
ケヤじい

平
成
23
年
度 

豊
田
市
郷
土
資
料
館
企
画
展

 

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
埋
蔵
文
化
財
展

ケ
ヤ
キ
が
語
る
二
千
年

 
 
 
 
 
 

　
　
　-

弥
生
・
古
墳
時
代
の
木
の
文
化-



i

は
じ
め
にプ

ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
製
品
が
急
速
に
普
及
す
る
一
九
六
○
年
代
よ
り
以
前
に
は
、
私
た
ち
の
生

活
に
関
わ
る
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
木
製
品
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
木
の
道
具

は
、
用
途
に
よ
っ
て
使
わ
れ
る
木
の
種
類
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
適
材
適
所
の
木

材
利
用
は
、
今
か
ら
二
千
年
以
上
前
の
弥
生
時
代
に
は
既
に
完
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
『
日

本
文
化
＝
木
の
文
化
』
と
い
わ
れ
る
所
以
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
人
の
手
が
加
わ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
里
山
も
弥
生
時
代
に
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
そ
し

て
、
こ
の
里
山
を
維
持
・
管
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
常
の
生
活
材
や
燃
料
材
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
ひ
い
て
は
継
続
可
能
で

安
定
し
た
社
会
（
生
活
）
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
れ
ま
で
朝
日
遺
跡
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
遺
跡
で
、
大
量
の
木
製
品
を
発
掘

調
査
し
、
そ
の
保
存
処
理
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
木
製
品
に
は
、
原
木
・
各
種
未
成
品
か
ら
完
成
品
ま
で
、
ま
さ
に

木
の
文
化
を
示
す
多
種
多
様
な
も
の
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

本
展
覧
会
で
は
、
主
に
弥
生
・
古
墳
時
代
の
木
製
品
を
通
じ
て
、
当
時
の
人
々
と
木
の
関
わ
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
社

会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
一
月

豊
田
市
教
育
委
員
会

公
益
財
団
法
人
愛
知
県
教
育
・
ス
ポ
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ツ
振
興
財
団

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

愛
知
県
教
育
委
員
会
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月
四
日
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催
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る
豊
田
市
郷
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資
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蔵
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文
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キ
が
語
る
二
千
年
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解
説
書
で
あ
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二
、
本
企
画
展
の
開
催
に
あ
た
り
、
以
下
の
方
々
よ
り
ご
協
力
を
賜
り

ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
（
敬
称
略
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弥
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・
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・
華
井
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牧
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由
佳
・

松
本
彩
・
水
野
拓
郎
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村
松
一
秀
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山
田
昌
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三
、
本
書
の
執
筆
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樋
上
昇
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、
編
集
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堀
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行
っ
た
。

ケヤじい

例
言



ii

熱田区

港区

千種区
東区

北区
西区

中村区
中区

昭和区

瑞穂区中川区

南区

守山区

緑区

名東区

天白区

門間沼遺跡

八王子遺跡

寺部遺跡

志賀公園遺跡

勝川遺跡

本川遺跡
水入遺跡

松河戸遺跡大毛沖遺跡

朝日遺跡

長谷口遺跡

猫島遺跡

阿弥陀寺遺跡

かどまぬま

おおけおき

ねこじま

はちおうじ

＜一宮市＞

＜清須市＞
あさひ

一色青海遺跡
＜稲沢市＞

いっしきあおかい

＜あま市＞
あみだじ

＜名古屋市＞
しがこうえん

かちがわ

＜春日井市＞

まつかわど はせぐち

＜瀬戸市＞

惣作遺跡
そうさく

＜安城市＞

てらべ
梅坪遺跡
うめつぼ＜豊田市＞
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下懸遺跡
しもかけ
姫下遺跡
ひめした
上橋下遺跡
かみはしか

展示に関わる遺跡の位置
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第１章

森
と
人
と
の
か
か
わ
り

ワ
シ
は
昔
々
、
豊
田

の
鴛お

し
か
も鴨

む
ら
に
暮
ら

し
て
お
っ
た
ケ
ヤ
キ

の
精せ

い
れ
い霊

じ
ゃ
。
そ
う

じ
ゃ
な
、
ケ
ヤ
じ
い

と
で
も
呼
ん
で
く
れ
。

し
ば
ら
く
ワ
シ
の
昔

ば
な
し
に
つ
き
あ
っ

て
く
れ
る
か
の
う
。

ワ
シ
が
生
き
て
お

っ
た
の
は
、
今
か
ら

千
五
百
年
ほ
ど
も
前

の
こ
と
じ
ゃ
。
近
く

▲御作のケヤキ

▲矢作川河床埋没林の立ち株（クリ）
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ケヤじい

に
は
大
き
な
川
が
流

れ
て
お
っ
て
の
。
む
ら

の
そ
ば
に
は
、
そ
れ
は

そ
れ
は
豊
か
な
森
が

あ
っ
て
、
ワ
シ
の
仲
間

も
い
っ
ぱ
い
お
っ
た
。

み
ん
な
、
こ
こ
に
お

る
ワ
シ
の
仲
間
た
ち

の
名
前
が
わ
か
る
か

の
？川

を
さ
か
の
ぼ
っ

て
い
く
と
、
ワ
シ
と

年
格
好
が
同
じ
く
ら

い
の
ケ
ヤ
キ
た
ち
が
、

今
も
元
気
に
暮
ら
し

て
お
る
そ
う
じ
ゃ
。
一

度
会
っ
て
み
た
い
も

の
じ
ゃ
の
。

▲花沢のケヤキ▲押井のケヤキ
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第２章

弥
生
の
匠
た
ち

ワ
シ
の
じ
い
さ
ん
か
ら
聞
い

た
話
じ
ゃ
が
の
う
。
あ
る
日
の

こ
と
、
こ
の
あ
た
り
に
も
人
が

現
れ
た
。
ワ
シ
ら
の
仲
間
を
伐き

り
払は

ら

っ
て
む
ら
を
開
い
た
の
じ

ゃ
。彼

ら
は
、
は
じ
め
の
う
ち
は

石
の
斧お

の

で
エ
ッ
チ
ラ
オ
ッ
チ
ラ

と
伐
っ
て
お
っ
た
そ
う
じ
ゃ
。

悠ゆ
う
ち
ょ
う

長
な
こ
と
じ
ゃ
の
。

と
こ
ろ
が
、
ワ
シ
の
お
や
じ

の
代
に
は
黒
い
鉄
の
斧
を
使
い

だ
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
あ
た

り
の
木
は
ア
ッ
と
い
う
間
に
伐

り
倒
さ
れ
て
い
っ
た
の
じ
ゃ
。

む
ら
の
人
た
ち
は
、
伐
っ
た

ワ
シ
ら
の
仲
間
を
輪
切
り
に

し
、
さ
ら
に
斧
と
ク
サ
ビ
で
縦

に
割
っ
て
、
板
を
作
っ
た
。
そ

し
て
板
か
ら
い
ろ
ん
な
も
の
を

作
っ
て
い
っ
た
の
じ
ゃ
。

ケヤじい

▲伐採用石斧（一色青海遺跡）

▲伐
ばっさい

採用石
せ き ふ

斧柄（朝日遺跡）

▲加工用石斧（一色青海遺跡）▲加
か こ う

工用石斧柄未成品（朝日遺跡）
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彼
ら
の
仕
事
ぶ
り
は
見
事
な

も
の
じ
ゃ
っ
た
。
見
て
お
る
と
、

ど
う
や
ら
木
の
種
類
や
大
き
さ

に
よ
っ
て
作
る
も
の
を
変
え
て

い
る
ら
し
か
っ
た
。
ワ
シ
と
同

じ
ケ
ヤ
キ
た
ち
は
、
き
れ
い
な

ウ
ツ
ワ
に
姿
を
変
え
て
い
っ

た
。
カ
シ
や
コ
ナ
ラ
た
ち
は
土

を
掘
り
返
す
ク
ワ
や
ス
キ
に
な

っ
て
い
っ
た
し
、
大
き
な
ク
ス

ノ
キ
は
臼う

す

に
な
っ
た
。
杵き

ね

は
ツ

バ
キ
じ
ゃ
っ
た
。

▲石斧による伐採

▲クサビ（朝日遺跡 )

▲鉄斧（長谷口遺跡）

▲鉄
て っ ぷ

斧の柄（惣作遺跡）▲クサビで割る途中に放棄された丸太（下懸遺跡 )
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連続製作の鍬、一木平鋤、
床・壁・扉材などへ

竪杵・縦斧柄・ヨコヅチ・
容器・柱材などへ

原材として
他の集落へ搬出

臼・柱材
などへ

▶

▶

容器（槽・高杯）
などへ

柾目材を採るための製材法

▶

▶

１．直径20cm以上の
中・大径木より長さ
1～3mほどの丸太
を切り出す(この段
階で水漬けして乾
燥させる)

２．丸太を箭で縦に
2つに割る

3．二分割した丸太を
さらに2つに割る

４．四分割した丸太を
さらに2つに割る

５．木の外側を斜め
に削りとる

まさ　め

くさび

そう たかつき

たてぎね たておのえ

はんしゅつ

くわ ひらすき

臼

1
クスノキ

1：角江（静岡）、2・3：池子（神奈川）、
4：下懸（愛知）、5～7：玉津田中（兵庫）

刳物容器（高杯）一木平鋤 直柄平鍬

2
ケヤキ

3
ケヤキ

4
アカガシ亜属

5
アカガシ亜属

6　　　
アカガシ亜属

7
アカガシ亜属

大径木からできるもの

0 40cm

1/20
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曲柄平鍬 柱竪杵

縦斧柄

1
スギ

2
クヌギ節

3
クヌギ節

7
アカガシ亜属

4
アカガシ亜属

5
アカガシ亜属

6
アカガシ亜属

1～3：朝日（愛知）、
4～7：池子（神奈川）

中径木からできるもの

0 40cm

1/20

1：鬼虎川（大阪）、2～7：朝日（愛知）、8：川原（愛知）

竪杵

2
イヌガヤ

横斧柄
（柱状片刃石斧）

丸木弓 杭

垂木

柱 梯子

1
クヌギ節

3
ヤブツバキ

4
イヌガヤ

5
マキ属

6
マキ属

7
マキ属

8
クワ属

小径木からできるもの

ヨコヅチ

0 40cm
1/20

▲大・中・小径木とそれからできる木製品（樋上 2010 より転載）
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第３章

地
域
の
開
発
と
米
づ
く
り

む
ら
の
人
た
ち
は
、
ワ
シ
の
仲
間
を
伐
り
払

っ
た
あ
と
、
ク
ワ
や
ス
キ
を
使
っ
て
耕
し
は
じ

め
た
の
じ
ゃ
。
地
面
を
平
ら
に
な
ら
し
て
川
か

ら
水
を
引
き
、
ア
ゼ
を
作
っ
て
池
の
よ
う
に
水

を
た
め
た
。
彼
ら
の
話
を
盗
み
聞
き
し
て
お
る

と
、
ど
う
や
ら
田
ん
ぼ
と
呼
ぶ
ら
し
い
。
う
ら

ら
か
な
春
の
あ
る
日
、
そ
こ
に
な
に
や
ら
青
い

草
を
植
え
だ
し
た
。
な
ん
で
も
、
遠
い
遠
い
海

の
向
こ
う
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
だ
そ
う
じ

ゃ
。彼

ら
は
毎
日
毎
日
、
そ
れ
は
熱
心
に
世
話
を

し
て
お
っ
た
。
植
え
て
か
ら
半
年
ほ
ど
た
ち
秋

に
な
る
と
、
草
の
先
っ
ぽ
に
金
色
に
輝
く
穂
が

実
っ
た
の
じ
ゃ
。
そ
れ
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
丁
寧

に
摘
み
取
っ
て
臼
に
入
れ
、
杵き

ね

で
ト
ン
ト
ン
と

つ
き
は
じ
め
た
。
す
る
と
カ
ラ
が
と
れ
て
、
真

っ
白
な
粒
に
な
っ
た
。
お
米
と
い
う
ら
し
い
。

土
を
焼
い
て
作
っ
た
大
き
な
土
器
に
水
と
一

緒
に
入
れ
て
、
火
で
グ
ツ
グ
ツ
と
煮
る
と
、
あ

た
り
一
面
に
は
い
い
香
り
が
た
だ
よ
っ
た
も
ん

じ
ゃ
っ
た
。

ケヤじい
▲臼

うす
（川原遺跡）

▲竪
たてぎね

杵（志賀公園遺跡）
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1：枠なし形式 2：円形枠付き形式 3：方形枠付き形式 ( 大足 )
▲田

た げ た
下駄の使用例（秋山 1993 より転載）

▲大
おおあし

足（寺部遺跡）

◀鎌
かま

の柄（志賀公園遺跡）

▲一木平
ひらすき

鋤（志賀公園遺跡）
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ク
ワ
も
、
ワ
シ
の
お
や
じ
の
頃

ま
で
は
、
全
部
木
で
で
き
て
い
る

ら
し
か
っ
た
。
で
も
ワ
シ
の
代
に

な
っ
て
か
ら
、
木
の
ク
ワ
に
も
鉄

の
刃
先
を
つ
け
だ
し
た
。
す
る
と
、

こ
れ
ま
で
彼
ら
が
難な

ん

ぎ儀
し
て
お
っ

た
山
の
中
に
ま
で
手
を
つ
け
は
じ

め
た
の
じ
ゃ
。

木
を
伐
っ
た
あ
と
の
山
に
火
を

放
っ
て
灰
を
つ
く
り
、
鉄
の
刃
先

を
つ
け
た
ク
ワ
で
耕
し
、
種
を
ま

い
て
ヒ
エ
・
ア
ワ
・
ソ
バ
・
マ
メ

な
ん
か
を
作
っ
て
お
っ
た
。
焼
畑

と
い
う
ら
し
い
。
で
も
何
年
か
た

つ
と
、
そ
の
ま
ま
ほ
っ
た
ら
か
し

て
、
別
の
場
所
を
耕
し
て
お
っ
た
。

三
十
年
ほ
ど
た
つ
と
、
焼
畑
の
あ

と
は
キ
レ
イ
に
元
の
森
へ
と
戻
っ

て
い
っ
た
の
じ
ゃ
。

ど
う
や
ら
、
む
ら
の
人
た
ち
は
、

ワ
シ
ら
を
痛
め
つ
け
る
だ
け
じ
ゃ

な
く
て
、
育
て
て
く
れ
て
お
っ
た

ら
し
い
の
う
。
お
か
げ
で
ワ
シ
ら

も
キ
ク
イ
ム
シ
に
や
ら
れ
ず
生
き

て
い
け
た
の
じ
ゃ
。

▲近畿型直
なおえひらぐわ

柄平鍬（八王子遺跡）

▲泥よけ具（朝日遺跡）

▲伊勢湾型曲
まがりえぐわ

柄鍬（勝川遺跡）

て
、
別
の
場
所
を
耕
し
て
お
っ
た
。

て
、
別
の
場
所
を
耕
し
て
お
っ
た
。

三
十
年
ほ
ど
た
つ
と
、
焼
畑
の
あ

三
十
年
ほ
ど
た
つ
と
、
焼
畑
の
あ

と
は
キ
レ
イ
に
元
の
森
へ
と
戻
っ

と
は
キ
レ
イ
に
元
の
森
へ
と
戻
っ

　
ど
う
や
ら
、
む
ら
の
人
た
ち
は
、

ワ
シ
ら
を
痛
め
つ
け
る
だ
け
じ
ゃ

な
く
て
、
育
て
て
く
れ
て
お
っ
た

ら
し
い
の
う
。
お
か
げ
で
ワ
シ
ら

も
キ
ク
イ
ム
シ
に
や
ら
れ
ず
生
き

▲伊勢湾型曲
まがりえぐわ

柄鍬（勝川遺跡）
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▲鍬の地域分布の変遷（樋上 2010より転載）

弥生中期前葉～後葉

東部九州

北陸

山陰北部九州

東北

南関東

東海東部

伊勢湾

近畿

瀬戸内
南部九州

弥生後期～古墳前期

北陸

山陰

北部九州

東北

南関東

東海東部

伊勢湾近畿

瀬戸内
南部九州

北関東

0 20 cm
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第４章

衣
食
住
の
木
製
品

む
ら
の
人
た
ち
は
ワ
シ
ら
を
伐
っ
て
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
作
っ
て
お
っ

た
の
じ
ゃ
。
家
は
コ
ナ
ラ
や
ク
リ
の
丸
太
を
柱
と
桁け

た

に
し
、
イ
ヌ
マ
キ
を

屋
根
の
下
地
に
使
っ
て
、
そ
の
上
に
カ
ヤ
で
屋
根
を
葺ふ

い
て
お
っ
た
。

む
ら
の
な
か
に
は
、
ひ
と
き
わ
大
き

な
建
物
が
建
っ
て
お
っ
た
。
な
ん
で
も
、

収し
ゅ
う
か
く

穫
し
た
米
を
納
め
て
お
く
も
の
ら
し
い
。

柱
は
家
の
数
倍
の
太
さ
が
あ
っ
た
の
う
。

屋
根
に
も
い
ろ
ん
な
飾
り
が
つ
け
て
あ
っ

た
わ
い
。
床
が
高
く
し
て
あ
る
の
は
、
ネ

ズ
ミ
な
ん
ぞ
に
米
を
食
わ
れ
な
い
た
め
の

工
夫
じ
ゃ
っ
た
ら
し
い
。
よ
く
考
え
る
も

の
よ
の
う
。

ケヤじい

▲竪
たてあな

穴住居の構造

▲あるムラの風景
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扉板

蹴放し

扉当り

　  閂
（かんぬき）

閂受け

扉軸穴 楣（まぐさ）

辺
付

方
立

閂
孔

梯子

▲大型掘立柱建物の跡（一色青海遺跡）

▲まぐさ（上橋下遺跡）

▲大型建物の柱（下懸遺跡）▲高床建物の入口構造

▲大型掘
ほったてばしら

立 柱建物復元図（黒坂貴裕氏による復元図）



13

そ
う
い
え
ば
、
む
ら

の
女
た
ち
は
ヒ
マ
が

あ
る
と
集
ま
っ
て
、
に

ぎ
や
か
に
し
ゃ
べ
り
な

が
ら
糸
を
紡つ

む

ぎ
、
機は

た

お織

り
機き

で
布
を
織
っ
て
お

っ
た
。
機
織
り
機
は
た

く
さ
ん
の
部
品
を
組
み

合
わ
せ
て
お
っ
た
か
ら

の
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る

と
、
な
ん
だ
か
よ
く
わ

か
ら
ん
の
う
。

秋
に
な
っ
て
米
が
実

る
頃
に
は
、
よ
そ
の

む
ら
と
の
争
い
ご
と
が

よ
く
お
こ
っ
て
の
。
む

ら
に
よ
っ
て
は
、
イ
ナ

ゴ
に
や
ら
れ
て
食
べ
る

も
の
が
な
く
な
る
こ
と

が
多
か
っ
た
か
ら
だ
の

▲繊維から布へ（東村 2011より転載）

↓ ↓

→ →
→→［麻］

［絹］

苧績み ①撚りかけ ②綛上げ

製　　糸

繰　　糸

染色など

③巻き返し ④整経など

染色など

交易などにより流通する

織成

製　　織

織

　
　物

綛
（
輪
状
の
糸
束
）

素
材

か
せ
い
と

お　う よ かせ あ

おぼけ

かせ

そう     　　し
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う
。
男
た
ち
は
弓
矢
を

も
っ
て
、
戦
い
に
行
っ

て
お
っ
た
わ
。
弓
矢
は

ケ
モ
ノ
を
獲と

る
の
に
も

使
っ
て
お
っ
た
の
。

▲機織り機の変遷（黒須 2006 より転載）

座板

布巻具

踏木

布巻具歯車

布巻受け

上屋部材

筬(筬枠）

綜絖

柱
クルリ

筬引き

経巻具

経返具

機台（脚台） 機台（桟）

有機台固定機
（機台をもち、固定された部材が経糸の緊張を保持する機）

ゆう き だい こ ていはた

古代〜現代

布巻具

管大杼

筬・筬枠

中筒
　（開口具）

中筒受け

経巻具

綜絖

招木腕
招木

機台部材 座板

綜絖受け

弓
招木受け

有機台腰機
（機台はもつが、織手が腰を反らせて経糸の緊張を保持する機）

ゆう き だいこしはた

古墳時代〜古代

腰当て

緯越具

緯打具

布巻具
　　　　

綜絖

中筒

経巻具
支柱

無機台腰機
（機台をもたず、織手が腰を反らせて経糸の緊張を保持する機）

組合せ式布巻具

腰当て

緯越具

緯打具

経送具

む き だいこしはた

弥生〜古墳時代

◀古墳時代中期のカマド断ち割り状況（本川遺跡）

ワ
シ
ら
の
む
ら
は
、

大
き
な
川
が
そ
ば
に
あ

っ
た
お
か
げ
で
、
よ
そ

か
ら
い
ろ
ん
な
人
が
訪

ね
て
き
て
お
っ
た
。
ど

う
や
ら
、
舟
で
川
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
き
た
ら
し

い
。
言
葉
の
通
じ
な
い
、

海
の
向
こ
う
か
ら
来
た

人
も
お
っ
て
の
。
彼
ら

も
す
ぐ
近
く
に
む
ら
を

構
え
た
の
じ
ゃ
。
ワ
シ

ら
の
む
ら
の
若
者
は
、

彼
ら
に
カ
マ
ド
と
い
う

新
し
い
煮
炊
き
の
道
具

を
教
え
て
も
ら
っ
て
、

早
速
自
分
の
家
に
造
っ

て
お
っ
た
わ
い
。
い
つ

の
世
も
、
新
し
も
の
好

き
が
お
る
も
ん
じ
ゃ
の

う
。
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第 5章

ハ
レ
の
日
の
木
製
品

む
ら
で
は
、
春
と
秋
に
大
き

な
お
ま
つ
り
が
あ
っ
た
。
春
は

田
植
え
の
前
、
秋
は
稲
刈
り
の

あ
と
じ
ゃ
っ
た
。

む
ら
長
の
家
が
ワ
シ
の
す
ぐ

近
く
に
あ
っ
て
の
。
む
ら
の
ま

つ
り
は
必
ず
ワ
シ
の
ま
わ
り
で

お
こ
な
わ
れ
て
お
っ
た
。
に
ぎ

や
か
じ
ゃ
っ
た
の
う
。
小
さ
な

土
の
ウ
ツ
ワ
を
ワ
シ
の
足
元
に

お
供
え
し
て
く
れ
た
り
、
枝
に

木
で
鳥
を
か
た
ど
っ
た
も
の
を

ぶ
ら
さ
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ

た
の
う
。

ケヤじい
▲鳥形木製品（本川遺跡）

▲人面のある鳥形木製品（八王子遺跡）

▲土製合子（川原遺跡）

▲合
ご う す

子の蓋
ふた

（八王子遺跡）
ご う す ふた
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IVG20l IVG20m

VG1g VG1h VG1i VG1j VG1k VG1l VG1m

VG2g
VG2h VG2i VG2j VG2k VG2l VG2m

VG3g VG3h VG3i VG3j VG3k VG3l VG3m

VG4g

VG4h

VG4i VG4j VG4k VG4l VG4m

VG5g VG5h VG5i VG5j VG5k VG5l VG5m

VG6m

IVG20n

VG1n

VG2n

VG3n

VG4n

VG5n

VG6n

N

0 20m1/200

SD2001

SD2002

NR2001

→

VG2m VG2n

VG3m VG3n

ケヤキの大木

0 20cm1/4

2492

24932496

2495 2494

2497

2499

2500
2501

鳥形木製品

▲鳥形木製品・ミニチュア土器の出土位置とケヤキの大木（本川遺跡）

▲ケヤキ大木とミニチュア土器
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あ
る
大
き
な
む
ら
で
は
、
木
で
か

た
ど
っ
た
武
器
や
舟
、
き
れ
い
な
木

の
ウ
ツ
ワ
を
ま
つ
り
で
使
う
と
聞
い

た
こ
と
も
あ
る
。

む
ら
び
と
の
話
で
は
、
神
さ
ま
は

高
い
木
に
降
り
て
こ
ら
れ
る
ら
し
い
。

だ
か
ら
ワ
シ
は
伐
ら
ず
に
残
さ
れ
た

の
か
。
そ
う
い
え
ば
、
森
の
な
か
に

も
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
の
高
い
木
が
伐
ら

れ
ず
に
残
っ
て
お
っ
た
わ
い
。
あ
れ

も
神
さ
ま
が
降
り
て
き
て
、
時
に
は

神
さ
ま
が
宿
る
木
だ
っ
た
か
ら
な
の

か
の
う
。

▲武器形木製品（八王子遺跡）

▲木製の甲　左：表　右：裏（下懸遺跡）

要

部

受
部

握

部

鐓
部

▲団扇の復元図と出土遺物（惣作遺跡）
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第 6章

こ
れ
何
だ
ろ
う
？

む
ら
び
と
た
ち
は
何
で
も
ワ
シ
ら
で
作
っ
て
お
っ
た
か
ら
の
う
。

ず
い
ぶ
ん
い
ろ
ん
な
モ
ノ
が
あ
っ
た
わ
い
。

ワ
シ
の
孫
や
ひ
孫
の
代
の
人
た
ち
が
見
て
も
、
こ
れ
は
何
に
使
っ

た
の
か
わ
か
ら
ん
じ
ゃ
ろ
う
の
う
。

み
ん
な
も
、
ち
ょ
こ
っ
と
考
え
て
く
れ
ん
か
。

ケヤじい

▲４つの四角い窓をもつ円盤状の木製品（姫下遺跡）

▲半円形のくりこみをもつ木製品（姫下遺跡）

▲同心円の彫り込みをもつ木製品
　　（八王子遺跡）
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第 7章

未
来
に
残
す

ワ
シ
ら
木
で
作
っ
た
も
の
は
の
う
、
石
や
土
で
作
っ
た
も

の
と
違
っ
て
、
時
が
た
つ
と
、
た
い
て
い
は
腐く

さ

っ
て
し
ま
う

の
じ
ゃ
。

で
も
、
う
ま
く
条
件
が
揃そ

ろ

う
と
、
の
ち
の
ち
ま
で
も
残
る

こ
と
が
あ
る
。
ワ
シ
ら
で
作
っ
た
も
の
が
生
き
残
っ
た
時
に

は
、
カ
ラ
ダ
の
な
か
に
水
が
い
っ
ぱ
い
入
っ
て
お
る
ん
じ
ゃ
。

で
も
、
こ
の
水
気
が
抜
け
て
し
ま
う
と
、
す
っ
か
り
か
た

ち
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
。
だ
か
ら
掘
り
出
し
た
人
た

ち
は
、
ワ
シ
ら
の
か
た
ち
が
変
わ
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、

い
ろ
ん
な
工
夫
を
し
て
き
た
。
お
か
げ
で
、
こ
う
し
て
み
ん

な
に
見
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
じ
ゃ
。

ワ
シ
ら
が
も
と
も
と
生
き
て
お
っ
た
森
も
の
う
、
す
っ
か

り
変
わ
っ
て
し
も
う
た
。
昔
の
森
は
、
い
ろ
ん
な
種
類
の
木

が
生
え
て
お
っ
た
。
だ
か
ら
、
む
ら
び
と
た
ち
も
、
木
の
性

質
に
よ
っ
て
、
道
具
を
作
り
わ
け
る
こ
と
を
覚
え
た
ん
じ
ゃ

な
。と

こ
ろ
が
の
う
、
の
ち
の
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
使
い

や
す
い
木
ば
か
り
植
え
始
め
た
ん
じ
ゃ
。
そ
う
、
ス
ギ
と
ヒ

ノ
キ
じ
ゃ
よ
。
特
に
ス
ギ
は
育
ち
が
早
い
か
ら
、
ど
ん
ど
ん

植
え
て
い
っ
た
ん
じ
ゃ
。

人
が
植
え
た
森
は
の
う
、
き
ち
ん
と
人
が
手
入
れ
を
し
て

い
る
間
は
、
素
直
に
ス
ク
ス
ク
と
育
つ
ん
じ
ゃ
。
で
も
の
う
、

あ
る
時
か
ら
、
海
の
外
で
育
っ
た
ワ
シ
ら
の
仲
間
が
入
っ
て

ケヤじい
▲手入れが行き届かず荒れた人工林（写真：豊田市森林課提供） ▲木製品の保存処理をする機械（PEG 含浸装置）
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く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
の
う
、
人
が
植
え
て
育
て

て
き
た
森
の
手
入
れ
を
怠

お
こ
た

る
よ
う
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
。

そ
の
結
果
、
ど
う
な
っ
た
と
思
う
？

人
が
手
入
れ
し
て
い
な
い
、
荒
れ
放
題
の
森
で
育
っ
た

ス
ギ
は
、
家
の
柱
に
も
使
っ
て
も
ら
え
ん
し
、
花
粉
症
を

引
き
起
こ
す
。
地
面
に
保
水
力
が
な
い
の
で
、
洪
水
の
原

因
に
も
な
る
ん
じ
ゃ
。

ワ
シ
ら
が
育
っ
て
き
た
日
本
の
国
は
の
う
、
知
っ
て
の

と
お
り
石
油
が
と
れ
ん
。
原
子
力
と
や
ら
も
危
な
い
こ
と

が
、
あ
の
東
日
本
大
震
災
と
大
津
波
で
、
み
ん
な
も
よ
く

わ
か
っ
た
じ
ゃ
ろ
う
。

こ
れ
か
ら
は
、
お
日
さ
ま
、
風
、
水
、
そ
し
て
ワ
シ
ら

木
の
出
番
じ
ゃ
。

こ
こ
豊
田
の
地
で
も
、
炭す

み
が
ま窯

で
ワ
シ
ら
を
活
用
し
て
く

だ
さ
る
あ
り
が
た
い
人
た
ち
が
が
ん
ば
っ
て
お
る
。
炭
で

焼
い
た
肉
や
魚
は
ウ
マ
い
ぞ
！
薪
ス
ト
ー
ブ
も
暖
か
い
。

木
で
建
て
た
家
は
住
み
心
地
も
い
い
し
、
伐
っ
て
も
ら
え

る
こ
と
で
ワ
シ
ら
も
新
た
な
命
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
ん

じ
ゃ
。

人
と
ワ
シ
ら
は
、
こ
れ
ま
で
も
う
何
千
年
、
い
や
、
何

万
年
も
一
緒
に
暮
ら
し
て
き
た
ん
じ
ゃ
。

こ
れ
か
ら
も
、
よ
ろ
し
く
な
。

▲野林町の炭窯（写真：梶 誠氏提供） ▲よく手入れされた人工林（写真：豊田市森林課提供）
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