
暗
文
土
器
は
、
金
属
製
の
食
器
を
模
倣
し

た
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
土
器
の
こ
と
で
す
。

金
属
製
品
は
大
変
貴
重
で
、
限
ら
れ
た
階
層

し
か
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

そ
の
代
用
品
と
し
て
作
ら
れ
ま
し
た
。
金
属

製
品
の
器
形
や
細
部
の
形
状
を
模
倣
す
る
だ

け
で
な
く
、
金
属
製
品
の
質
感
を
再
現
す
る

た
め
に
、
ヘ
ラ
で
表
面
を
磨
い
た
り
、
内
面

に
み
ら
れ
る
光
沢
を
文
様
（
暗
文
）
で
表
現

し
て
い
ま
す
。
非
常
に
良
く
精
製
さ
れ
た
粘

土
を
使
用
し
て
、
赤
褐
色
に
焼
き
上
げ
て
い

ま
す
。
７
～
８
世
紀
に
か
け
て
、
飛
鳥
・
藤

原
・
平
城
京
と
い
っ
た
政
治
・
文
化
の
中
心

地
や
、
地
方
の
古
墳
や
官か

ん

衙が

（
公
的
施
設
）、

寺
院
跡
な
ど
で
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
生
産

開
始
当
初
は
、
畿
内
（
奈
良
、
京
都
）
で
作

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
７
世
紀
後
半
以
降
に

な
る
と
需
要
増
加
に
伴
い
、
地
方
で
も
生
産

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

曽
木
上
田
遺
跡
は
、
曽
木
支
所
の
す
ぐ
西

側
に
位
置
す
る
遺
跡
で
す
。
古
代
の
土は

師じ

器き

暗あ
ん

文も
ん

土ど

器き

と
は

暗
文
土
器
が
発
見
さ
れ
た

曽そ

木ぎ

上う
え

田だ

遺
跡
と
は
？

や
須す

恵え

器き

を
主
体
に
、
縄
文
土
器
や
中
世
の

山や
ま

茶ぢ
ゃ

碗わ
ん

な
ど
が
採
集
さ
れ
て
い
ま
す
。
周
辺

に
は
狐

き
つ
ね

塚づ
か

古
墳
や
近
世
の
窯
跡
、
寺
社
な
ど

各
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
遺
跡
が
点
在
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
発
掘
調
査
は
行
わ
れ
て

お
ら
ず
、
平
成
29
年
度
に
初
め
て
発
掘
調
査

を
実
施
し
た
結
果
、
東
濃
地
域
初
の
暗
文
土

器
（
８
世
紀
前
半
）
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

東
海
地
域
で
は
三
重
県
（
津
市
、松
阪
市
）

で
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
本
遺
跡
の
暗
文
土

器
は
、
ど
こ
で
作
ら
れ
た
か
は
不
明
で
す
。

今
後
の
研
究
の
進
展
が
待
た
れ
ま
す
。

曽
木
上
田
遺
跡
で
暗
文
土
器
が
出
土
し
た

背
景
に
は
、
こ
の
遺
跡
の
立
地
が
大
き
く
関

係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
本
遺
跡
は

古
墳
時
代
か
ら
機
能
し
て
い
た
中ち

ゅ
う
ま
な
か



馬
中
街
道

と
中
馬
街
道
と
い
う
２
つ
の
街
道
を
結
ぶ
中

間
点
に
位
置
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
交
通
の

結
節
点
と
し
て
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
だ
け

で
な
く
、
旅
人
の
休
憩
所
兼
宿
泊
施
設
の
布ふ

施せ

屋や

（
仏
教
寺
院
の
救
済
施
設
）
で
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
地
を

管
理
し
て
い
た
人
物
は
、
狐
塚
古
墳
の
被
葬

者
の
子
孫
に
あ
た
る
一
族
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

◀内面の写真 ◀
曽
木
上
田
遺
跡
と
街
道

内面の図面▶
（赤線が暗文）
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美
濃
陶
磁
歴
史
館
だ
よ
り

連
　
続

コ
ラ
ム

う
ち
ん
た
ぁ
の
お
宝
、
な
ん
や
ね
？

第
18
回　

曽
木
町
で
東
濃
地
域
初
の
暗
文
土
器
を
発
見

企画展
の

ご案内

美濃陶磁歴史館
（☎ �1245）




