
こ
の
変
わ
っ
た
形
の
土
器
は
、何
に
使
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

高
さ
は
45
セ
ン
チ
と
比
較
的
大
き
な
も
の
で
、
上
に
も
下
に
も

口
が
開
い
て
お
り
、
物
を
入
れ
た
り
、
た
く
わ
え
た
り
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
三
角
形
や
四
角
形
の
穴
が
た
く
さ

ん
あ
り
、
表
面
は
波
形
の
細
か
な
模
様
で
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
土
器
は
、
高
速
道
路
の
四
車
線
化
工
事
に
伴
う
野
田
地

区
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
今
か
ら

お
よ
そ
１
６
０
０
年
前
（
古
墳
時
代
）
に
作
ら
れ
た
須す

恵え

器き

の

器き

台だ
い

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
上
部
に
壺
な
ど
を
の
せ
る
台
の

役
割
を
は
た
し
た
土
器
で
、
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
祭
り
や
儀
式
な
ど
に
使
わ
れ
た
特
別
な
土
器
で
し
た
。

須
恵
器
と
は
、
青
灰
色
を
し
た
硬
い
土
器
の
こ
と
で
、
古
墳

時
代
に
朝
鮮
半
島
か
ら
新
た
に
伝
わ
っ
た
技
術
で
つ
く
ら
れ
た

焼
き
物
で
す
。そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は
、野
焼
き
で
焼
い
た
赤
っ

ぽ
い
素
焼
き
の
や
わ
ら
か
な
土
器
だ
け
で
し
た
が
、
須
恵
器
は

ロ
ク
ロ
を
用
い
て
成
形
さ
れ
、
斜
面
を
利
用
し
て
築
か
れ
た
登

窯
で
1
0
0
0
℃
を
超
え
る
高
温
で
焼
か
れ
た
た
め
、
硬
く
、

水
漏
れ
の
な
い
土
器
を
作
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

野
田
地
区
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
の
土
器
は
、
日
本
で
須

恵
器
が
つ
く
ら
れ
始
め
た
初
期
の
も
の
で
、
破
損
が
少
な
く
、

貴
重
な
も
の
で
す
。

実
物
は
、
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
に
常
設
展
示
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の

度
、
住
民
の
皆
様
に
古
代
の
文
化
財
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
く
機
会

と
し
て
、
実
物
に
忠
実
に
作
り
上
げ
た
立
体
土
器
パ
ズ
ル
を
作
製
し
ま

し
た
。
9
月
よ
り
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
で
の
体
験
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
お
越
し
の
際
は
ぜ
ひ
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

野
田
地
区
遺
跡
出
土
の
土
器

パ
ズ
ル
が
で
き
ま
し
た

番
外
編

土器パズル（左）と実物の土器（右）
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