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土
し
た
の
だ
ろ
う
か
」「
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
」
そ
し
て
「
誰
が

使
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
当
時
の
社
会
の
実
態
を
追
究
し
ま
す
。

　
私
自
身
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
や
き
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
は
と
て
も
た
い
へ
ん
な
こ

と
で
、
そ
の
上
、
や
き
も
の
を
と
お
し
て
中
世
社
会
の
一
端
を
あ
き
ら
か
に
す
る
な
ど
と

は
と
て
も
言
え
ま
せ
ん
が
、
そ
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
本
書
で
は
、
博
物
館
の
展
示
の
前
に
立
っ
た
観
覧
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
中
世
の
や
き

も
の
の
素
朴
な
疑
問
に
答
え
る
よ
う
な
情
報
を
提
供
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
は
じ
め
に

　
み
な
さ
ん
が
中
世
の
や
き
も
の
を
み
る
機
会
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
美
術
館
や
博

物
館
に
行
っ
た
と
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
や
き
も
の
は
、
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
美
術
館
で
は
な
く
、
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
や
き
も
の
で
す
。

　
そ
れ
ら
は
大
半
が
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
「
遺
物
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
接
着
剤
で
つ

な
い
だ
り
欠
け
た
部
分
を
石
膏
で
埋
め
た
、
つ
ぎ
は
ぎ
だ
ら
け
の
も
の
が
多
い
は
ず
で
す
。

　
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
や
き
も
の
を
展
示
す
る
か
と
い
え
ば
、
大
半
が
当
時
の
食
生
活
を

中
心
と
す
る
日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
実
際
に
支
え
た
道
具
だ
か
ら
で
す
。
博
物

館
で
は
、
そ
の
や
き
も
の
を
と
お
し
て
中
世
社
会
の
〝
生
の
実
態
〟
を
伝
え
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
す
。

　
考
古
学
研
究
者
は
、
遺
跡
か
ら
や
き
も
の
が
出
土
す
る
と
、「
な
ぜ
こ
の
遺
跡
か
ら
出
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が
代
表
的
な
食
に
か
か
わ
る
や
き
も
の
と
い
え
ま
す
が
、
こ
れ
ら

は
地
域
や
階
層
に
関
係
な
く
誰
も
が
使
う
も
の
で
、
各
地
の
遺
跡

か
ら
出
土
し
ま
す
。
た
だ
し
、
地
域
や
階
層
が
異
な
る
と
、
出
土

す
る
や
き
も
の
の
種
類
や
量
に
大
き
な
ち
が
い
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
て
、
そ
れ
が
中
世
社
会
の
あ
り
方
を
知
る
手
が
か
り
に

な
り
ま
す
。

考
古
学
と
や
き
も
の

　
や
き
も
の
に
精
通
し
た
研
究
者
は
、
わ
ず
か
な
破
片
を
み
た
だ

け
で
「
い
つ
、
ど
こ
で
」
つ
く
ら
れ
た
も
の
か
を
い
い
あ
て
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
や
き
も
の
固
有
の
情
報
を
的
確
に
把

握
で
き
て
い
る
か
ら
で
す
。
や
き
も
の
固
有
の
情
報
と
は
な
ん
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
と
器
種
の
や
き
も

の
の
形
や
色
合
い
、
硬
さ
、
重
さ
な
ど
の
感
覚
的
な
情
報
が
考
古

学
的
に
整
理
さ
れ
た
も
の
で
す
（
図
２
）。

　
窯
跡
の
研
究
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
や
き
も
の
の
器
種
を
把
握

で
き
ま
す
。
さ
ら
に
生
産
技
術
や
生
産
体
制
な
ど
も
わ
か
っ
て
き

ま
す
。
そ
し
て
、
集
落
・
都
市
・
墓
地
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
性

格
の
遺
跡
で
の
用
途
や
使
用
年
代
な
ど
の
情
報
と
ク
ロ
ス
チ
ェ
ッ

遺
跡
と
や
き
も
の

　
中
世
の
遺
跡
で
出
土
す
る
遺
物
の
九
割
以
上
が
「
や
き
も
の
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
図
１
）。

　
た
と
え
ば
鎌
倉
時
代
の
首
都
で
あ
っ
た
神
奈
川
県
の
鎌
倉
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
で
は
、
金
属
製
品
や
木
製
品
も
た
く
さ

ん
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
も
っ
と
も
多
い
遺
物
は
や
き
も
の
で
す
。

　
な
ぜ
遺
跡
か
ら
や
き
も
の
が
た
く
さ
ん
出
土
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
や
き
も
の
以
外
の
漆
椀
や
桶
な
ど
の
木
製

品
は
不
用
に
な
れ
ば
燃
料
と
し
て
使
わ
れ
、
鉄
鍋
な
ど
の
金
属
製
品
は
リ
サ
イ
ク
ル
に
ま
わ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

ま
た
木
製
品
は
土
の
な
か
で
腐
り
、
鉄
製
品
は
錆
び
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
割
れ
て
し
ま
っ
た
や
き
も
の

の
大
半
は
使
い
道
が
な
く
な
っ
て
捨
て
ら
れ
る
の
で
す
が
、
腐
る
こ
と
が
な
い
の
で
地
中
に
残
り
つ
づ
け
ま
す
。

　
し
か
し
、
絵
巻
な
ど
の
絵
画
資
料
を
み
て
も
明
ら
か
な
こ
と
で
す
が
、
出
土
し
た
遺
物
が
当
時
の
生
活
の
実
態
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
中
世
に
さ
か
の
ぼ
ら
な
く
て
も
、
博
物
館
の
民
俗
展
示
コ
ー
ナ
ー
に
な
ら
ぶ
二
〇
世
紀

の
民
具
を
み
て
く
だ
さ
い
。
家
の
な
か
の
生
活
用
具
、
納
屋
の
農
具
な
ど
の
大
半
が
木
製
で
す
。
や
き
も
の
は
食
卓
や
厨

房
の
食
器
類
、
仏
壇
の
燭

し
ょ
く

台だ
い

く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
や
き
も
の
は
生
活
用
具
の
中
心
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
そ
の
よ

う
な
状
況
は
、
中
世
で
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
で
も
、
出
土
し
た
や
き
も
の
を
調
べ
る
こ
と
は
中
世
考
古
学
に
と
っ
て
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
や
き

も
の
が
食
に
か
か
わ
る
道
具
だ
か
ら
で
す
。

　
食
事
を
す
る
と
き
の
器
で
あ
る
椀
や
皿
、
食
材
を
調
理
す
る
た
め
の
す
り
鉢
、
も
の
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
壺つ

ぼ

・
甕か
め

な
ど

発掘調査で検出されるやきものには、大きくふたつのパターンがあります。ひとつ
は根来寺坊院跡の埋甕のように、使用時の状態で検出されるばあいです。ふたつめ
は博多遺跡群のゴミ穴の例のように、不用になって廃棄されたものが確認されるば
あいです。前者の例はやきものの使われ方がわかるのにたいして、後者は出土時に
はその使われ方はわかりません。

図 1　やきものの出土状況

博多遺跡群（福岡県福岡市）のゴミ穴根来寺坊院跡（和歌山県岩出市）検出の埋甕
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地
（
や
き
も
の
の
生
産
地
）
で
「
壺
・
甕
・
す
り
鉢
」
を
中
心
と
す
る
生
産
が
は
じ
ま
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
や
き
も

の
が
商
品
と
し
て
広
域
に
流
通
す
る
シ
ス
テ
ム
が
確
立
す
る
時
期
で
す
。
し
か
し
、
一
一
世
紀
中
葉
に
は
す
で
に
食
膳
具

の
椀
や
皿
に
変
化
が
み
ら
れ
、
こ
の
時
期
を
中
世
的
や
き
も
の
の
成
立
と
考
え
る
研
究
者
も
い
ま
す
。

　
中
世
前
期
と
後
期
の
境
と
し
た
一
四
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
は
、
列
島
各
地
に
点
在
し
た
中
世
窯
業
地
の
大
半
が
淘
汰
さ

れ
る
時
期
で
、
引
き
つ
づ
き
生
産
を
継
続
す
る
窯
業
地
は
、
瀬せ

戸と

窯
、
常と
こ

滑な
め

窯
、
越え
ち

前ぜ
ん

窯
、
信し
が

楽ら
き

窯
、
丹た
ん

波ば

窯
、
備び

前ぜ
ん

窯

の
「
六
古
窯
」
と
よ
ば
れ
る
主
要
な
生
産
地
に

ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
（
図
3
）。

ま
た
、
同
じ
こ
ろ
、
瓦が

器き

や
土は

師じ

器き

な
ど
の
土

器
に
も
器
種
に
変
化
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

　
そ
し
て
、
戦
国
時
代
の
は
じ
め
、
一
五
世
紀

後
半
に
な
る
と
六
古
窯
に
ほ
ぼ
集
約
さ
れ
た
窯

業
地
も
、
そ
れ
ぞ
れ
合
理
的
な
生
産
体
制
と
特

定
器
種
の
増
産
を
推
し
進
め
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
は
近
世
的
陶
器
生
産
の
は
じ
ま
り
と
も
と

ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
お
お
ま
か
な
時
期
設
定
で
す
が
、
そ
れ
は
こ

れ
か
ら
述
べ
る
や
き
も
の
の
分
類
や
生
産
な
ど

の
動
向
の
な
か
で
説
明
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

ク
を
く
り
か
え
し
、
そ
の
蓄
積
が
や
き
も
の
の
破
片
か
ら
「
ど
こ
で
、
い
つ
つ
く

ら
れ
た
」
と
い
う
よ
う
な
情
報
と
な
る
の
で
す
。

　
博
物
館
の
展
示
で
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
破
片
か
ら
完
形
品
が
復
元
さ
れ
、「
名

称
、
時
代
、
用
途
」
な
ど
の
細
か
な
解
説
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の

よ
う
な
研
究
成
果
が
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。

「
や
き
も
の
を
分
類
す
る
」「
や
き
も
の
を
数
値
化
す
る
」
作
業
は
、
や
き
も
の

研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
重
要
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
い
ず
れ
も
や
き
も
の
に
関

す
る
幅
広
い
知
識
が
要
求
さ
れ
、
く
わ
え
て
膨
大
な
資
料
を
前
に
し
て
臆
す
る
こ

と
の
な
い
行
動
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
時
期
区
分

　
中
世
の
や
き
も
の
の
生
産
と
流
通
の
変
化
は
、
日
本
列
島
全
域
で
横
な
ら
び
に

な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
お
お
よ
そ
の
動
向
か
ら
、
中
世
の

前
期
と
後
期
の
二
つ
に
大
別
し
て
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
中
世
前
期
と
は
、
一
二
世
紀
中
葉
～
一
四
世
紀
中
葉
で
、
平
安
時
代
の
末
期
か

ら
南
北
朝
時
代
の
こ
と
で
す
。

　
中
世
後
期
と
は
、
一
四
世
紀
末
～
一
六
世
紀
後
半
、
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代

の
こ
と
で
す
。

　
こ
こ
で
中
世
前
期
の
は
じ
ま
り
と
し
た
一
二
世
紀
中
葉
は
、
列
島
各
地
の
窯
業

図 2　鎌倉遺跡群で出土したやきものの破片図 3　六古窯の分布
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