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石い
し
は
ら原
遺
跡
の
「
石
原
」
と
は
？

図 2　「川向村絵図」（元文元年［1736 年］、
『設楽町誌』所収）の一部をもとに
作成した石原遺跡周辺の状況図

図 1　石原遺跡の発掘調査（南東から、遺物包含層の掘削作業）

 　

表ひ
ょ
う
ど土

掘く
っ
さ
く削

の
終
わ
っ
た
石
原
遺
跡
で
は
、
礫れ
き

を
多
く
含
む
土
層
を
掘
る
作
業
が
続
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
礫
に
は
拳
こ
ぶ
し

大だ
い

か
ら
人じ
ん
と
う
だ
い

頭
大
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
が
あ
り
、
丸
み
の
あ
る
円え
ん
れ
き礫

も
あ
り
ま
す
が
、
大
半
は
角か
く
れ
き礫
で
す
。
こ
の
よ
う
な
礫
層
は
土ど

石せ
き

流り
ゅ
うの
痕
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
し
て
礫
層
を
除
去
す
る
と
、
そ
の
下
か
ら
は
黒
い
砂
の
層
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
こ
れ
は
縄
文
土
器
だ
ね
え
！
」「
こ
っ
ち
に
は
磁じ

き器
が
あ
る
よ
」
そ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し

た
。
土
器
の
出
土
す
る
遺い

物ぶ
つ

包ほ
う
が
ん
そ
う

含
層
に
た
ど
り
着
い
た
瞬
間
で
す
。
こ
う
し
て
石
原
遺
跡
は
、
江

戸
時
代
以
降
の
土
石
流
に
覆
わ
れ
た
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
（
図
１
）。

　

江
戸
時
代
の
半
ば
頃
に
作
成
さ
れ
た
川
向
村
の
村
絵
図
に
は
、
石
原
遺
跡
と
そ
の
周
辺
が
描
か

れ
て
い
ま
す
（
図
２
）。
そ
こ
に
は
「
石
原
畑
」
と
い
う
地
名
が
記
さ
れ
、「
荒
地
所
」
と
し
て
区

分
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
一
面
に
石
が
広
が
る
荒
地
で
耕
作
に
あ
ま
り
向
か
な
い
土
地
と
認
識
さ

れ
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
同
絵
図
で
は
、
こ
の
「
石
原
畑
」
の
斜
め
上
（
北
東
方
向
）
に
あ
る
「
わ

で
」
と
い
う
土
地
も
「
荒
地
所
」
と
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
「
わ
で
」

方
面
か
ら
の
土
石
流
が
溜
ま
っ
て
「
石
原
畑
」
を
形
成
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

図９　黒曜石剥片（南から）

図８　 縄文土器（西から）

図 10　磁器（南から）

図６ トレンチ内遺物出土状況（南から）

図７ Ａ区西側土石流堆積層除去面
（南東から、手前の黒色土は遺物包含層）

　

石
原
遺
跡
の
調
査

　

六
月
か
ら
実
施
し
て
い
る
石
原
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、
Ａ
・
Ｂ
区
と
調
査
区
を
東
西
に
分

割
し
た
う
ち
、
現
在
は
Ａ
区
（
東
側
）
の
調
査
の
真
っ
只
中
で
す
。
東
端
よ
り
、
重
機
に
よ

る
表
土
掘
削
か
ら
開
始
し
た
後
、
人
力
に
よ
る
掘
削
作
業
（
包
含
層
掘
削
〜
遺い
こ
う
け
ん
し
ゅ
つ

構
検
出
）
に

主
な
作
業
が
移
っ
て
き
ま
し
た
（
作
業
工
程
の
流
れ
は
設
楽
発
掘
通
信
№
三
七
を
参
照
）。

　

Ａ
区
東
側
で
は
、
縄
文
土
器
や
石
器
な
ど
が
出
土
す
る
遺
物
包
含
層
が
一
定
の
広
が
り
で

残
っ
て
い
る
こ
と
が
、調
査
区
の
端
に
設
定
し
た
ト
レ
ン
チ
に
お
い
て
確
認
さ
れ
ま
し
た（
図

６
）。
層
の
広
が
り
を
平
面
と
断
面
で
捉
え
た
後
に
掘
り
下
げ
て
い
き
、
掘
り
終
え
た
と
こ

ろ
で
遺
構
を
探
す
（
検
出
す
る
）
こ
と
に
な
り
ま
す
。
果
た
し
て
ど
ん
な
遺
構
が
見
つ
か
る

の
か
、
期
待
は
ふ
く
ら
み
ま
す
。

　

一
方
、
Ａ
区
西
側
（
遺
跡
中
央
部
付
近
）
で
は
、
角
礫
を
多
く
含
む
土
石
流
堆
積
層
が

地じ
や
ま山

直
上
ま
で
堆
積
し
て
お
り
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
遺
物
包
含
層
が
流
さ
れ
て
消
失
し
て

い
る
状
況
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
地
山
や
残
っ
て
い
る
遺
物
包
含
層
（
図
７
）
に
は
、
人

頭
大
か
そ
れ
以
上
の
大
き
さ
の
礫
が
多
く
喰
い
込
ん
で
い
る
状
況
が
見
ら
れ
、
ま
さ
に
「
石

原
」
と
い
う
字あ
ざ

名な

に
ふ
さ
わ
し
い
景
観
が
現
れ
て
き
ま
し
た
。

　

遺
物
は
、
地
点
に
よ
っ
て
多
い
少
な
い
は
あ
る
も
の
の
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
Ａ
区
全
域
か

ら
出
土
し
て
い
ま
す
。
特
に
上
述
の
遺
物
包
含
層
か
ら
の
出
土
点
数
が
多
く
、
縄
文
時
代
の

土
器
（
図
８
）
や
石
器
（
図
９
）
か
ら
、
近
世
以
降
の
磁
器
（
図
10
）
ま
で
が
混
在
し
て
出

土
し
て
い
た
り
、
場
所
に
よ
っ
て
は
縄
文
時
代
の
石
器
よ
り
も
下
位
か
ら
中
近
世
の
陶
磁
器

が
出
土
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
上
述
の
土
石
流
や
植
林
前
ま
で
行
わ
れ
て

い
た
水
田
や
畑
な
ど
の
耕
作
に
よ
っ
て
攪か
く
は
ん拌

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

図
８
の
縄
文
土
器
は
、
境
川
に
面
し
た
調
査
区
南
端
部
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
す
。
破
片

で
は
あ
り
ま
す
が
、「
沈ち
ん
せ
ん線
」
と
呼
ば
れ
る
文
様
が
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
、
今
後
よ
り
大
き

な
破
片
が
見
つ
か
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。　
　
（
安
あ
ん
ざ
い
こ
う
ぎ
ょ
う

西
工
業
株
式
会
社　

鷺さ
ぎ
さ
か坂 

有ゆ
う
ご吾

）

延
坂

わ
で

石
原
畑

田
苅
村 

境

田畑
荒地所

川

　

石
原
遺
跡
の
黒
い
遺
物
包
含
層
が

絵
図
作
成
当
時
の
地
表
面
な
の
か
ど

う
か
は
慎
重
に
調
べ
て
い
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
が
、
さ
ら
に
古
い
縄
文
時
代
に

は
ど
の
よ
う
な
地
形
だ
っ
た
の
か
、
包

含
層
の
先
（
す
な
わ
ち
下
層
）
の
状

況
が
今
後
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

 

永な
が

井い

邦く
に
ひ
と仁
） 
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図５　  西尾市八王子貝塚出土板状土偶　
　　（西尾市教育委員会蔵　愛知県指定文化財）
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石
製
の
人ひ

と
が
た形
・
岩が

ん
ぐ
う
が
ん
ば
ん
る
い

偶
岩
版
類
に
つ
い
て　

　

平
成
二
十
九
年
度
ま
で
に
行
わ
れ
た
設
楽
ダ
ム
関
連
の
発
掘
調
査
で
は
、
岩
偶
岩
版
類
と

呼
ば
れ
る
遺
物
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
ま
す
。
す
で
に
『
設
楽
発
掘
通
信
』
で
何
度
か

取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
当
地
域
を
特
徴
付
け
る
重
要
な
遺
物
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
資
料
を
集
め
て
み
ま
し
た
。

　

図
３
は
、
平
成
二
十
九
年
度
に
調
査
さ
れ
た
、
小
松
地
区
の
マ
サ
ノ
沢さ
わ

遺
跡
出
土
資
料
で

す
。
1
〜
３
は
、
配は
い
せ
き石
墓ぼ

と
さ
れ
た
一
つ
の
土ど

坑こ
う

か
ら
出
土
し
た
も
の
で
す
。
分ふ
ん
ど
う
が
た

銅
形
を

し
た
扁
平
な
も
の
に
、
肩
部
の
表
現
で
し
ょ
う
か
、
一
面
の
み
横
方
向
へ
溝
が
施
さ
れ
て
い

ま
す
。
同
じ
様
な
形
・
加
工
の
も
の
で
、
異
な
る
大
き
さ
の
も
の
が
一
括
し
て
出
土
し
た
事

例
と
し
て
、注
目
さ
れ
ま
す
。
４
は
ハ
ー
ト
形
土ど

偶ぐ
う

と
同
じ
土
坑
か
ら
出
土
し
た
資
料
で
す
。

楕
円
形
の
円
盤
状
の
も
の
に
、
横
中
央
に
は
細
い
線せ
ん
こ
く刻
が
施
さ
れ
、
片
面
に
は
パ
ン
ツ
状
あ

る
い
は
腰こ
し
み
の蓑
状
の
文
様
と
お
ぼ
し
き
密
集
し
た
線
刻
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

図
４
は
小
松
地
区
の
笹
さ
さ
だ
い
ら平
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
資
料
で
す
。
５
〜
11
は
平
成
二
十
七
年

度
調
査
の
出
土
資
料
、
12
・
18
は
奥
三
河
郷
土
館
所
蔵
資
料
、
13
〜
17
は
個
人
の
方
の
所
蔵

資
料
で
す
。
扁
平
な
礫
を
用
い
て
横
（
短
軸
）
方
向
へ
の
線
刻
あ
る
い
は
溝
が
施
さ
れ
て
い

る
も
の
が
多
い
一
方
、
縦
（
長
軸
）
方
向
に
も
線
刻
・
溝
の
あ
る
も
の
、
縦
方
向
の
み
の
も

の
も
あ
り
ま
す
。
線
刻
で
は
12
・
13
の
よ
う
に
放
射
状
や
複
雑
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
12
・

14
・
17
で
は
、
敲こ
う

打だ

や
穿せ
ん
こ
う孔

の
痕
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
12
・
14
で
は
赤
せ
き
し
ょ
く
が
ん
り
ょ
う

色
顔
料
の
付
着
が
残
っ

て
い
ま
し
た
。
扁
平
な
板
状
の
も
の
が
多
い
で
す
が
、
８
・
12
は
断
面
の
形
が
楕
円
形
で
、

厚
み
の
あ
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
板
状
で
は
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
岩
偶
岩
版
類
は
、
形
状
か
ら
人
形
を
表
し
た
石
製
品
で
、
お
祀ま
つ

り
な
ど
の
行
為
に

よ
っ
て
、線
刻
な
ど
が
入
れ
ら
れ
、磨す

ら
れ
、敲た
た

か
れ
、穿
孔
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
資
料
は
、
東
海
地
域
で
は
こ
れ
ま
で
縄
文
時
代
後
期
中
葉
以
降
か
ら
使
用
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
マ
サ
ノ
沢
遺
跡
で
岩
偶
岩
版
類
が
出
土
し
た

遺
構
は
、縄
文
時
代
後
期
前
葉
（
今
か
ら
約
四
千
年
前
頃
）
の
所
産
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、

出
土
し
た
岩
偶
岩
版
類
も
、こ
の
時
期
ま
で
遡
る
可
能
性
が
出
て
き
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
、

整
理
・
報
告
の
結
果
を
待
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
今
後
は
、
西
尾
市
八は
ち
お
う
じ

王
子
貝
塚
な
ど
で

多
く
出
土
す
る
板ば
ん
じ
ょ
う
ど
ぐ
う

状
土
偶
と
の
関
連
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

川か
わ
ぞ
え
か
ず
あ
き

添
和
暁
）

図３　  マサノ沢遺跡出土 岩偶岩版類
（愛知県教育委員会蔵）

図４　  笹平遺跡出土 岩偶岩版類（12・18 は奥三河郷土館蔵、
13 ～ 17 は原田理一氏蔵、それ以外は愛知県教育委員会蔵）
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図 1　石原遺跡の発掘調査（南東から、遺物包含層の掘削作業）
 　

表ひ
ょ
う
ど土

掘く
っ
さ
く削

の
終
わ
っ
た
石
原
遺
跡
で
は
、
礫れ
き

を
多
く
含
む
土
層
を
掘
る
作
業
が
続
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
礫
に
は
拳
こ
ぶ
し

大だ
い

か
ら
人じ
ん
と
う
だ
い

頭
大
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
が
あ
り
、
丸
み
の
あ
る
円え
ん
れ
き礫

も
あ
り
ま
す
が
、
大
半
は
角か
く
れ
き礫
で
す
。
こ
の
よ
う
な
礫
層
は
土ど

石せ
き

流り
ゅ
うの
痕
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
し
て
礫
層
を
除
去
す
る
と
、
そ
の
下
か
ら
は
黒
い
砂
の
層
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
こ
れ
は
縄
文
土
器
だ
ね
え
！
」「
こ
っ
ち
に
は
磁じ

き器
が
あ
る
よ
」
そ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し

た
。
土
器
の
出
土
す
る
遺い

物ぶ
つ

包ほ
う
が
ん
そ
う

含
層
に
た
ど
り
着
い
た
瞬
間
で
す
。
こ
う
し
て
石
原
遺
跡
は
、
江

戸
時
代
以
降
の
土
石
流
に
覆
わ
れ
た
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
（
図
１
）。

　

江
戸
時
代
の
半
ば
頃
に
作
成
さ
れ
た
川
向
村
の
村
絵
図
に
は
、
石
原
遺
跡
と
そ
の
周
辺
が
描
か

れ
て
い
ま
す
（
図
２
）。
そ
こ
に
は
「
石
原
畑
」
と
い
う
地
名
が
記
さ
れ
、「
荒
地
所
」
と
し
て
区

分
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
一
面
に
石
が
広
が
る
荒
地
で
耕
作
に
あ
ま
り
向
か
な
い
土
地
と
認
識
さ

れ
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
同
絵
図
で
は
、
こ
の
「
石
原
畑
」
の
斜
め
上
（
北
東
方
向
）
に
あ
る
「
わ

で
」
と
い
う
土
地
も
「
荒
地
所
」
と
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
「
わ
で
」

方
面
か
ら
の
土
石
流
が
溜
ま
っ
て
「
石
原
畑
」
を
形
成
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

図９　黒曜石剥片（南から）

図８　 縄文土器（西から）

図 10　磁器（南から）

図６ トレンチ内遺物出土状況（南から）

図７ Ａ区西側土石流堆積層除去面
（南東から、手前の黒色土は遺物包含層）

　

石
原
遺
跡
の
調
査

　

六
月
か
ら
実
施
し
て
い
る
石
原
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、
Ａ
・
Ｂ
区
と
調
査
区
を
東
西
に
分

割
し
た
う
ち
、
現
在
は
Ａ
区
（
東
側
）
の
調
査
の
真
っ
只
中
で
す
。
東
端
よ
り
、
重
機
に
よ

る
表
土
掘
削
か
ら
開
始
し
た
後
、
人
力
に
よ
る
掘
削
作
業
（
包
含
層
掘
削
〜
遺い
こ
う
け
ん
し
ゅ
つ

構
検
出
）
に

主
な
作
業
が
移
っ
て
き
ま
し
た
（
作
業
工
程
の
流
れ
は
設
楽
発
掘
通
信
№
三
七
を
参
照
）。

　

Ａ
区
東
側
で
は
、
縄
文
土
器
や
石
器
な
ど
が
出
土
す
る
遺
物
包
含
層
が
一
定
の
広
が
り
で

残
っ
て
い
る
こ
と
が
、調
査
区
の
端
に
設
定
し
た
ト
レ
ン
チ
に
お
い
て
確
認
さ
れ
ま
し
た（
図

６
）。
層
の
広
が
り
を
平
面
と
断
面
で
捉
え
た
後
に
掘
り
下
げ
て
い
き
、
掘
り
終
え
た
と
こ

ろ
で
遺
構
を
探
す
（
検
出
す
る
）
こ
と
に
な
り
ま
す
。
果
た
し
て
ど
ん
な
遺
構
が
見
つ
か
る

の
か
、
期
待
は
ふ
く
ら
み
ま
す
。

　

一
方
、
Ａ
区
西
側
（
遺
跡
中
央
部
付
近
）
で
は
、
角
礫
を
多
く
含
む
土
石
流
堆
積
層
が

地じ
や
ま山

直
上
ま
で
堆
積
し
て
お
り
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
遺
物
包
含
層
が
流
さ
れ
て
消
失
し
て

い
る
状
況
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
地
山
や
残
っ
て
い
る
遺
物
包
含
層
（
図
７
）
に
は
、
人

頭
大
か
そ
れ
以
上
の
大
き
さ
の
礫
が
多
く
喰
い
込
ん
で
い
る
状
況
が
見
ら
れ
、
ま
さ
に
「
石

原
」
と
い
う
字あ
ざ

名な

に
ふ
さ
わ
し
い
景
観
が
現
れ
て
き
ま
し
た
。

　

遺
物
は
、
地
点
に
よ
っ
て
多
い
少
な
い
は
あ
る
も
の
の
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
Ａ
区
全
域
か

ら
出
土
し
て
い
ま
す
。
特
に
上
述
の
遺
物
包
含
層
か
ら
の
出
土
点
数
が
多
く
、
縄
文
時
代
の

土
器
（
図
８
）
や
石
器
（
図
９
）
か
ら
、
近
世
以
降
の
磁
器
（
図
10
）
ま
で
が
混
在
し
て
出

土
し
て
い
た
り
、
場
所
に
よ
っ
て
は
縄
文
時
代
の
石
器
よ
り
も
下
位
か
ら
中
近
世
の
陶
磁
器

が
出
土
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
上
述
の
土
石
流
や
植
林
前
ま
で
行
わ
れ
て

い
た
水
田
や
畑
な
ど
の
耕
作
に
よ
っ
て
攪か
く
は
ん拌

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

図
８
の
縄
文
土
器
は
、
境
川
に
面
し
た
調
査
区
南
端
部
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
す
。
破
片

で
は
あ
り
ま
す
が
、「
沈ち
ん
せ
ん線
」
と
呼
ば
れ
る
文
様
が
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
、
今
後
よ
り
大
き

な
破
片
が
見
つ
か
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。　
　
（
安
あ
ん
ざ
い
こ
う
ぎ
ょ
う

西
工
業
株
式
会
社　

鷺さ
ぎ
さ
か坂 

有ゆ
う
ご吾

）

延
坂

わ
で

石
原
畑

田
苅
村 

境

田畑
荒地所

川

　

石
原
遺
跡
の
黒
い
遺
物
包
含
層
が

絵
図
作
成
当
時
の
地
表
面
な
の
か
ど

う
か
は
慎
重
に
調
べ
て
い
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
が
、
さ
ら
に
古
い
縄
文
時
代
に

は
ど
の
よ
う
な
地
形
だ
っ
た
の
か
、
包

含
層
の
先
（
す
な
わ
ち
下
層
）
の
状

況
が
今
後
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

 

永な
が

井い

邦く
に
ひ
と仁
） 




