托
允
可
“
牛

つ
と
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
は
前
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

ひ
と
か
た

ま
た
「
人
形
」
は
従
来
の
祭
祀
と
は
異
な
っ
た
個
人
的
な
悩
み
ｌ
病
気
な
ど
は

そ
の
良
い
事
例
で
あ
ろ
う
Ｉ
を
救
う
も
の
と
し
て
、
都
市
の
よ
う
に
大
勢
の
人
が

集
ま
り
多
種
多
様
の
願
望
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
充
足
さ
せ
る
方
法
と
し

て
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
五
六
年
二
月
の
『
月
刊
文
化
財
』
（
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
監
修
）
の
表
紙
は

平
城
宮
壬
生
門
前
の
大
路
側
溝
（
二
条
大
路
北
側
溝
）
か
ら
出
土
し
た
二
○
七
点
の
木

製
人
形
の
写
真
を
用
い
て
い
た
。
（
写
真
３
）

そ
の
解
説
に
よ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

『
こ
れ
ら
は
主
に
短
冊
状
の
板
材
を
切
り
欠
い
て
正
面
か
ら
の
全
身
像
を
あ
ら
わ

し
て
お
り
、
大
き
さ
、
頭
部
や
手
足
の
形
態
、
顔
の
表
現
法
や
表
情
な
ど
驚
く
ほ

ど
多
様
で
あ
る
。
長
さ
は
六
・
四
セ
ン
チ
Ｉ
三
○
・
八
セ
ン
チ
で
全
体
的
な
規
格

性
は
な
い
。
顔
の
表
現
法
に
は
刻
み
と
墨
描
き
と
が
あ
り
、
稀
に
刻
象
の
上
を
墨

描
き
す
る
例
も
あ
る
。
墨
描
き
の
場
合
に
は
眉
、
目
、
鼻
、
口
に
加
え
、
耳
、

髪
、
口
髭
、
顎
髭
や
頭
部
の
冠
帽
、
体
部
の
へ
そ
、
乳
房
、
胸
毛
、
脛
毛
ま
で
描

く
例
、
胸
元
で
合
掌
し
た
姿
や
、
た
す
き
が
け
の
姿
を
表
現
し
た
例
、
表
面
に
呪

語
、
裏
面
に
「
重
病
受
死
」
と
墨
書
し
た
例
な
ど
が
あ
る
（
以
下
略
）
』

ひ
と
か
た
ふ
そ
ぎ
は
ら
え

こ
の
よ
う
な
「
人
形
」
は
旗
や
祓
に
用
い
た
祭
祀
具
で
息
を
吹
き
か
け
た
り
撫
で

さ
す
っ
た
り
し
て
、
身
の
け
が
れ
を
移
し
水
に
流
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

rワQ，
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ひ
と
か
た

ま
た
「
人
形
」
は
病
気
な
ど
を
な
お
す
呪
術
と
し
て
用
い
ら
れ
る
一
方
で
は
、
相
手
を
調
伏
し
自
己
の
利
益
を
守
ろ
う
と
す
る
い
わ
ゆ
る

ひ
と
か
た

「
呪
誼
」
の
た
め
に
も
用
い
ら
れ
た
。
「
人
形
」
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
相
手
を
「
呪
殺
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
も
て

『
月
刊
文
化
財
』
（
昭
和
五
六
年
二
月
号
）
の
表
紙
解
説
を
前
に
引
用
し
た
が
そ
の
引
用
文
の
文
末
に
あ
る
「
人
形
」
の
表
に
「
呪
語
」
を

う
ら

記
し
裏
に
は
「
重
病
受
死
」
と
あ
る
も
の
な
ど
は
、
あ
る
い
は
「
の
ろ
い
」
の
人
形
で
あ
ろ
う
か
と
も
考
え
る
。

そ
う
だ
。

孟
一
圭
卜

「
呪
誼
」

お
お
は
ら
え

前
に
記
し
た
古
代
宮
廷
儀
礼
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
大
祓
」
に
関
し
て
は
、
藤
原
通
憲
入
道
信
西
が
撰
集
し
た
『
法
曹
類
林
」
（
国
史
大
系
本
）
巻

二
百
式
部
文
の
中
に
「
六
月
十
二
月
二
晦
、
百
官
会
集
。
大
祓
儀
。
其
日
平
日
天
蔵
、
木
工
、
掃
部
、
帳
帳
鋪
設
。
於
二
大
伴
、
壬
生
二
門
間

大
路
一
各
有
二
常
儀
至
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
平
安
京
に
お
け
る
壬
生
門
は
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
に
「
美
福
門
」
と
改
称
さ
れ
る
の
で
、
『
法
曹

ひ
と
か
た

類
林
』
の
こ
の
記
述
は
そ
れ
以
前
の
古
い
形
式
を
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
平
城
宮
出
土
の
人
形
が
平
城
宮
の
南
面
東
門
か
ら
壬
生
門
と
こ
れ

に
接
し
た
南
面
大
垣
を
東
西
に
は
し
る
二
条
大
路
の
溝
か
ら
出
土
し
た
こ
と
は
、
大
祓
の
儀
式
を
具
体
的
に
知
る
重
要
な
手
が
か
り
と
も
い
え

写真3平城京出土「人形」を掲載

した月刊文化財(昭和56年11月号）

写真4「のろい｣に用いら
ひとか上

れたと推定される人形

（平城京出土）
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人
面
墨
書
土
器
に
は
大
き
く
分
け
て
二
種
類
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
壺
状
の
土
器
の
表
面
に
人
の
顔
を
墨
で
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
「
よ
ぶ

が
え
る
奈
良
ｌ
平
城
京
」
と
い
う
図
録
の
中
に
（
三
四
頁
）
「
人
面
を
描
い
た
土
器
は
疫
病
神
を
あ
ら
わ
す
。
気
息
を
壺
に
封
じ
込
め
て
水
に

依
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ひ
と
か
た

そ
の
ひ
と
つ
は
「
人
形
」

か
つ
て
フ
レ
ー
ザ
ー
Ｑ
・
・
卑
画
Ｎ
９
）
は
呪
術
的
行
為
を
類
感
呪
術
と
感
染
呪
術
に
わ
け
て
説
明
し
前
者
は
農
耕
作
業
の
模
倣
行
為
を
身
体

表
現
す
る
爵
ど
り
な
ど
も
こ
の
中
に
入
る
）
こ
と
に
よ
り
、
豊
作
を
祈
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
後
者
は
か
つ
て
触
れ
あ
っ
た
も
の
は
、
そ
の
後

も
互
い
に
作
用
し
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
人
形
で
身
体
を
撫
で
て
身
の
け
が
れ
を
移
し
水
に
流
す
行
為
な
ど
は
こ
の
中
に
入
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
実
質
的
に
こ
の
双
方
が
は
っ
き
り
と
区
分
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
互
い
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
も
あ
る
。

人
間
が
門
閥
な
ど
の
特
殊
集
団
を
形
成
し
互
い
に
利
益
を
保
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
必
ず
疎
外
さ
れ
る
者
も
出
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
自

分
の
敵
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
直
接
手
を
く
だ
せ
ば
犯
罪
者
で
あ
る
。
し
か
し
「
呪
殺
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
全
く
表
面
に
あ
ら
わ
れ
ず
に

目
的
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
が
多
く
集
ま
り
利
害
関
係
が
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
た
「
桑
や
こ
」
の
生
活
で
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と

で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
の
ろ
い
」
の
内
容
は
相
手
を
病
気
に
か
か
ら
せ
て
死
に
至
ら
し
め
る
こ
と
が
狙
い
で
あ
っ
た
よ

』
ク
だ
。

そ
の
ひ
と
つ
は
「
“

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
人
面
墨
書
土
器
に
つ
い
て

古
代
人
の
「
疫
病
観
」
と
い
う
の
は
、
「
け
が
れ
」
と
か
「
神
仏
の
意
に
さ
か
ら
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
原
因
で
病
気
に
か
か
る
と
考
え
て

い
た
ら
し
い
。
科
学
の
発
達
し
て
い
な
い
時
代
の
「
病
因
論
」
と
し
て
は
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
時
代
に
人
灸
は
病
気
を
な
お
す
方
法
と
し
て
薬
湯
を
服
用
す
る
治
療
行
為
も
多
少
は
あ
っ
た
が
、
多
く
は
「
呪
術
的
行
為
」
に

に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
ほ
か
に
平
城
宮
出
土
物
の
な
か
の
「
人
面
墨
書
土
器
」
と
い
わ
れ
る
器
物
も
注
目
す
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《

ま
た
皿
の
場
合
、
顔
の
部
分
に
墨
で
黒
く
ぬ
っ
た
部
分
が
み
ら
れ
、
そ
の
黒
い
部
分
が
打
ち
抜
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く

黒
い
部
分
が
患
部
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
患
部
に
あ
た
る
部
分
を
打
ち
く
だ
き
水
に
流
せ
ば
病
気
が
良
く
な
る
と
い
う
発
想
で
あ
っ

た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
写
真
８
）

壷
で
も
皿
で
も
人
面
を
墨
書
し
た
土
器
は
、
療
病
の
た
め
と
か
、
「
け
が
れ
」
を
と
り
除
く
目
的
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
お
は
ら
え

こ
の
よ
う
な
「
人
面
墨
書
土
器
」
は
平
城
宮
の
場
合
は
側
溝
な
ど
の
あ
と
か
ら
出
土
す
る
の
で
、
お
そ
ら
く
「
大
祓
」
の
儀
式
で
用
い
ら
れ

た
り
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
な
ら
っ
て
庶
民
も
病
気
に
か
か
っ
た
と
き
な
ど
個
人
的
に
と
り
行
っ
た
も
の
ら
し
い
。

ひ
え
だ
の
あ
れ

た
と
え
ば
平
城
京
羅
城
門
の
南
、
約
一
キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
稗
田
阿
礼
に
関
係
の
あ
る
「
稗
田
遺
跡
」
で
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
こ

の
大
溝
内
か
ら
は
七
○
点
に
も
及
ぶ
「
人
面
墨
書
土
器
」
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
に
か
け
、
こ
の
よ
う
な
医
療
法
と
し

て
の
呪
術
が
当
時
の
「
み
や
こ
」
や
そ
の
近
辺
に
住
む
人
々
の
間
に
深
く
浸
透
し
て
流
行
し
た
も
の
と
承
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

流
せ
ば
崇
り
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
る
．
…
：
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

鈩
翰
毎
部
閏
凋
額
増
分
龍
や
暉
修
踊
呼
睡
甲
〉
齪
窓
や
Ｐ
當
瞳
兜
哩
珪
や
甲
穐
仇
壗
融
辱
研
．
・
ず
詫
捗
踞
品
吟
庄
呼
厩
ゆ
ぃ
材
や
“
山
。
や
蝿
や
砿
党
晶
拙
曾
詫
心
‐
。
、
Ⅱ
‐

當
可
寸
諄
１
Ｍ
ト
ー
馬
「
’
一
Ｊ
Ｐ
三
三
出
Ｊ
ｋ
Ｈ
院
Ｉ
垂
号
当
、
ダ
ニ
一
、
〆
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平城京趾出土「人面土器」

(平城京左京八条三坊出土）

病
気
は
「
疫
病
神
」
が
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
の
な
か
で
は
、
か
な
り
長
い
間
信
じ
ら
れ

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
壺
状
の
人
面
土
器
は
、
現
在
で
い
う
な
ら
ば
病
気
の
も
と
の

「
疫
病
神
」
を
封
じ
こ
め
た
カ
プ
セ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
写
真
５
）

『
延
喜
式
』
を
象
る
と
「
大
祓
」
の
際
に
天
皇
に
中
臣
氏
の
女
が
小
石
を
納
め
た
「
鈴
の
如
し
」
と

表
現
さ
れ
る
壷
を
捧
げ
、
天
皇
は
こ
の
壷
に
節
季
の
未
の
弱
ま
っ
た
息
を
吹
き
こ
み
、
そ
の
息
を
こ
の

（82） 378



ま
た
地
方
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
証
す
る
と
当
時
の
律
令
体
制
の
も
と
で
は
中
央
、
す
な
わ
ち
「
桑
や
こ
」
に
住

む
人
々
が
国
司
な
ど
に
な
っ
て
地
方
に
赴
任
す
る
の
で
、
中
央
の
風
習
は
当
然
そ
れ
ら
の
人
壷
に
よ
っ
て
地
方
に
伝
播
す
る
と
考
え
る
の
で
あ

る
が
、
地
方
で
の
発
見
例
は
そ
う
多
く
は
な
い
が
い
く
つ
か
の
事
例
を
み
る
こ
と
は
で
き
る
。

昭
和
四
十
三
年
一
月
刊
行
の
『
月
刊
文
化
財
」
に
は
千
葉
県
佐
倉
市
大
字
臼
井
字
江
原
台
の
「
江
原
台
遺
跡
」
か
ら
出
土
し
た
人
面
墨
書
士

よ
じ

つ
き
が
た

器
に
関
す
る
記
事
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
土
器
は
奈
良
・
平
安
時
代
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
土
師
式
土
器
で
国
分
期
の
坏
形
土
器
に
人
面
が
墨
書
さ

れ
た
も
の
で
七
○
戸
ほ
ど
の
当
時
の
住
居
趾
の
ひ
と
つ
か
ら
発
見
さ
れ
た
。

繍
､■_△心払■,■.-.｡』とf隼■--■』好悪 … … 虻…』1-謡…

鯵 鑑識灘鑑識露一

佐倉市江原台遺跡人面墨書土器と出土状況写真6

蕊

L5h'

佐倉市江原台遺跡

出土人面墨書土器

に描かれた人面の

図

写真7
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チ
、
器
高
三
・
三
’
三
・
九
セ
ン
チ
で
「
ロ
ク
ロ
」
を
使
用
し
底
部
の
切
り
離
し
は
回
転
へ
ラ
切
り
で
あ
る
。
写
真
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
人
面

は
底
面
を
中
心
に
相
対
す
る
よ
う
に
二
つ
描
か
れ
口
と
み
な
さ
れ
る
も
の
は
底
面
に
か
か
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
太
い
眉
毛
と
平
行
に
上
瞼
が

描
か
れ
、
黒
目
の
部
分
は
点
で
描
か
れ
て
い
る
。
左
目
の
外
側
に
Ｑ
状
の
耳
か
耳
飾
り
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
。
頭
髪
は
描
か
れ
て

び
ん

い
な
い
が
雲
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。

江
原
台
遺
跡
か
ら
こ
の
よ
う
な
人
面
墨
書
土
器
が
出
土
し
た
こ
と
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
人
面
墨
書
土
器
の
考
え
方
か
ら
す
る
と

全
く
異
例
と
い
う
以
外
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
平
城
宮
及
び
そ
の
周
辺
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の
は
大
体
が
大
溝
な
ど
使
用
の
さ
れ
方
を
傍
証
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
「
水
に
流
す
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
全
く
無
関
係
の
か
た
ち
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
推
理
を
許
さ
れ
る
な

ら
ば
病
気
に
か
か
っ
た
と
き
に
使
用
す
べ
く
平
素
準
備
し
て
い
た
も
の
が
さ
い
わ
い
に
も
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
不
幸
な
状
態
が

お
こ
ら
ず
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
未
使
用
の
人
面
墨
書
土
器
の
出
土
か
と
い
う
こ
と
を
住
居
の

中
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
い
う
条
件
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
千
葉
県
佐
倉
市
江
原
台
遺
跡
出
土
の
人
面
墨
書
土
器
に
つ
い
て
は
佐
倉
市
教
委
の
田
村
言
行
氏
が
こ
れ
を
掲
載
し
た
『
月
刊
文
化
財
』

の
解
説
の
中
で
「
ｌ
過
去
に
出
土
し
た
そ
れ
ら
の
遺
物
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
は
多
く
は
水
と
深
い
関
係
が
あ
る
よ
う
で
井
戸
あ
る
い
は
河

床
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
今
回
の
発
見
の
ょ
う
に
住
居
趾
に
伴
っ
て
検
出
さ
れ
た
の
は
、
全
国
で
も
初
め
て
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
墨
書
さ
れ
る

つ
き
が
た

土
器
の
種
類
は
坏
形
土
器
は
ま
れ
で
そ
れ
よ
り
容
積
の
大
き
い
『
か
め
形
土
器
」
や
『
壺
形
土
器
』
な
ど
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
て

こ
の
土
器
と
比
較
し
て
象
る
と
、
遺
跡
の
土
地
・
出
土
状
態
・
器
形
、
な
ど
共
通
性
に
乏
し
く
水
と
の
関
係
を
論
ず
る
の
も
無
理
が
あ
り
、
そ

う
し
た
面
で
特
異
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

当
時
人
面
墨
書
土
器
と
し
て
用
い
ら
れ
た
土
器
は
「
か
め
形
土
器
」
、
「
壺
形
土
器
」
、
「
坏
形
土
器
」
の
他
に
皿
状
の
も
の
が
用
い
ら
れ
皿
状

の
も
の
は
内
側
に
人
面
を
ひ
と
つ
描
き
、
そ
の
他
の
場
合
は
多
く
二
つ
の
人
面
を
描
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
江
原
台
遺
跡
の
も
の
が
「
坏
形

土
器
」
で
あ
る
か
ら
変
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
。
日
常
用
い
ら
れ
る
身
近
な
土
器
を
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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写真8皿状の人面墨書土器

平城宮阯出土(1961）

静I肋}県伊場過跡出土

図1浜松市伊場遺跡出土人面墨書土器

（署名入り）

昭和53年1月『月刊文化財より』

そ
れ
に
対
し
て
「
か
め
形
」
、
「
壺
形
」
、
「
坏
形
」
な
ど
深
鉢
形
式
の

も
の
は
、
「
疫
病
神
」
や
「
餓
鬼
」
へ
の
賄
賂
を
入
れ
て
水
に
流
し
た

り
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
も
の
に
は
故
意
に
打
ち
く
だ
い
た

り
し
た
形
跡
は
存
在
せ
ず
流
れ
て
い
く
ま
ま
に
水
が
入
り
水
没
し
て
い

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

静
岡
県
浜
松
市
の
伊
場
遺
跡
出
土
の
人
面
墨
書
土
器
で
は
皿
の
内
側

に
女
性
の
顔
と
上
半
身
（
図
に
示
す
）
が
描
か
れ
て
い
て
「
海
部
展
子

女
形
」
と
い
う
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
病
い
を
患
い
出
家

し
た
尼
僧
の
像
容
を
描
い
た
も
の
か
と
推
察
さ
れ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
署

名
が
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
個
人
的
な
悩
皐
の
救
済
と
い
う
面
が

強
く
出
て
い
る
例
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

砂押川の河底から出

上した人面墨書土器

（発掘された古代の

東北より）

写
真
８
の
皿
状
の
人
面
墨
書
土

出
器
の

ら
土
代
器
を
染
る
と
内
側
に
描
か
れ
た
人

か
書
古

底
墨
た

面
が
苦
痛
に
ゆ
が
ん
だ
よ
う
な
表

河
面
れ
う

岬
越
罐
坤
情
を
し
て
お
り
、
患
部
か
と
思
わ

岬
迅
暁
詠
れ
る
黒
い
墨
ぬ
り
の
部
分
が
み
ら

９

れ
て
、
そ
こ
が
明
白
に
打
ち
抜
か

真写
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
水
中
に

投
じ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
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あ
る
シ
フ
。 四

、
お
わ
り
に

ひ
と
が
た

本
稿
に
と
り
あ
げ
た
「
人
形
」
と
「
人
面
墨
書
土
器
」
は
い
ず
れ
も
最
近
平
城
宮
阯
発
掘
調
査
が
進
展
す
る
に
つ
れ
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
各
地
で
似
た
も
の
が
発
見
さ
れ
関
東
か
ら
東
北
に
ま
で
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
、
そ
の
用
途
も
各
地

の
発
見
例
に
従
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

特
に
、
こ
れ
ら
が
「
疫
病
」
な
ど
、
個
人
に
ふ
り
か
か
る
「
災
い
」
を
除
去
す
る
「
呪
術
的
要
素
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
あ
わ
せ
て

考
え
る
と
き
に
、
古
代
人
の
「
疾
病
観
」
を
究
明
す
る
上
で
は
大
変
重
要
な
資
料
で
も
あ
り
「
医
史
学
的
視
点
」
か
ら
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と

が
今
後
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
今
後
の
考
古
学
の
発
掘
調
査
研
究
の
進
展
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
が
出
て
く
る
こ
と
が
の
ぞ

ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
段
階
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
過
程
に
お
け
る
一
応
の
見
解
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

ひ
と
か
た

前
回
は
「
木
簡
」
を
中
心
に
、
今
回
は
「
人
形
」
と
「
人
面
墨
書
土
器
」
と
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
見
解
を
提
示
し
た
が
、
従
来
の
古
代
の

医
史
学
的
研
究
は
、
と
も
す
れ
ば
文
献
以
外
に
手
が
か
り
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
が
、
文
献
に
記
述
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
ら
を
傍
証
す
る
手
だ
て
が
次
第
に
出
て
き
た
こ
と
は
、
医
史
学
研
究
の
う
え
に
ひ
と
つ
の
突
破
口
が
ひ
ら
け
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で

ま
た
東
北
地
方
で
も
多
賀
城
の
西
を
流
れ
る
砂
押
川
の
河
底
か
ら
発
見
さ
れ
た
人
面
墨
書
土
器
は
深
鉢
形
式
で
、
写
真
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

二
面
の
人
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
水
神
を
描
い
た
と
か
病
人
の
顔
と
か
説
明
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
墨

書
さ
れ
た
人
面
が
な
に
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
と
判
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
定
の
基
準
は
存
在
せ
ず
、
目
的
に
よ

っ
て
、
病
人
の
場
合
も
あ
っ
た
り
、
そ
の
他
ね
が
い
ご
と
を
す
る
人
物
の
顔
で
あ
っ
た
り
、
祈
願
す
る
対
象
を
想
像
し
た
容
ぼ
う
で
あ
っ
た
り

し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。

I
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胃
討
①
も
○
貝
の
Ｑ
Ｏ
目
・
曵
寓
○
〆
〆
シ
Ｚ
。
．
（
ミ
○
○
ユ
①
回
国
匡
曾
い
）
芝
冨
、
ロ
ゴ
湧
く
①
一
〕
①
旬
昌
昏
肖
己
旨
昏
⑦
鹿
自
冒
ぃ
具
司
ご
〕
こ
く
シ
詞
犀

〆
患
○
日
己
国
固
目
函
○
〆
閨
○
（
ｚ
胃
国
○
ｚ
易
国
胃
①
シ
〆
ご
国
シ
、
路
自
ぐ
巳
．
葛
〕
ｚ
ｏ
．
ｅ
、

冒
詳
ぽ
い
冒
胃
局
〕
胃
乏
筐
昌
の
。
巨
閉
盲
目
四
目
持
昌
の
“
《
出
目
ｄ
の
諺
目
シ
》
）
四
目
目
農
冨
農
豈
ｚ
富
田
ｚ
国
○
〆
己
の
函
○

口
○
観
弓
．
西
○
号
９
日
①
冒
乏
９
①
貝
、
＆
ず
門
昏
①
胃
匙
目
、
昌
罠
目
①
閉
○
吋
も
脚
冒
．
目
胃
、
①
ミ
①
愚
守
自
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