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2 富山県竹ノ内Ⅱ遺跡における自然科学分析

・No25

イネ 9が同定された。

・No26

イネ 6,オ オムギ 1,ム ギ類 lが同定された。ほかに不明 1,戊化材 1が認められた。

5.考祭

竹ノ内H遺跡出上の炭化種実について同定を行った。その結果,ア カメガシワ,イ ネ,イ ヌビエ属 ,

オオムギ,ム ギ類,イ シミカワ,タ デ属,ササゲ属,マメ科が同定された。イネ,オ オムギ,ム ギ類,サ

サゲ属,マメ科は栽培植物である。イネ (炭化米)は多量に同定され,基本的に弥生時代以降比較的多

く検出され出土例が多い。オオムギは古墳時代以降の遺跡より出土例が多くなる。ササゲ属は縄文時

代では単独で出土し,弥生時代にはイネと伴に出上し中世には栽培が盛行する。イネ (炭化米)と オオ

ムギ,ササゲ属の畑作物が伴う栽培植物群は,各地の中世の時期に多くみられる。アカメガシワは二次

林性の樹木で,イ ヌビエ属,イ シミカワ,タ デ属は人里植物ないし耕地雑車の性格をもつ。

参考文献

笠原安夫 (1985)日 本雑草図説 ,養賢堂 ,494p

笠原安夫 (1988)作物および日畑雑草種類 弥生文化の研究第 2巻生業 ,雄山閣,p131-139.

南木睦彦(1991)栽培植物 古墳時代の研究第4巻生産と流通 I,雄 山閣,p165-174

南木陸彦 (1993)葉・果実・種子 日本第四紀学会編 ,第四紀試料分析法 ,東京大学出版会 ,p276-283

吉崎昌― (1992)古代雑穀の検出 月刊考古学ジャーナル No 355,ニ ューサイエンス社 ,p2-14

HI.炭化米の DNA鑑定

1.は じめに

竹ノ内 H遺跡は黒部川右岸に広がる扇状地上に位置する古代と中世の遺跡である。この Al区 より

鎌倉～室町時代 (13～ 14世紀)を 中心とする中世遺構が出上 した。掘立柱建物,土坑などの遺構 より

中世土師器,山茶椀,漆器椀,砥石 とともに炭化 した種子が出上 した。ここでは,こ のイネ種子の形態

観察ならびにDNA分析をおこなった。

2.材料 と方法

サンプルは8遺構 11箇所より検出された 224点の炭化種子である (表 1)。 表 1の出土地点の空欄

は層位の未記載を示す。まず,光学顕微鏡によりすべてのサンプルの形態観察をおこない,炭化したイ

ネ種子を特定した。顕微鏡画像をデジタル保存後,Image」 ソフトを用いて,こ れらの長さと幅を計測

した。このデータをもとに長幅比 (長さ/幅 ),粒大 (長さ×幅)を算出し,出土地点別に特性を検討した。

イネ種子のうち,状態の良い 29点 をDNA抽出に用いた (写真 )。 各々のサンプルを超音波洗浄し
,

700/Oエ タノールを噴霧し表面を除菌した。減菌済みのステンレスビーズ (分銅)と ともにサンプルを

滅菌チューブに入れ,マルチビーズショッカー (安井器械製 )|こ より粉砕した。全 DNAの抽出には

NaOHを用いたアルカリ抽出法 (青木ら,1999)を 一部改変した改変アルカリ抽出法を用いた。これは
,

従来より出土遺物のDNAを抽出する際に用いられている方法である。ここでは核・葉緑体の金 DNA

2∂θ



第Ⅷ章 自然科学分析

サンプル番号 遺物番号   遺構コード 出土地点 長さ(mm)幅(mm) 長幅比 粒大 抽出サンプル

1

2

3

4

6

7

8

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

49

50

52

53

54

55

56

57

13

13

13

13

13

13   AlSK177

AlSP70(SB15)

AlもP70(SB15)

AlもP70(SB15)

A16P70(SB15)

AlるP70(SB15)

AlもP70(SB15)

AlるP70(SB15)

Al―SP70(SB15)

Al SP70(SB15)

Al―SP70(SB15)

Al―SP70(SB15)

Al SP70(SB15)

AlSP70(SB15)

Al―SK146

Al―SK146

AlもK146

AlSK146

AlSK146

AlSK146

Al―SK146

Al―SK146

Al―SK146

Al―SK146

AlSK146

AlもK146

AlもK146

AlSK146

AlもK146

AlSK146

Al―SK146

AlSK146

AlもK146

AlもK146

AlもK146

A16K146

AlGK146

AlもK146

Al―SK146

A16K146

A16K146

AlSK146

AlSK146

AlSK146

AlSK146

Al―SK177

AlもK177

AlもK177

AlもK177

AlSK177

上層

上層

上層

上層

中～下層

中～下層

中～下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

中～下層

中～下層

中～下層

中～下層

中～下層

中～下層

4.7

46

45

35

4.6

45

43

50

48

52

46

48

40

45

42

5,0

46

52

52

49

4.4

4.3

46

5,0

55

53

48

49

50

49

44

4.6

48

47

46

49

53

45

43

47

43

47

34

3.5

44

47

4.6

42

49

4.4

2.4

26

2.6

22

26

21

25

22

2.7

25

26

26

21

2.7

26

25

28

31

29

32

26

2.6

32

30

28

3.0

30

32

30

28

22

25

2.1

2.5

27

2.5

32

25

2.5

24

2.2

2.2

2.0

2.0

26

23

25

25

26

22

195

175

177

1.58

172

2.07

176

228

178

209

180

184

194

170

1.60

204

1.68

1,70

177

154

1.65

169

143

1.69

1.95

1.79

159

153

166

176

199

184

2.24

1.89

172

194

165

1.78

1,75

1.95

1.92

216

168

176

169

2.10

187

170

1.91

205

112

11.8

11.6

77

12.0

96

108

107

12.9

130

119

12.7

82

121

112

12.4

128

159

15.3

15.4

11.6

11.0

150

14.8

15.6

15.6

14.3

15,4

15.0

137

9.5

114

102

118

12.2

12.2

170

115

106

115

97

10.2

69

70

11.4

107

113

10.5

125

96

S

S

S

S

S

S

S Tm

ｍ

一
　

一　
Ｓ
　
一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一　
Ｔ
　
一
　

一
　

一
　

一
　

一　
Ｓ
　
一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一　
Ｓ
　
一
　

一
　

一　
Ｓ

Ｓ

S:DNA抽 出にもちいたサンプル

STm:上記の抽出サンプルのうちDNA増幅で温帯ジヤポニカと特定せれたものをTmと記載した

表 1 サンプル リス トと長幅比 (1)



2 富山県竹ノ内Ⅱ遺跡における自然科学分析

サンカレ番号  遺物番号   遺構コード    出土地点  長さ(mm)幅(mml  長幅比   粒大   抽出サンプル

58

59

60

61

62

64

69

70

71

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

98

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

120

121

122

123

124

125

126

13   AlSK177
13      Al― SK177

13      Al― SK177

13      Al― SK177

13   Alも K177

13   Al― SK177

15   Alも K250

15     Al― SK250

15     Al SK250

15   Alも K250

15   Alも K250

15     Al― SK250

15     Al― SK250

15   AlSK250
15   AlSK250
15   Al― SK250

15     Al― SK250

15   Al SK250

15   AlSK250
15   Alも K250

15     Al― SK250

15   Al― SK250

15   AlSK250
15   AlSK250
15   Al― SK250

15     Al― SK250

15   Alも K250

15   Al馬 K250

15   Alも K250

15     Al― SK250

15     Al― SK250

15      Al SK250

15   AlSK250
15   A16K250
15     Al― SK250

15     Al SK250

15   AlSK250
15   AlSK250
15   Alも K250

15   Al SK250

15   Al― SK250

15     Al― SK250

15   AlSK250
17   Al SP287(SB21) 中～下層

19      Al― SK374

19      Al― SK374

19      Al SK374

19   AlSK374
19   Alも K374

19   Al― SK374

98       -
73       -
7.8        -

73       -
67       -
44       -
163        S

141         -―

122         S

125          -―

115          -―

124         -―

12,2           -

105          -―

104         -―

106            -

12,7          S

106           -

12 8      S Tm

l■4       S
10 6     S Tm
ll,7         -―

122         -―

106          -―

1■8       -
100            -

90       -
89       -
120            -

11.7          -―

76        -
94       -
105            -

11.6        S

91      S Tm
87       -
85       -
75       -
75       -
71         -―

62       -
52       -
56        -―

92        S

148         -―

139           -

143         -―

169        S

148         -―

153         -―

中～下層

中～下層

中～下層

中～下層

中～下層

中～下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

下層

40       24

4,3         17

42       19

34      21

36         18

30         15

54        30

51         28

4.5        27

47        26

42       27

47       27

40         30

41       25

42       25

41     26
48       27

46        23

46       28

4.6       25

44       24

47       25

44       28

47        23

46       26

43       23

39        23

44        20

43       28

45       26

41      19

40       23

45       23

47       2.5

46       20

41      21

43        20

40        19

36     21
35         2.0

41      15

34       15

37         15

40        23

52        28

50        28

46     31
53         32

55       27

51     30

164

257

226

164

199

201

177

1,83

169

179

156

175

1,33

162

168

157

177

195

168

184

179

187

156

209

178

184

167

218

157

176

221

■71

194

190

235

197

2.21

216

170

■71

266

223

240

178

185

■81

150

165

204

168

表 1 サンプルリス トと長幅比 (2)
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サンプル番号  遺物番号 遺構コード 出土地点 長さ(mm)幅 (mm) 長幅比 粒大 抽出サンプル

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

165

166

167

169

170

171

172

173

175

176

177

178

185

186

188

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

23

23

23

23

23

23

23

23

23

26

26

26

49

51

45

44

45

44

47

42

47

47

4.4

45

43

42

45

40

34

44

43

48

48

47

48

47

45

46

46

43

4,1

45

41

4.0

44

39

36

3.5

30

44

51

48

47

48

56

46

43

50

43

45

35

28

2.7

30

25

27

24

21

25

24

26

23

26

23

24

28

21

21

30

28

30

27

28

2,9

28

24

2.4

27

21

23

23

26

2.3

22

21

■9

2.0

■9

26

26

32

27

2.8

3.6

25

21

20

■8

23

21

174

189

151

176

170

187

218

172

193

185

189

1.75

190

1,74

163

188

161

148

153

161

175

1.67

167

166

189

1.87

1,72

210

177

192

154

171

204

188

196

1,72

■61

171

1,98

149

175

171

156

186

207

246

239

197

172

140

140

134

1■0

120

105

100

105

113

122

103

117

9.6

101

124

83

70

131

119

14.4

131

131

139

135

106

112

121

89

95

106

107

94

97

82

68

72

58

113

130

152

127

136

201

11.6

90

100

78

104

72

S

S

S

S

S

S

S

AlもK374

A■SK374

Al―SK374

AlもK374

AlもK374

Al―SK374

AlもK374

Al―SK374

Al―SK374

AlもK374

Al―SK374

Al―SK374

AlもK374

Al―SK374

AlSK374

Al―SK374

Al―SK374

AlSP511(SB17)

Al―SP511(SB17)

Al―SP511(SB17)

AlもP511(SB17)

Al―SP511(SB17)

AともP511(SB17)

AlもP511(SB17)

A工SP511(SB17)

AlもP511(SB17)

AlもP511(SB17)

Al―SP511(SB17)

AlもP511(SB17)

AlSP511(SB17)

AlSP511(SB17)

AlSP511(SB17)

Al SP511(SB17)

AlもP511(SB17)

AlSP511(SB17)

Al SP511(SB17)

AlSP511(SB17)

Al―SP518(SB16)

Al―SP518(SB16)

AlSP518(SB16)

Al―SP518(SB16)

AlるP518(SB16)

Al―SP518(SB16)

Al SP518(SB16)

AlSP518(SB16)

Al SP518(SB16)

AlSK528

Al―SK528

AlSK528

上～中層

上～中層

上～中層

上～中層

上～中層

上～中層

上～中層

上～中層

上～中層

下層

下層

下層

表 1 サンプルリス トと長幅比 (3)

783
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サンプル画像 I

l a B
サンプル 1

I  E  I  I
サ ンプル 11

■     6
日   B   B B́

サンプル 3

B  I  B
サ ンプル 14

日  B  I 日́

サ ンプル 6

B   E  ‐日

サンプル 17

B  B  E '日
サンプル 53

I B'B ⅢB

サンプル 7

B   B   B ´日

サンプル 20

I E E L´ ′いB

サ ンプル 57

レ

―
カ

Ｂ
Ｂ

ンサ
II B  テBB  B  日

サンプル 71

I‐ 1'‐ 'B・=Tr■■す曹I

サンプル 84

L  tt  B  B

サンプル 80

|  ´日

B B B
サンプル 97

L｀
工

|

~瞬
昭F嘱零瞬腎呼I・

「
寺

B  I 
‐

1「
I^'11■

T:｀
工
B

サンプル 98

B  I  B  I
サ ンプル 120

B   L   B

サンプル 145

サ ンプル 82

1単騨WyX:!|.■ iイ

〕|,T・「
‐
1■司FTEFT魯

サンプル 83

B  H  B  B

サ ンプ ,レ 127

I  J

サンプル 124
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サンプル画像Ⅱ

|: む ■
‐■■●

サ ンプル 169

| :‐ 百・
‐
百

ri!生
,,「 111:

サンプル 178

図 2 増幅した DNA断片の泳動写真

M:マ ーカ (20bp Ladder)

1～5:サ ンプル香号 17,29,82,84,98

6:温帯ジャポニカ (コ シヒカリ)

7:熱帯ジャポニカ (P10)

サンプル 151 サ ンプジレ185
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プライマー名 配列

PSID‐A

PSID―A2

PS■)―B

Wx―Al

Wx―Bl

AAAGATCTAC ATTTCGTAAA CAACATAGAG GAAGAA

CGTCGTGGTG GAAAAATCTG GGTACGTATATT

ATCTGCTACA TTTAAAAGGG TCTCAGGTTG AATCAT

CACCATGTCG OCTCTCACCA

CGACGACGGA GGGGAACC

表 2 RCR増幅に使用 したプライマー

極極小

<8

極小

8.1-120

/1ヽ

12.1-15.9

中

16<

長粒 (L)

2.6-3.0

2.3-2.6

2.0-2.3

１

　

５

　

２‐

２

　

１３

１
■
　
　
　
つ
け
　
　
　
医
υ

８

　

　

６

　

　

７

３

　

　

６

　

　

１

１０

　

２６

　

９

２６

　

２８

　

６

９
，

　

９

ψ
　

ｌ

一

短粒 (S)

1.8-2.0

1.6-1.8

1.4-1.6

円粒 (R)

1.2-1.4

1.0-1.2

149497521合 計

表 3 炭化米の粒形と傾向

時代 サンプル数 長さ 幅 長幅比

弥生   ※

前期

中期

後期

21

30

68

212

4.50

4.27

463

451

2.56

2.66

2.66

2.70

1.78

1.61

1.74

167

古墳 42 4.64 2.97 1.57

余良 11 1.795,05

180つ
ね

Ｏ
Ｏ

２
5,0939

2.14

2.82

平安

鎌倉 13 4.72 2.21

室町 16 5。 14 1.812.84

戦 国 12 442 2.52 1,75

江 戸 19 2.165.45 2.52

竹ノ内Ⅱ遺跡 149 447± 150

※ 時期を特定できない弥生時代のサンプル

表 4 時代別形質比較

2.48± 1.11    183± 0.83
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が平均 して幅,長 さとも大きく,Al―SK250下層より出土したものはもっともばらつきが大きかった。

サンプル長さの平均は 4,47± 1.50,幅は 248± 1,11,長幅比は■83± 0.83であった。これまでの時

代別のデータ (花森,2007)と比較すると,長さは比較的短 く,幅,長幅比ともに鎌倉時代 と室町時代の

中間的な値をとった (表 4)。

イネ種子 29点 よりDNA抽出をおこない,増幅した結果,領域①と②に関してはDNAの増幅断片が

確認できなかった。これはDNAが少量であったこと,ま た,サ ンプルが年数を経ているため DN△ が

断片化し,比較的長い領域を増幅できなかったためと考えられる。また,領域②については核 DNAの

ため,DNA量が少なかったことが原因の一つと思われる。

今回開発したプライマーの領域③では,DNA抽出をおこなった 29点のうち5点のDNA断片が確認

された (図 2)。 図の左がDNA断片の長さを示すスケールのマーカー,レーン1～ 5が出土したイネ

種子由来の増幅したDNA断片である。矢印Aの DNA断片 (約 80bp)は温帯ジャポニカ特有のDNA

断片であり,レーン1～ 5のサンプルでも断片が増幅された。矢印Bは熱帯ジヤポニカを示すおよそ

300bpの断片である。したがって,温帯ジャポニカにはおよそ 220bpの欠失領域が存在する。遺物で

は200bpを 越えるDNA断片は増幅しにくいため,温帯ジャポニカの欠失領域に,熱帯ジヤポニカの領

域を増幅するプライマーを作成し,こ れを用いてPCR増幅したが,熱帯ジャポニカのDNA断片は確

認されなかった。したがって,今回はすべて温帯ジヤポニカの形質を持つイネ種子と考えられる。こ

れまでのランダムプライマーによるデータからも中世には温帯ジャポニカがかなりの割合を占め,そ

れを追認する結果となった。

今回は多くのサンプルがあったため,貴重な形質データが得られた。全国から出土する中世のイネ

種子の形質データが少ないため,特に注目されるデータである。また,温帯ジヤポニカ特有の染色体

上の久失領域でDNA断片が増幅され,極めて精度の高い結果が得られた。今後は中世以降の形質と

DNAデータを蓄積することによって,古代から現代までの連続したイネの傾向や伝播の過程を推定す

ることが可能となるであろう。
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漆器文化財科学研究所 四柳嘉章

1.は じめに

富山県朝 日町竹ノ内 H遺跡は,黒部川右岸の扇状地に立地する古代～中世の複合遺跡であるユ)。 平

成 13年度 Al調査区の 600号井戸から出土 した 2′点の中世漆器について,塗膜分析,赤外分光分析,蛍

光 X線分析,漆器考古学的観察を行ったので,そ の結果を報告する。

2.分析の方法
漆器は階層や価格に応 じた各種の製品が生産され,その品質が考古学的には所有階層復元の手がかり

となる。この品質差を材料や技術的側面から評価する場合,肉眼による表面観察では使用や廃棄後の劣

化を含めた表面の塗 りと加飾部分でしか判断できず,それも専門的な経験に左右される。しかし漆器本

来の耐久・堅牢性は塗装工程にあり,こ の塗膜の下に隠された情報は,塗膜分析によって引き出される。

また塗料及び下地膠着剤の分析は,フ ーリエ変換赤外分光法 (FT一 IR)を ,赤色顔料や蒔絵材料の分

析にはエネルギー分散型蛍光 X線分析をおこなった。なお,本稿で用いる用語については基本的には

漆工用語に従うこととし,意味が曖味で誤解をまねくものについては,以下のように規定して使用する。

①赤色漆

赤色の主な顔料である朱 (HgS)や ベンガラ(Fe203)が未同定の場合には「赤色漆 (未同定 )」 と最初

に断って使用し,同定済みは「赤色 (朱 )漆 」「朱漆」「ベンガラ漆」などと表記する。よく使われる「赤

漆 (あ かうるし)」 は「赤漆 (せ きしつ )」 (木地を蘇芳で染め透漆を施したもの)と の混同をさけるため

に用いない。内外面とも赤色漆の場合は,未同定は「総赤色 (未同定)漆」,同定ずみの場合は「総赤色 (朱 )

漆」,あ るいは慣例による「総 (惣 )朱 」「皆朱」「朱漆器」などを用いる。

②黒色漆と黒色系漆

黒色の顔料である炭素粒子 (ヤ由煙・松煙 )や鉄系化合物粒子などを含むものを「黒色漆」,ま ぎらわし

いが黒色顔料を含まないものを「黒色系漆」として区別する。なぜならば「黒色系漆」においては,黒色

顔料を含まずとも漆自体の表層が茶黒色に変質し,さ らに下地色を反射して肉眼では黒色に見えるから

である。近年の筆者の調査では古代以来こうした方法が一般的と考えられるので,技術や材料科学の上

からも両者の区別が必要となっている。未同定の場合は,は じめに「黒色漆 (未同定 )」 とことわる。内

外面とも黒色漆の場合は「総黒色漆」,同 じく黒色系は「総黒色系漆」(い わゆる「総黒」は両者を含んだ

もの),内面赤色外面黒色は「内赤外黒色漆」,同 じく「内赤外黒色系漆」とする。赤色顔料が同定され

ている場合は「内朱外黒色漆」あるいは「内赤 (ベ ンガラ)外黒色漆」などと呼称する。「表層変質」とあ

るものは,酸化劣化防止層の形成を意味する。赤色漆の色調表現はマンセル値で,「 4R4/11」 とあれば
,

4Rは色相,4/11は 明度 /彩度である。

③下地の分類―漆下地と渋下地

一般の粗い鉱物粒子を用いたものは「地の粉漆下地」,珪藻土使用は「珪藻土漆下地」,よ り細かい砥

の粉類似は「サビ漆下地」,膠使用は「地の粉またはサビ膠下地」,λ溢は漆を用いたものは「炭粉漆下地」,

柿渋を用いたものは「炭粉渋下地」とする。
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3.分析結果

1)塗膜分析

塗膜分析は漆器の内外面数箇所から数 mmの塗膜片を採取 し実体顕微鏡顕で観察 した後,ポ リエ

ステル系樹脂に包埋後その断面を研磨のうえプレパラー トに接着 し,さ らに研磨を加えて (♯ 100～

3000)金属・偏光顕微鏡で観察する方法である。サンプルである手板試料 と比較検討 しながら塗装工程

や下地材料の同定を行うが,こ れによつて表面観察ではわからない製品の品質や時代的地域的な特色が

把握できるので,遺跡における所有階層の推定や製品の流通問題にも迫ることができる。塗膜分析は 1

点につき内外面各 2～ 3点の試料を作成し平均値を算出した。したがつて必ずしも図版のスケールと

は一致しない。下地の戊粉粒子は下記のように3分類する。

細粒…破砕工程が中粒炭務より細かく炭粉粒子は均―で,針葉樹などの木口組織を全くとどめないも

σ )。

中粒…災粉粒子は主に 1～ 2μ m× 5～ 10 μ m程度の針状粒子と長径 5μ m前後の不定形な多角

形粒子などからなり,針葉樹などの木口組織はごく一部にしか認められないもの。

粗粒…破砕工程が粗 く針葉樹などの木口組織を各所にとどめるもの。炭粉粒子は不均―で不定形な

各種形状のものを含み,長径 30μ m前後の針状ないし棒状粒子を含むことが多い。

以下,木胎 (木地)か ら塗装順に呑号 (①～)を付して説明する。

◇No.1(遺物 No。 123,SE600出 土,図版 1)皿 (総黒色系漆 )

器形・表面観察

塗膜だけであるが,総黒色系漆皿の内面全体に赤色 (朱 )漆絵で魚と草花文が施された良品。魚は鱗,

日,日 ,背・胸・尾鰭などの細かな表現が特徴的。草花文 (芦手か)を全体に大胆に配置することで,絵

画的な迫力を醸し出している。なお椀外面の漆絵とも考えたが,全体の配置と柾目痕からみて皿内面と

判断した。赤色のマンセル値は,4R4/11(廉脂 )。 木取りは痕跡からヨコ木 (柾 日)取 りと判断できる。

塗膜分析

内面①炭粉漆下地層。層厚 50 μ m前後。炭粉粒子は中粒。②漆層。層厚 20～ 50μ mo ③漆層。

層厚 20 μ m前後。④漆層。層厚 46 μ m前後。表層 7μ m前後が変質。⑤漆絵の赤色 (朱 )漆層。最

大層厚 10 μ m前後。朱粒子は長径 (以下略)2～ 5μ mの ものとlμ m以下のものが分散。

◇ No。2(遺物 No.122,SE600出 土,樹種ケヤキ,図版 1)椀 (総黒色系漆 )

器形・表面観察

大半は塗膜だけであるが,一部に体部下半の湾曲が残っていたので,総黒色系漆椀と判断できる。外

面には一周するかのように,赤色 (朱 )漆絵による三魚文が描かれている。筆法はNo.1と 異なるが,細

部まで描いている点では共通している。赤色のマンセル値は4R4/11(康脂)。 椀内面は無地。ヨコ木 (柾

目)取 り。

塗膜分析

内外面①炭粉漆下地層。層厚 110 μ m前後。災粉粒子は中粒。②漆層。層厚 24μ m前後。③漆層。

層厚 24μ m前後。④漆層。層厚 39μ m前後。表層 7μ m前後が変質。⑤外面の赤色 (朱 )漆層。最

大層厚 15μ m前後。朱粒子は長径 2～ 12 μ mの粗いものと,lμ m以下の微細なものが分散。

2)赤外分光分析

分光学 (SpectrOscopy)は「光と物質との相互作用によって生じる光の強度やエネルギー変化を調べる

学問」2)で ぁる。固有の振動をしている分子に波長を連続的に変化させて赤外線を照射してゆくと,分
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子の固有振動 と同 じ周波数の赤外線が吸収 され,分子構造に応 じたスペク トルが得 られる。このスペ

ク トルか ら分子構造 を解析する方法 を赤タト線吸収スペク トル法 (Infrared Absorption Spectroscopy)と

ぃぅ
3)。

漆塗膜の分析にはフーリエ変換赤外分光法 (FT― IR)を 用いる。赤外光は近赤外 (波数 14000～

4000cm l,波 長 700nm～ 25μ m),普通赤外 (波数4000～ 400cm l,波長 2.5～ 25 μ m),遠赤外 (波

数 400～ 10cm l,波長 25μ m～ lmm)に 分けられるが,こ こでは通赤外光を用いる。波数は lcm当

たりの波の数で,振動数を光速度で割ったものであり,波長の逆数である。

FT一 IRは普通赤外の倍は波数4000～ 400cm lの 光を2つ の光束に分割し,1つ は固定し(固定鏡 ),

他方の光路長は可動ミラー (可動鏡 )を用いて変化させる。つまり干渉計から位相の異なる光が出る

わけで,2つの光束間の距離が変化すると干渉の結果,加え合わさった部分と差し引かれた部分の系列

が生ずることによって強度の変化が起こる。すなわち干渉図形が得られる。フーリエ変換という数学

的操作を行うと,干渉図形は時間領域から振動数領域のスペクトル点の1つ に変換される。ピス トン

の長さを連続的に変化させ,ミ ラーBの位置を調節し,光束 Bの光路を変化させる。この変化させた

各′点において,つ ぎつぎとフーリエ変換を行うと完全な赤外スペクトルが得られる 4)。 このようにして

得られたスペクトルをあらかじめ得られている基準のスペクトルと比較することによって,塗装液の

同定ができる。試料は2mgを採取しKBr(臭化カリウム)100mgを メノウ鉢で磨り潰して,こ れを錠

剤成形器で加圧成形したものを用いた(錠剤法 )。 測定条件は分解能 4cm l,積算回数 16,ア ポダイゼー

ション関数 Cosine。 図1は その赤外線吸収スペクトル (ノ ーマライズ)で ,縦軸は吸光度 (Abs),横軸

は波数 (cm l)である (測定機器は日本分光製 FT― IR420)。

図1は No.1の下地 (① ),No.2(③ )の上塗り漆塗膜,精製漆塗膜の基準データ(②,岩手県浄法寺産 )

の赤外線吸収スペクトルである。① o③ ともに漆の基準データと一致し,3422cm l(水酸基),2925

cm l(え化水素の非対称伸縮振動),2850 cm l(炭 化水素の対称伸縮振動),1720～ 1710 cm l(カ ル

ボエル基),1650～ 1630 cm l(糖 タンパク),1465cmれ (活性メチレン基),1280～ 1270 cmユ (フ ェ

ノール性 OH),1070～ 1030cmユ (ゴム質)の吸収が確認できる。幾分劣化によるゴム質の増大がみら

れるが,全体に漆成分の残りは良好である。

3)蛍光 X線分析

蛍光 X線分析は試料にX線を当てると,元素特有のX線 (特性 X線ないし固有 X線 )が発生 (放出)

する。この波長と強度を測定することによって元素の定性や定量斉筑 を行う方法。

分析対象 :漆絵赤色顔料の分析

使用機器 :PANalytica1/PW4025,エ ネルギー分散型蛍光 X線分析装置。

使用管球 :Rhタ ーゲット9W。

検出器 :高分解能電子冷却Si半導体検出器。

測定条件 :30kV,20 μ A,フ ィルター Kapton,100sec。

測定室雰囲気 :大気。測定部径はlmm。 サンプルカップに入れて測定。

測定結果 :No.1。 2と も漆絵の赤色顔料は朱 (HgS)。 鉄分 (Fe)の大半は漆からのもの。
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図 1 漆器塗膜の赤外線

吸収スペク トル

① No.1(下地)

②精製漆

(岩手県浄法寺産)

③ No.2(上塗)

分解        4Cm-1
積算回数      16
アポダイゼーション CoSne

図 2 蛍光 X線スペクトル

(No.1 赤色漆絵 )

図 3 蛍光 X線スペクトル

(No.2 赤色漆絵 )
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4.おわりに
竹ノ内 H遺跡 Al調査区の 600号井戸出上の漆器 No.1・ 2について,塗装工程・加飾材料 と意匠,漆

塗膜等について分析結果を報告 してきた。若干の漆器考古学的所見を付 してまとめとしたい。

1)漆器の特徴

木胎の大半が腐食して塗膜だけの状態であったが,塗装工程の解明には十分なデータが得られた。

No.1・ 2と もに,炭粉漆下地 +漆 3層 の同一工程であった (②層は①層中の,炭粉粒子の沈殿により分

離した層との判断もある)。 朱漆絵による車魚文意匠も共通している。椀皿のセットであろう。

草魚文漆絵の意匠は中国産青磁からの写しであるが,鎌倉市内遺跡出土漆器の漆絵では,大半が魚全

体を塗りつぶしており,No.1・ 2の ように細部を表現したものは少ない。声と組み合わせることによっ

て,魚の生きいきした水中での動きが読み取れる,絵画的にも優れた意匠である。渋下地漆器が一般的

な中にあって,漆下地・漆多層塗り・草魚文朱漆絵は,珍品といってよい。所有者の階層推定にも役立

つ情報といえる。

2)漆器の時期

600号井戸内からは中世土師器や珠洲焼とよばれる能登半島産の中世陶器が主に出上している。後者

で年代比定ができるものは,12世紀中～ 13世紀前半のものが多いようである。しかし各地出土漆器の

加飾意匠との比較からすると,13世紀中～ 14世紀前半のものに共通性がみられる。掘立柱建物 20棟

を含む井戸周辺の遺構は13～ 14世紀が中心のようだから,あ ながち矛盾するものではない。共伴遺物

との詳細な検討が待たれる。

以上,分析結果を漆器考古学的観点から紹介した。本稿作成に当たっては,富山県文化振興財団埋蔵

文化財調査事務所金三津道子・朝田亜紀子氏から何かと示教いただいた。厚く御礼申し上げたい。

註

1)金三津道子・内田亜紀子「北陸新幹線関連遺跡発掘調査」F埋蔵文化財調査概要一平成 13年度』富山県文化振興財団埋蔵文化財

調査事務所,2002

2)尾崎幸洋『分光学への招待』産業図書,1997

3)山 田富貴子「赤外線吸収スペクトル法」F機器分析のてびき』化学同人,1988

4)SILVERSTEIN・ WEBSTER,荒 木峻・益子洋一郎ほか訳『有機化合物のスペクトルによる同定法―MS,IR,NMRの 併用 第 6版』

東京化学同人,1999
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漆器塗膜層断面顕微鏡写真

Nol 内面

No2 外面 ×260 No2 外面 (朱塗絵部分拡大 )

分析漆器実測図
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3 竹ノ内Ⅱ遺跡における放射性炭素年代

(AMS測定 )

株式会社 加速器分析研究所

1.測定対象試料

竹ノ内 II遺跡は,富山県下新川郡朝日町長野 (北緯 36° 55′ 54″ ,東経 137° 3r 20〃 )に所在する。

遺跡は黒部川の扇状地右岸の河岸段丘上に位置する。測定対象試料は,SP70(SB15)の 埋上下～中位か

ら出上 した木炭 (6:IAAA‐80572),SP141(SB16)の埋土から出上 した木え (7:IAAA-80573),SP169

(SB18)の埋土上位から出土 した木炭 (8:IAAA-80574),合計 3点である。

2.測定の意義

遺構の年代を決定するための参考とする。

3.化学処理工程

(1)メ ス・ピンセットを使い,根 ・土等の表面的な不純物を取り除く。

(2)酸処理,ア ルカリ処理,酸処理 (AAA:Acid AlkЛ i Acid)に より内面的な不純物を取り除く。最初

の酸処理では lNの塩酸 (80℃ )を用いて数時間処理する。その後,超純水で中性になるまで希釈

する。アルカリ処理では lNの水酸化ナトリウム水溶液 (80℃ )を用いて数時間処理する。なお
,

AAA処理において,ア ルカリ濃度が lN未満の場合,表中にAaAと 記載する。その後,超純水で

中性になるまで希釈する。最後の酸え理では lNの塩酸 (80℃ )を用いて数時間処理した後,超純

水で中性になるまで希釈し,90℃ で乾燥する。希釈の際には,遠心分離機を使用する。

(3)試料を酸化銅と共に石英管に詰め,真空下で封じ切り,500℃ で 30分 ,850℃ で2時間加熱する。

(4)液体窒素とエタノール・ドライアイスの温度差を利用し,真空ラインで二酸化炭素 (C02)を精製

する。

(5)精製した二酸化炭素から鉄を触媒として炭素のみを抽出 (水素で退元)し ,グラフアイトを作製す

る。

(6)グラフアイ トを内径 lmmのカソー ドに詰め,そ れをホイールにはめ込み,加速器に装着する。

4.測定方法

測定機器は,3MVタ ンデム加速器をベースとしたИc_AMS専用装置(NEC Pelletron 9SDH-2)を 使

用する。測定では,米国国立標準局 (NIST)か ら提供されたシュウ酸 (HOxII)を 標準試料とする。こ

の標準試料とバックグラウンド試料の測定も同時に実施する。

5.算出方法

(1)年代値の算出には,Libbyの 半減期 (5568年 )を使用する (Stuiver and Polash 1977)。

(2)HC年代 (Libby Agα yrBP)は ,過去の大気中望C濃度が一定であったと仮定して測定され,1950年

を基準年 (OyFBP)と して遡る年代である①この値は,δ ttCに よって補正された値である。
ИC年代と誤差は,1桁 目を四捨五入して 10年単位で表示される。また,単C年代の誤差 (± lσ )は ,
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試料の ユC年代がその誤差範囲に入る確率が 68.20/Oであることを意味する。

(3)δ ttCは ,試料炭素の おC濃度 (おC//12c)を 測定 し,基準試料か らのずれを示 した値である。同位体

比は,いずれも基準値からのずれを千分偏差 (%。 )で表される。測定には質量分析計あるいは加速

器を用いる。加速器により“C/12cを 測定 した場合には表中に (AMS)と注記する。

(4)pMC(percent Modern Carbon)は ,標準現代炭素に対する試料炭素の“C濃度の割合である。

(5)暦年較正年代とは,年代が既知の試料の“C濃度を元に描かれた較正曲線と照らし合わせ,過去の

“C濃度変化などを補正 し,実年代に近づけた値である。暦年較正年代は,14c年代に対応する較正

曲線上の暦年代範囲であり,1標準偏差 (lσ =68.2%)あるいは2標準偏差 (2σ =95.40/0)で 表示さ

れる。暦年較正プログラムに入力される値は,下一桁を四捨五入 しない 望C年代値である。なお ,

較正曲線および較正プログラムは,データの蓄積によって更新される。また,プログラムの種類に

よっても結果が異なるため,年代の活用にあたつてはその種類 とバージヨンを確認する必要があ

る。ここでは,暦年較正年代の計算に,IntC』04データベース (Reimer et Л 2004)を 用い
,

OxCalv4.0較正プログラム (Bronk Ramsey 1995 Bronk Ramsey 2001 Bronk Ramsey,van der

Plicht and Weninger 2001)を 使用 した。

6.測定結果

望C年代は,SP70出 上の木炭が 800± 30yrBP,SP141出 土の木炭が 800± 30yrBP,SP169出 上の木

炭が 970± 30yrBPである。暦年較正年代 (lσ )は ,SP70出 土試料が 1219～ 1262AD,SP141出 土試

料が 1218～ 1262ADである。SP169出 土試料は 1022～ 1149ADに含まれる。試料の炭素含有率は 65

～ 700/0で あり,十分な値であった。化学処理および測定内容にも問題が無 く,妥当な年代と考えられる。

測定番号 試料名 採取場所
料

態

試

形

理

法

処

方
δ

13c(%。
)

(AMS)

δ BC補正あり

Libby Age yttBP pMC(O/。 )

IAAA-80572 遺構 :SP70(SB15)層 位 !下 ～ 中位 木炭 AAA ‐26.91J=0。 93 800± 30 90,53 生 0.37

IAAA-80573 7 遺構 :SP141(SB16) 木炭 AAA …21.39J=0。 79 800± 30 90,48 ± 0。35

IAAA… 80574 遺構 :SP169(SB19層 位 :上位 木炭 AAA ‐21.86J=0。 52 970■ 30 88.64 ■ 0.33

[科2309]

測定番号
δ
13c補

正なし 暦年較正用

(yrBP)
l 暦年代範囲 2 暦年代範囲

Agc(yrBP) pMC(%)

IAAA‐ 80572 830± 30 9017■ 033 799± 32 219AD-1262AD(68.2%) 1182AD-1276AD(954%)
IAAA-80573 740± 30 15± 032 土 218AD-1262AD(68.2%) 1177AD-1275AD(95.4%)

IAAA‐80574 920■ 30 89.21± 0,32 968上 29

022AD-1047AD(281%)
089AD‐ 1122AD(311%)
139AD-1149AD(89%)

1017AD‐ 1155AD(95.4%)

[参考値 ]
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4 富山県下山新遺跡,下山新東遺跡および柳田遺

跡出土黒曜石の産地推定分析
株式会社 古環境研究所

1.は じめに

下山新遺跡,下山新東遺跡および柳田遺跡で出上した黒曜石製石器について元素分析を行い,原産地

の推定を試みた。分析に際しては,沼津工業高等専門学校望月明彦教授にご協力いただいた。

2.試料 と方法

対象試料は,下 山新遺跡,下山新東遺跡,柳田遺跡より出土した黒曜石製石器26点である(表 1,写真)。

分析装置は,(株)セ イコーインスツルメンッ社製の卓上型蛍光X線分析計SEA-2110Lを使用した。

装置の仕様は,X線管はロジウムRhタ ーゲット,X線検出器はSi(Li)半導体検出器である。測定条件は
,

沢1定時間 240sec,照射径 10mm,電流自動設定 (1-63 μ A,デッドタイムが 200/O未満になるよう自動的

に設定),電圧 50kV,試料室内雰囲気真空に設定 した。産地推定には,蛍光 X線分析によるX線強度

を用いた判別図法 (望月 2004)を 用いた。本方法は,ま ず各試料を蛍光 X線分析装置で測定 し,その測

定結果のうち,カ リウム (K),マ ンガン(Mn),鉄 (Fe)と ルビジウム (Rb),ス トロンチウム (Sr),イ ッ

トリウム (Y),ジルコニウム (Zr)の 合計 7元素の X線強度 (cps i count per second)に ついて,以下

に示す指標値を計算する。

1)Rb分率 =Rb強度×100/(Rb強度 +Sr強度 十Y強度 十Zr強度 )

2)Sr分率 =Sr強度×100/(Rb強度 +Sr強度 十Y強度 +Zr強度 )

3)Zr分率 =Zr強度×100/(Rb強度 +Sr強度 +Y強度 +Zr強度 )

4)Mn強度×100/Fe強度

5)log(Fe強度 /K強度 )

これらの指標値を用いた 2つ の判別図 (横軸 Rb分率一縦軸 Mn強度 ×100/Fe強度の判別図と横軸

Sr分率一縦軸 log(Fe強 度 /K強度)の判別図)を作成 し,各地の原石データと遺跡出土遺物のデータ

を照合 して,原産地を推定する。

3.分析結果

表 1に 産地推定結果を示す。図 1お よび図 2に黒曜石原石の判別図と遺跡出土試料をプロットした

図を示す。なお,両図は視覚的にわかりやす くするため,各判別群を楕円で取 り囲んである。

分析の結果,26試料中 25試料が長野県諏訪エリア星ヶ台群 (SWHD)産 と推定された。判別図によ

る推定結果と多変量解析 (判 別分析)に よる推定結果は極めて良く一致 してお り,推定結果の信頼度は

高いものと考えられる。また,判別分析における帰属確率もすべての試料で 100°/Oであることからも信

頼度は高いと思われる。なお,試料 No.8は産地不明である。

4。 まとめ

下山新遺跡,下山新東遺跡および炒「田遺跡で出上 した黒曜石製石器について蛍光 X線分析による産

地推定を行った。その結果,下山新遺跡 (試料 No.1),下 山新東遺跡 (試料 No.2),柳田遺跡 (試料 No.3
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～ No,7,No9～ No 26)はいずれも長野県諏訪エリア星ヶ台群 (SWHD)産 と判断された。なお,柳田遺

跡の試料 No8については現時点では産地は不明である。同じ組成を持つ黒曜石は,富山県の白岩尾掛

遺跡で 1点,浜黒崎野田・平榎遺跡で 2点検出されている。また,富山市向野池,人母シモヤマではや

はり産地不明の TYXl群が検出されている。これらの不明な群は検出例が少なく,富山県内のみで検

出されている。おそらく,遺跡に近いところに小規模な産地が存在 していたのであろう。

引用文献 。参考文献
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図 1 下山新遺跡,下山新東遺跡,柳田遺跡出土黒曜石判別図 (1)
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図 2 下山新遺跡,下山新東遺跡,柳田遺跡出土黒曜石判別図 (2)
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佐 木々繁喜氏提供試料 (まだ地図には入れていない)

青森

岩手

宮城

小泊  折腰内群

北上川  北上折居1群

北上折居2群

北上折居3群

湯ノ倉群

根岸群

秋保上群

秋保2群

塩電群

KDOK
KK01
KK02

KK03
MZYK
SヽlNG

SDAl

SDA2

SGSG

小泊市折腰内 (8)

水沢市折居 (36),花巻日形田ノ沢 (36),雫石小赤沢 (22)

水沢市折居 (23),花巻日形田ノ沢 (8),雫 石小赤沢 (2)

水沢市折居 (5)

宮崎町湯ノ倉 (54)

色麻町根岸 (48)

仙台市秋保土蔵 (17)

仙台市秋保土蔵 (35)

塩竃市塩竃漁港 (22)

宮崎

色麻

仙台

塩電

都道府県 地図No エリア 新判別群 旧判別群 新記号 旧記号 原石採取地(分析数)

北海道

l 白滝
人号沢群 STHG 赤石山山頂(19),人号沢露頭(31),人号沢(79),

黒曜の沢(6),幌加林道(4)黒曜の沢群 STKY
2 上士幌 三股群 ICSMM 十三ノ沢 (16)

3 置戸 安住群 ODAZ 安住 (25),清水ノ沢 (9)

4 嘔,II

高砂台群 AKTS
高砂台(6)雨紛台(5)春光台 (5)

春光台群 AKSK
5 名寄 布川群 NYHK 市,II(10)

6 新十津川 須田群 STSD 須田 (6)

7 赤井川 曲川群 AIMK 曲川 (25),土木,II(15)

8 豊浦 豊泉群 TUTI 豊泉 (16)

青森
9 木 造 出来鳥群 KDDK 出来島海岸 (34)

深浦 入森 山群 HUHM 人森山公園(8),六角沢 (8),岡 崎浜 (40)

秋 田 男鹿
金ヶ崎群 OGKS 金ヶ崎温泉 (37).脇本海岸 (98)

協本群 OGMIM 協本海岸 (16)

山形 羽黒
月山群 HGGS 月山荘前 (30),朝日町田代沢 (18),櫛引町中沢 (18)

今野川群 HGIN 今野川(9),大網川 (5)

新潟
新津 金津群 NTKT 金津 (")

新発田 板山群 SBIY 板山牧場 (40)

栃木 高原 山
甘湯沢群 高原山1群 THAY TKHl 甘湯沢 (50),桜沢 (20)

七尋沢群 高原山2群 THNH TKH2 七尋沢 (9),自然の家 (9)

長 野

細
ｍ

晦山群 和田峠1群 Ⅵ「DTY 耶「DTl

庵山(53),小深沢(54),東餅屋 (36),夫蓉ライト(87),古 峠
(50),土屋橋北(83),上屋橋西(29),土屋橋南(68),丁 字

小深沢群 和田峠2群 WDKB WDT2
土屋橋 北群 和 田峠3群 WDTK 郡「DT3

土屋橋西群 和田峠4群 WDTN WDT4
土屋橋南群 和国峠5群 WDTM M「DT5 側領 (おリ

芙蓉ライト群 ∇VDHY

古叫群 ⅥrDHT

和田
(WO)

が ウ沢群 男女倉1群 MIOBD OヽIGl
ブドウ沢(36),がウ沢右岸 (18),牧ヶ沢上(33),

牧ヶ沢下(36),高松沢(40)
枚ヶ沢群 男女倉2群 Mrohls OヽlG2

高松沢群 男女倉3群 WOTM Oヽ征G3

17 諏訪 皇ヶ台群 霧ヶ峰系 S郡「HD KRM
星ヶ塔第1鉱区(36),星ヶ碁第2鉱区(36),星ヶ台A(36),
星ヶ台B(11),水 月霊園(36),水月公園(13),

星ヶ塔のりこし(36)

蓼科

冷山群 蓼科系 TSTY TTS 令山(33),麦草峠 (36),麦草峠東 (33),渋ノ湯 (29),

美し森 (4),八ヶ岳7(17),人ヶ岳9(18),双子池 (34)

叉子 山群 TSHG 双子池 (26)

信鉢山群 TS朗 福鉢山(31),亀 甲池 (8)

神奈川
箱根

芦ノ湯群 芦ノ湯 HNAY ASY 芦ノ湯 (34)

20
硼宿群 火日宿 HNHT HT] 畑宿 (71)

黒岩橋群 箱根系A群 HNKI HKNA 黒岩橋 (9)

段冶屋 群 鍛冶屋 HN町 KJY 鍛冶屋 (30)

静 岡
上多賀群 上多賀 HNKT KA/1T 上多賀(18)

22 天城 臨峠群 柏 峠 AGKT SW 柏峠 (80)

東 京 神津鳥
鳳馳島群 神津島1群 KZOB KOZユ 恩馳島(100).長 浜 (43).沢尻湾 (8)

少糠崎群 神津島2群 KZSN KOZ2 砂派崎 (40),長浜 (5)

島根 雰 隠 岐

久見群 OKHWI 久見パーライト中(30),久見採掘現場 (18)

箕浦群 OKヽlU 箕浦海岸(30),加茂 (上 9),岸浜(35)

岬群 OKヽIT 岬地区(16)

その他 NK群 NK 中ッ原lG.5G(遺跡試料)原石産地は未発見

Jθ7

表 2 産地原石判別群 (SEIKO SEA‐ 2110L蛍光 X線分析装置による)
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エリア 判別群 記号 試料数 %

和田(WO)

ブドウ沢 ⅥrOBD 0

牧ヶ沢 WOMS 0

高松沢 耶roTM 0

和田(WD)

芙蓉ライト WDHY 0

鷹山 WDTY 0

小深沢 耶「DKB 0 0

上屋橋北 WDTK 0

土屋橋西 WDTN 0

土屋橋南 WDTM 0

古峠 WDHT

諏訪 星ヶ台 S郡「HD 9615

蓼科

冷山 TSTY 0 0

双子山 TSHG

福鉢山 TSSB

天城 柏峠1 AGKT 0

箱根

畑 宿 HN町 0

鍛治屋 HNK」

黒岩橋 HNKI

上多賀 HNKT 0

芦ノ湯 HNAY

神津鳥
恩馳島 KZOB

砂旗崎 KZSN 0

高原山
甘湯沢 THAY

七尋沢 THNH

新津 金津 NTKT 0

新発田 板 山 SBIY 0

深 浦 入森山 HUHM 0

木造 出来島 KDDK 0

男鹿
金ヶ崎 OGKS 0

脇 本 OGWVA/1 0

羽黒
月山 HGGS 0

今野川 HCIN 0 0

北上川

折居1群 KK01 0

折居2群 KK02 0

折居3群 KK03 0

宮崎 易ノ倉 MZYK 0 0

仙台
隊保1群 SDAl 0

映夢鬱群 SDA2 0

色麻 限岸 SMNG 0 0

塩 電 気奄港群 SCSG 0

肝腰内 KDOK 0

魚津 早月上野 UTHT 0 0

高岡 二上山 TOFK 0 0

佐渡
真光寺 SDSK 0 0

金井ニッ坂 SDKH 0 0

隠岐

久見 OKHM 0 0

岬地区 OKMT 0 0

箕浦 OKMU 0 0

不 明産地 l NK NK 0 0

不明産地2 TYXl TYXl 0 0

不明産地3 ΓYX2 TYX2 l

下呂石 3ERO GERO 0 0

合計

表 3 下山新遺跡,下山新東遺跡,柳田遺跡出土黒曜石製石器産地組成
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0黒曜石産地

図 3 黒曜石産地図 (中国・四国地方以東 )



5 富山県竹ノ内Ⅱ遺跡外における石材鑑定

株式会社 古環境研究所

1.は じめに

竹ノ内 H遺跡外で出上 した石器等 509点について,肉眼および双眼実体顕微鏡 (20倍 )を 用い,岩石表

面に現れている組織や構成鉱物を中心に石材の岩石種判定を実施 した。また,一部の試料については

比重を計測 し,岩石種判定の判断基準に加えた。

2。 石材 の判定基準

1)砂岩 (写真 001)

細粒の砕屑粒子である砂粒 (粒径 1/16～ 2mm,石英粒を主とするものが多い )か ら構成される。ア

プライト・中粒凝灰岩との判別が難しいことがある。なお,粒子の配列に方向性のあるものを砂岩 (片

状砂岩 )と した。

2)ホ ルンフェルス (写真 002)

頁岩・粘板岩起源の接触変成作用を受けたもののみを対象 とする。ほぼ同じ大きさの円もしくは楕

円の模様 (以下,点紋と呼ぶ)が一面に認められるもの,点紋は認められないが等粒状の微小な黒雲母

で覆われているもの,害Jれ口の色が赤紫色を帯びているものなどある。頁岩・粘板岩とは連続的に変

化するため明確に分けることができない場合がある。点紋は童青石・紅柱石・黒雲母などからなる。

3)頁岩 (写真 003)

中・古生層起源のものを対象 とする。極めて細粒の砕屑粒子である泥 (粒径 1/16mm～ 1/256mm

のシル トおよび 1/256mm以下の粘土 )か ら構成される。暗灰色～黒色のものが多 く,細粒で肉眼では

粒子を認めることができない。厳密には平 らな面で割れる性質を有する泥岩を指すが,平 らな面で割

れる性質の認められない泥岩も含め頁岩とする。

4)粘板岩 (写真 004)

頁岩と同じく細粒で肉眼では粒子が認められない。薄 く平に剥がれる性質が顕著なもので,変成岩

に分類される場合が多い。暗灰色～黒色のもの,褐色を帯びたものなどがある。写真で鳴滝石 とした

ものは,京都市北部に分布する砥石として有名な粘板岩である。

5)硬質頁岩 (写真 005)

褐色系の頁岩で,やや泥質なものからやや珪質なものまである。表面に少 し透明感が認められ,灰色

や赤褐色の円形微粒子が認められる場合が多い。割れ口が鋭い。チャー トに関連すると質頁岩と区別

するため硬質頁岩の名称を用いる。比重は 2.5台がほとんどである。

6)圭質頁岩

暗灰色～黒色で粒子が認められない点は頁岩と同じだが,表面に弱い光沢があり,非常に薄い場合若

干の透明感が認められる。チヤー トとも類似するが少し泥質感が認められる点が異なる。ただ,チ ャー

トとは連続的に変化するため厳密には区別できない場合がある。

7)チ ャー ト(写真 007)

泥質感・粒状感は全 くなく,どちらかというと曇 リガラスに類似する外観を呈する。光沢および透

明感が認められる。河原では角ばった形である場合が多い。
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8)凝灰岩 (写真 008)

砂岩や泥岩に似るが,石英粒子がほとんど認められない点や,粉っぽい感 じがする点で判断する。砂

岩や泥岩と判別が難しいことも多々ある。緑色でないものを凝灰岩とした。

9)火山礫凝灰岩 (写真 009)

緑色を呈する凝灰岩の中で,構成粒子が砂岩～細粒の礫岩程度の粒径 と判断したもの。

10)緑色凝灰岩

緑色を呈する凝灰岩類の中で,構成粒子が細粒の砂岩～泥岩程度の粒径と判断したもの。

11)結晶質凝灰岩

長柱状の白い鉱物と暗緑色の鉱物から構成され,組織はドレライ トに類似する。所々に暗緑色の塊が

認められる。 ドレライ トと判定される事がある。比重が 2.49～ 272と ドレライトにしては月ヽさい。

12)下 呂石 (写真 012)

風化 した表面は一部かをふいたような状態となるが,新鮮な面は黒 く,弱 く透明感が認められ,ガラ

ス質な感 じを示す。比重は2.40程度である。今回計測 した比重は 2.32と やや低めであったが,表面の

風化の影響および遺物の重量が軽いための計測誤差の影響があると推定される。

13)流紋岩 (写真 013)

Si02が 700/0以上の火山岩で,石英斑晶が認められる場合が多い。色は白色 もしくは明灰色の事が多い。

本遺跡では褐色を帯びたものが多 く,石英の斑晶の認められるものが多い。デイサイ トとの判別は困難

である。現状の判別精度では,次に述べるデイサイ トと合わせ,流紋岩類として扱うべきと考える。比

重は9点計測したが,2.46～ 270と ばらつきが大きかった。6点は252以下であり,こ の6点 を流紋岩,2.56

と2.61を デイサイ トとすべきかもしれない。また,270は安山岩など他の岩石である可能性が高いが
,

肉眼判定では明らかにすることはできない。

14)デイサイ ト(写真 014)

斑状組織を示 し安山岩に似るが,有色鉱物が少なく,全体としての色が明灰色を呈 したり,石英の斑

晶が認められるもの。流紋岩との判別は困難な場合が多い。5点計測 したが,比重は 2.51～ 2.69で あっ

た。比重からも流紋岩とは判別できないことが明らかとなった。流紋岩と合わせて流紋岩類 とする。

15)安 山岩 (写真 015)

火山岩を示す斑状組織を呈 し,斑晶に白い斜長石および黒い輝石もしくは角閃石が認められる。気泡

の認められる場合 も多い。

16)ガ ラス質安山岩 (写真 016)

火山ガラスを主体とする黒色の安山岩。風化すると,表面は灰掲色を帯び,小 さな凹凸が生 じ摩擦が

大きくなる場合が多い。割れ口を観察すると,黒 く弱いが光沢も認められる。非常に少ないが,輝石の

黒い斑晶が認められる場合が多い。

17)サ ヌカイ ト(写真 017)

新鮮な面は極めて細粒で黒 く,弱い光沢が認められる。風化 した表面は灰色を呈する。比重を計測 し

たが 2.59と やや小さいがサヌカイ トの値に近い値であった。肉眼観察結果と合わせサヌカイ トと判断

した。

18)ア プライト(写真 018)

ほぼ等粒状の石英と長石の結晶の集合 した半深成岩。雲母類が少量認められる場合があるが,有色鉱

物は無 しかほとんど無い。砂岩との判別,か こう岩との判別は難 しい場合がある。アプライ トとしては
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細粒で砂岩 との判別が難 しかつたが,粒子を構成する結晶が隙間無 く接着 してお り,火成岩に属すると

判断 した。

19)か こう岩 (写真 019)

粗粒で等粒状。無色鉱物は透明感のある石英と白く不透明な長石 (長石がピンク色を呈する場合もあ

る)が 80%前後を占める。有色鉱物は200/O前後占めるが,黒雲母が主で角閃石は少量である場合が多い。

見かけの特徴では有色鉱物の量比で閃緑岩と区別するが,有色鉱物の量比は連続的に変化するため境界

付近では判断が難しい。

20)閑緑岩

粗粒で等粒状。有色鉱物 (角 閃石の場合が多い)と 斜長石の結晶から構成される。量的には斜長石が

700/O前 後,角 閑石が 300/O前後を占める。

21)は んれい岩                  イ

粗粒で等粒状。有色鉱物 (角 閑石の場合が多い)と 斜長石の結晶から構成される。角閃石が半分近く

以上を占めると判断したもの。閃緑岩との判別は難しい場合がある。

22)閃緑斑岩 (写真 022)

細粒だが全体が結晶の集合体に見える。白い鉱物と暗緑色の鉱物が集合したように見えるが,閑緑岩

とするには細粒のものを閃緑斑岩とした。

23)ド レライト(輝緑岩)(写真 023)

粒子が長方形～柱状の角閃石および斜長石から構成されている。暗緑色の鉱物が多い事からドレラ

イトと判断した。1点について比重を計測したが 2.84であり,やや値が小さいが組織が明瞭であるため

ドレライ トと判定した。

24)蛇紋岩 (写真 024)

暗緑色で軟 らか く,磨 くと光沢がでる。

から蛇紋岩と判定した。

25)透閑石岩 (写真 025)

比重は小さく,2.43である。色,比重,光沢,表面の模様など

透閑石 (ト レモライ ト)か ら構成される,淡帯緑白色～灰緑色で,磨 くと明瞭な光沢が生ずる。肉眼

的には,色 と曲が りくねった繊維状の模様,明瞭な光沢が目安となる。従来,蛇紋岩と判定されてきたが ,

比重および X線解析による分析から,蛇紋岩ではなく透閃石岩であることが明らかとなった。構成粒

子など判定基準が見つけにくい。73点比重を計測 したが,ほ とんどが 2,72～ 302の範囲に集中した。2.52

など小さな値のものもあるが,ひびなどの影響が認められる物が大半である。

26)緑色岩 (写真 026)

玄武岩・ドレライト・はんれい岩などいわゆる塩基性岩起源で変成度の低い変成岩で,片理が弱い緑

色の岩石を言う。磨くと光沢が認められる点は緑色凝灰岩との違いと言える。極めて個人的主観的な

表現になるが,生っぽくない(変成を受けて十分変化している)感 じがするもの。2点比重を計測したが,

296と 2.99で あり,正に緑色岩など塩基性岩起源の岩石の値であった。

27)結晶片岩

片理が認められ,剥がれる性質は顕著であり,結晶片岩であることは明らかであるが,それ以上の細

分化した名称を判定できなかったもの。

28)緑色片岩 (写真 028)

玄武岩・輝緑岩・はんれい岩などいわゆる塩基性岩起源の低温高圧条件下で形成された変成岩。緑
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色を帯びており,片理が発達し,平 らな面で剥がれるように割れる性質をもつもの。

29)緑泥片岩

緑色で明瞭な片理が認められる。三波川変成帯に分布するものに類似すると判定した,やや粗粒な緑

色片岩を緑泥片岩とした。

30)′点紋緑泥片岩 (写真 030)

緑泥片岩の中で,白 い大きめの鉱物 (点紋 :斑状変晶)が全体的に認められるもの。点紋は曹長石 と

呼ばれる斜長石の一種である。

31)点紋白雲母片岩 (写真 031)

白雲母と石夫が互層をなしている。白雲母の層で剥がれやす く,白 くきらきらする。

32)角 閃岩 (写真 032)

暗緑色柱状の角閃石が方向性をもって平行に配列する。角閑石集中部分 と斜長石集中部分が黒白の

層として配列 している。全体として暗緑色を呈する。時に塊状の外観を示すものもある。3点比重を計

測 したが,2,96,2.98,3.02で あり,正に角閃岩の範囲に入るものである。

33)片麻岩 (写真 033)

細粒だがほぼ等粒状の石英 。長石と黒雲母や角閃石の結晶が縞状に配列 し,白黒の縞が顕者なもの。

34)翡翠 (写真 034)

白色 もしくは緑色で硬 く極めて割れにくい。2点比重を計測 したが,1点は3.03で翡翠としてはかな

り低い値であり,曹長石など軽い成分がかなり混ざっている可能性がある。肉眼観祭の結果では一部に

きれいな緑色部分が認められることから,翡翠と判定した。1点は比重が 3.40と 高 くひすい輝石のみの

集合体であると推定される。

35)メ ノウ (写真 035)

粒状感が無く乳白色～少し褐色を帯びた半透明な,曇 リガラスのような外観を呈する。白色のチャー

トおよび石英との判別は難しい場合がある。

36)滑石 (写真 036)

淡く緑色を帯びた灰色の場合が多いが,色の変化は大きい。大変軟らかく,触るとすべすべした感じ

がする。3点比重を計測したが,2.60,2.70,271で あり,ほ ぼ滑石の範囲に入る値である。

37)赤玉石 (写真 037)

ガラス質で赤色を帯び,一部に乳白色のメノウ部分や責色の黄玉石の部分も存在する場合が多い。碧

玉の中で赤色を帯びたもの。赤色碧玉である。

38)黄玉石 (写真 038)

ガラス質で黄色を帯び,一部に乳白色のメノウ部分や赤色の赤玉石の部分も存在する場合が多い。碧

玉の中で黄色を帯びたもの。責色碧玉である。

39)碧玉 (写真 039)

碧玉の中で,赤・黄以外の緑色や黒っぽいものを碧玉とした。

3.代表的器種の構成岩種 について

1)打製石斧 (135点 )

砂岩が最も多 く48点 35.60/0,次 いで流紋岩およびデイサイト(以下,流紋岩類として扱う)が 35点

26.00/0,透 閑石岩が 17点 12.60/0,頁岩が 12点 8,90/0と 多い。他にホルンフェルス,安山岩,堤灰岩,ア プ
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ライ ト,角 閑石,片麻岩,緑色凝灰岩,結晶質凝灰岩,はんれい岩,閃緑斑岩,ド レライ ト,結晶片岩な

ど17種類の石材から構成されている。

南関東地方ではホルンフェルスおよび頁岩が多 くを占める状況と比較すると,石材選択の違いは明ら

かである。ただ,物性的には板状に割れやすい石材がかなり含まれている点では共通と言える。

2)磨製石斧類 (131点 /磨製石斧・磨製石斧未成品 )

透閃石岩が極端に多 く117点 8930/Oを 占める。他に角閃岩が4点 ,頁岩と結品質疑灰岩が各 2点 ,砂岩 ,

流紋岩,ド レライ ト,蛇紋岩,緑色岩,結晶片岩など10種類の石材から構成されている。

透閃石岩がきわめて高い比率を占める点は本遺跡の特徴 と言える。南関東地方においても定角式磨

製石斧には透閃石岩が多用されているが,本遺跡ほどの高い比率は占めない。透閃石岩以外に黒い角閃

岩やひすい輝石岩などが一定の比率で含まれる事が多い。なお,結品質凝灰岩はドレライ トに類似する

組織を有するが,比重が ドレライ トとしては小さいことから結晶質の凝灰岩と判定した。類似の石材は

新潟県北部の奥三面遺跡群に大量に出土している。

3)す り石・敲石類 (20点 /す り石 。す り石敲石・敲石 )

透閃石岩が 15点 75%と 最 も多 く,他に砂岩・かこう岩・流紋岩・安山岩・閃緑岩が各 1点である。

南関東地方では砂岩 。石英斑岩・安山岩・閃緑岩など均質で比較的丈夫な石材 もしくは摩擦の多い石

材が用いられている。摩擦の多い石材はす り石に,丈夫な石材は敲石に用いられる傾向が存在 している。

また,小型のす り石にはチヤー トや石英など極めて硬 く文夫な石材の比率が高 くなる。透閃石岩の比率

がきわめて高い本遺跡の状況は,どちらかというと小型のす り石に類似する物性選択が想像される。

4)凹石 (7点 )

砂岩が 5点,安山岩が 2点で全てである。

南関東地方では,摩擦の大きな多孔質な安山岩や砂岩,閃緑岩などが用いられることが多い。石皿と

類似する石材が選択されている。

5)石皿類 (3点 /石皿・石皿 or砥石 )

3点中 3点が砂岩である。

南関東地方では,摩擦の大きな多孔質な安山岩や砂岩,閃緑岩,緑泥片岩などが多 く用いられている。

本遺跡では全て砂岩であるが,南関東地方との石材環境の違いを意味している可能性のあることを指摘

していきたい。

6)石鏃 (59J点 /未成品も含め石鏃全体の合計 )

チャー トが最 も多 く16点 27.10/0,次 いで黒曜石が 14点 2370/0,メ ノウおよび碧玉が各 7点 ■.9°/0と

多い。他に流紋岩・責玉石・下呂石・ガラス質安山岩・硬質頁岩・珪質頁岩 。赤玉石から構成されて

いる。

南関東地方では黒曜石とチャー トでほとんどであり,他の石材はほんの少 しあるのみであることが多

い。多 くの種類の石材から構成されている点は,南関東地方とは大きく異なる点である。

7)剥片石器類 (32′点/石匙・横型石匙・石槍 。石槍 ?・ 石錐 '削器・掻器 )

黒曜石が 10点 31,30/Oと 最 も多 く,次いで流紋岩類が 6点 18.80/0,赤 玉石が 4点 1250/0,チ ャー トが 3

点 940/Oと 多い。他に碧玉・砂岩・ホルンフェルス・粘板岩・硬質頁岩・ガラス質安山岩・サヌカイト・

黄玉石から構成されている。石鏃と基本的には類似する石材構成と言える。南関東地方との比較にお

いて,石鏃と類似する状況を指摘することができる。
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8)石錘 (19点 )

砂岩が 6点 31.60/0,安 山岩が 5点 26.30/0,頁 岩が 4点 21.1%,透 閑石岩が 3点 15,8%と 多 く,他に凝灰

岩が 1点である。

南関東地方では,遺跡近くで採取できる石材を用いることが多い事と比較すると,透閃石が手に入れ

やすい環境にあった遺跡である可能性が考えられる。

9)砥石 (19点 )

流紋岩が 11点 57.9%と 特に多く,他に砂岩および粘板岩が各 4点 21.1%で全てである。

今回石材鑑定を行った遺物全体を集計した結果であり,出土遺物の時期や時代を考慮すると,砂岩は

縄文時代,粘板岩は中世なりの歴史時代,流紋岩もほとんどは歴史時代のものと推定される。

粘板岩は灰褐色の極めて細粒で均質な京都の鳴滝石と推定され,仕上げ砥として有名な石材である。

流紋岩は中砥であり,鎌などを研ぐのに多用される石材である。砂岩は歴史時代でも荒砥として用いら

れるが,縄文時代に出土する砥石のほとんどは砂岩製である。粒度も細粒から粗粒まであり,当 時とし

ての荒砥 。中砥・仕上げ砥としての用途を想像させるものである。

10)石棒類 (23点 /石棒・石刀・石剣 )

買岩が 5点 21.7%,ホ ルンフェルスが 4点 17.40/0,透閑石岩が 3点 13.0%,粘板岩・緑色片岩が各 2点
,

他に砂岩・火山礫凝灰岩・はんれい岩 。緑泥片岩 。点紋緑泥片岩・点紋白雲母片岩・角閃岩各 1点で

構成されている。

緑泥片岩・点紋緑泥片岩 。点紋白雲母片岩は三波川変成帯の岩石であり,その分布は長野県伊那地方

束部と群馬県南西部～埼玉県西部にかけてである。点紋の明瞭なものが含まれることから,群馬県南西

部の可能性が高いと推定される。関東地方との関わりを示すものと解釈したい。

11)装飾品類 (31点 ,管玉・管玉未成品・玉類・玉類未成品・垂飾・垂飾未成品・共状耳飾 )

滑石が 19点 61.3%と 最も多く,他に透閃石岩が 8点 25.8%と ,翡翠が 3点 9.70/0,流 紋岩が 1点である。

透閑石岩が 8点 と比較的多く用いられることは,南関東地方と比較したとき異なる点である。

4.所見

器種毎に石材選択に明らかな違いが存在し,石材選択の違いの要因として物性選択が推定される。ま

た,石棒の点紋緑泥片岩に代表されるが,関東地方との交流を想像させる石材も認められ,縄文時代に

おける他地域との関わりを検討する上での有力な情報を内包する遺跡群と考えられる。



No 潰 跡 名 潰 物 器種 石材名 比 重 子ヽo 潰 跡 名 潰 物 髄 石材名 比 重

下山新 酷 器 ホ,レンフェ,レス 下山新 嵯梨 府 奪 結晶 片井 297

下山新 石 刃 貢岩 下 山新 打製石斧 デイサ/ト

下山新

「
製看斧 流紋岩 249 下山新 磨製看 斧 透閃石岩

下山 妍

「

製7-I奪 客山井 下山新 藤製添 奪 結晶 管凝 灰 岩

下山新 砥 石 砂 岩 下 山新 打製石斧 片麻 井

下 山新 打製 石 斧 砂 岩 下山新 11 打製 石 斧 砂 岩

下山希 腸器 流紋岩 下山斯 打製 る 斧 流紋 岩

下 山新 打難 焉 奪 砂 岩 下山新 1を 盛製示 奪 務 門 石 豊

下 山新 石 刃 砂 井 7; 下 山斯 打製石 斧 冷紺 井

下山新 百鉦 貢岩 下山斯 9: 打製石 斧 透閃石岩

l 下山 新 打製 肩 弁 爺紋 猪 下山新 磨製万 弁 務 開 万 妥

下 山新 すり石 布縦 井 下山新 打製石斧 砂井

下 山斯 7」 すり石 かこう岩 下山新 打製 看 斧 デイサイト

下山新 藤製石 斧 企閃石 岩 下 山新 打製 石 奪 透閃石 岩

下山新 磨製肩 律 秀閃石 岩 下山新 砥石 滞 紺 娑

下 山斯 噺 磨製看斧 倍晶暫 添 灰井 夕65 8Z 下山新 磨製石斧 透閃石岩

下山新 5当 秀製石 斧 彊閃石 岩 下 山新 打製看 斧 デ入サイト

下山新 +り肩 涯閃石 井 下 山新 15, 磨製 府 奪 溌閃石 井

下山新 審製石斧 秀閃希 井 下 山新 匿器 里躍 肩

21 下山新 碁製石斧 (未成品) 透閃石岩 下 山新 百棒 僚泥片岩

下山新 16f 碁製石 斧 (夫 成 品 ) 歴閃石 岩 下 山新 密製石 弁 透閃看 岩

下 山新 1月t 碁製 万 奪 秀閃看 岩 下 山新 すり石 を山岩

下山新 蓉製石斧 透閃石岩 9 下 山新 灯製石 斧 貢岩

下山新 秀製石 斧 透閃石岩 下山 新

「
製石斧 デムサイト

下 山新 碁製添 奪 溌閃石 井 下山新 12′ 打製万 奪 砂 措

下 山新 審製石斧 秀関石 井 骸 下 山新 石 刃 砂 碧

下 山新 磨製 石斧 (未成 品 ) 透閃石岩 下山妍 すり石・敲石 閃緑岩

下 山新 嚇製 る 奪 (夫成 島 ) 透閃看 岩 下山 新 打製石 斧 舟イサイト

下山新 磨禦添 姿 秀閃石 井 下 山新 岳 器 階板 井

下 山新 磨製石斧 (未成品) 務閃石 井 下 山斯 蚤器 デムサ/rト

下 山新 囃製石 斧 (未成 品 ) 透閃石岩 下山新 打製石 斧 ? 更岩

下山Flr すり石 務 開 万 井 下山新 石 刃 妙岩

下山新 打製石斧 V」/N据 下 山新 打製石斧 砂井

下 山新 打製 石 斧 デイサイト 下山新 石錘 透閃石岩

下山薪 打製 石 斧 砂 岩 下山斯 百鉄 黄玉 石

下 山新 肩器 (夫 成品Ⅲ 硬 暫百 井 下山新東 ll梨示 斧 →イサイト

下 山新 憤形石匙 十ヌカイト 下山新 東 石 棒 百井

下 山斯 11 打製石 斧 ホ,レンフェ,レス 下山新 東 討1片 メノウ

R` 下山新 打製 石傘 百岩 下 山新 東 時器 砂岩

下山新 打禦 戸 奪 砂井 下山新 東 審製石斧 角閃井

下 山新 11 打製石斧 少岩 下 山新 東 転石 ひすい

下山新 打製石 斧 妙岩 1( 下 山妍 東 碁製 石 斧 陀紋 岩

下山斯 打製汚 弁 ヂAサイト 257 下 山新 東 霰 石 菱閃石 片

下山新 打製石斧 弁イサイト 下 山新 東 石鏃 チヤート

下山斯 打製石斧 允紋岩 下 山新 東 百鏃 チャート

下山所

「
製石斧 デイサイト 下 山新支

「
製石奪 デイサイト

巧 下 山新 肝製添 奪 滞 締 妥 下山新東 lT製万 李 砂 岩

杢 下 山新 灯製石斧 流紺 井 下 山新 東 石鏃 (未成品) 昔て石

下 山新 灯製石 斧 砂岩 下山新 東 打製石 斧 デイサイト

下山新

「

製 看 斧 アプライト 下山朝子吏 磨製看 斧 務 開 石 井

5 下山新 χ PT製石 奪 砂 岩 下 山新 東 敲肩 砂 舛

下 山新 打製石姿 砂 岩 下 山新 東 打製 石 斧 透閃肩岩

5f 下 山新 打製看 斧 頁 岩 21 下山新 東 砥る 流紋岩

下山 新 打製看 弁 砂 井 下 山新 叉 打製所 徐 妙井

下 山新 打製 扁 徐 市縦 井 下 山新 東 剥 片 小
‐fv

下 山新 打製石斧 k,レンフェ,レス 下山新 東 石棒 買岩

51 下山新 打製 石 斧 借晶片 岩 297 12f 下山新 東 揺器 P 翠曜 石

下 山新 打製看 弁 寿灰 岩 下山新東 石鏃

`夫

成品Ⅲ 釜玉 石

下山新 打製添 奪 砂井 下 山新 東 石鏃

下 山斯 打製石斧 癖辰 井 下 山斯 東 石 鏃 チャー

下山 llr PT製石徐 妙岩 下 山新 支 磨製 石 斧 透閃石岩

下 山斯 肝梨看 斧 妙井 下 山新 東 碁梨 万 弁 歴閃看 井

下 山新 FT製石斧 砂井 下山新東 碁製石斧 秀関石 井

下山新 ll製石斧 疑灰岩 下山新 東 碁製石 斧 透閃石岩

下山新 lH製石 斧 苑紋 岩 252 下山斯 吏 石径 透閃石 岩

下 山 斯 碁製 万 奪 溌閃若 井 下 山新 東 婚製石斧 角閃岩

下山新 打製石斧 席紺 岩 下 山新 東 打製石介 流紋岩

下 山新 11 灯製石 斧 砂岩 下山 妍 東 打製石 斧 安 山岩

第Ⅶ章 自然科学分析

表 1 竹ノ内Ⅱ這跡外出上の石材鑑定結果 (1)

」′J



5 富山県竹ノ内 II遺跡外における石材鑑定

No 遺跡名 遺物 器種 石材名 上しE自 No 遺跡名 潰 物 器種 石材名 比重

下山妍 支 打製石斧 妙措 勿∩: lJ「 田 石 匙 黒曜 石

下山新東 打 製 石 斧 舟イサイト 柳 田 石早ヒ 黄玉石
下 山新 東 打製 石 奪 流紋岩 り]田 2多 石鏃 (有茎) 黒曜石
下 山斯 東 打製石斧 テイサイト 柳田 石鍍 (有茎) チャート
言沢釈 )H 磨製石斧 お閃看井 20( 柳 田 看 鏃 黒曜石
下山新東 百刀

`函

部 ) 買岩 腑田 石棒 ホ,レンフェルス

下 山新 東 百刀 点紋緑泥片岩 師円 石冠 流紋 岩

下山新 東 石棒 佑板 措 柳 田 百刀 儀i片 井

下山新東 垂飾品 (夫 成品) 透閃石岩 柳 田 石刀 点紋緑 泥片 岩

I 下 山新 東 百舒 透閃石岩 柳 田 百刀 緑色 片 岩

噺 下 山新 東 F」製石斧 貢岩 柳田 石棒 緑■ 片岩

下 山訴 東 磨製石斧 砂岩 柳 田 磨製る 斧 透閃石岩
下山新東 打製看 弁 ハイサイト 柳 田 百鏃 (平茎) チャート
t/Jノ 内I 27『 砥石 充紋岩 ljIFFl 夕∩写 石鏃 チャート
thノ 内T 砥石 妙井 柳 田 石 鏃 チヤー

竹ノ内Ⅱ 砥 石 階板 井 lljl田 百微 チャート
竹ノ内Ⅱ 砥る 粘板岩 柳 田 20F 百鏃 チャート
竹ノ内Ⅱ 26; FR石 粘板岩 柳田 石鏃 チャート
ltノ内T ク7( 砥 石 粘板 井 柳 田 百鏃 票曜石
ltノ内Ⅱ 砥る 流紋岩 lJI日 百鏃 (有茎) げラス質 安 山岩

14ノ内I 砥石 流紋岩 lJl円 石鏃 (有茎 ) 分ャート

竹ノ内I 27チ 眠石 流縦 岩 り「田 石鏃 (有婁 ) メノウ

貯ノ内I 砥石 流縦 岩 り,田 石錐 (右事 Ⅲ 圭質頁岩
柳 田 石食J ホルンフェルス 師 田 石鏃 (有≧) 黒曜石
闘田 2李 石荘雪? 黒曜石 lJJ「 田 石 鏃 (有茎 ) メノウ
柳 FF 馨製 石 斧 透閃る 井 23 ( 柳 田 看 鏃 流紋岩

1ハF 柳 田 磨製 石 奪 透閃石岩 V,田 24Z 石鏃 チャート
l◆ 柳 田 FD製石斧 砂岩 23彦 蜘円 石錐 チャート

柳 田 灯製石斧 ホ,レンフェ,レス 夕Rf 脚田 玉類 (丸玉 ) 卜支
「

し、

411円 9Z 灯製石斧 砂井 卵田 3質 玉類 (夫成 品 卜
‐
rψ、

柳 田 π

「
製石斧 砂岩 UⅡ 田 玉類 (未成品 ひすい

柳 田 呼 庁製石斧 砂岩 U,FR 玉類 (未成 品 骨看

ljT円 17` 審製 石斧 (未成 品 ) レヾライト ガ,田 音玉 滑石

炒Π田 lr製石 斧 透閃石岩 柳 田 骨石

7 柳 田 l」 製石斧 ホ,レンフェ,レス 柳 円 旨玉 (未成品) 骨石

柳 田 百貪」 妙井 /f 柳田 き玉 (夫成品)石笠 ? 骨石

7 帥 円 l」製 石 斧 砂岩 りΠ田 垂飾 骨石

柳 田 7瑠 打製 石 斧 透閃石岩 2在 柳 田 英状耳飾 滑石

印 田 打製石斧 閑緑斑岩 2本 MIIFFl Rら F 共状耳飾 骨石

M,m 百棒 た山礫浄灰岩 夕4と lJI田 英状耳飾 滑 石

脚 田 石 刀 誡缶片井 柳 田 華 飾 透 閃石 岩 297
柳 田 磨製 石 弁 麓閃石岩 259 帥 田 垂飾 (未成品) 透閃石岩
印田 12と 磨製石斧 務 関 芹 井 24; り,田 三脚 石 器 流紋 井

MIFF 10, 磨製 石 斧 洛 門 石 芸 夕4j 柳 田 石能 硬質頁岩
り,田 曙梨 る 斧 緑色岩 299 2峯 柳 田 25( 石匙 流紋岩
り,田 砥石 流紋岩 m日 夕4( 石匙 チャート
蜘田 蓉製石斧 透閃石 井 υΠ田 石鉄 (有茎 ) 黒曜看

lR∠ 印円 341 石 刀 涯閃石 岩 柳 田 盟 ; 百鏃 (右事 ) 黒曜石
開田 磨製 石 奪 透閃石岩 柳 田 石鏃 (有茎) メノウ
lJ「田 灯製石斧 角閃 岩 25` 柳 FFl 石鏃 (有茎 ) メノウ
V,田 ull器 黒曜る 夕馬F 柳 田 石鋏 (有事 ) チャート

υF田 石 鏃 里躍所 柳 田 百錐 (右革 Ⅲ 流紋岩
柳 田 石鏃 黒曜石 柳 田 百鏃 黒曜石

柳 田 26F 二 次 ,HT景‖片 黒曜看 柳田 百鏃 黒IIB石

柳 円 兄らF 石錐 黒曜だ 柳 田 百鏃 黒曜石
柳田 石 錐 雲躍万 柳 田 百鏃 下呂石 232
柳 田 削 器 票曜石 柳 日 20` 百鏃 硬質 頁 岩

llll田 肩 4r? 禾玉 石 llJ「 田 石鏃 ガラス管
~4山

井
IJrT円 二次加 工 剥 片 害T 勿Ar IIJⅡ 田 百鏃 下呂石

19そ 柳田 24 ( 石鏃 (夫成 品 ) チャート 柳 田 百鏃 碧 玉

柳 田 石錐 赤玉 石 柳 円 19ア 百鏃 害玉

lllll田 24( 石錐 (未成品) 赤玉看 26セ lJJ田 石 鏃 硫純 岩

19` 斬IFR 石 fH 砂 舛 柳 田 百鏃 ホ玉石
柳 田 奥状 耳飾 滑 肩 柳 日 20M 百鏃 黄玉 石

り,田 央状耳飾 滑石 26` lJl円 百鏃 メノウ
柳 田 29イ 石錘 砂 培 りΠ田 乏光2( 百鏃 下 呂石

開円 英状耳飾 滑万 り]田 石鏃 害玉
Яう∠卵田 垂飾品 滑石 珈 田 242 石緋

`夫

成 品Ⅲ メノウ

表 1 竹ノ内Ⅱ遺跡外出上の石材鑑定結果 (2)
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No 遺 跡 名 遺 物 絶 石材名 比重 No 遺跡名 遺物 器種 石材 名 比 重

U]用 石鏃 里 躍 赤 WI田 磨製石 斧 歴閃石 岩 287

り「田 石錐 流紋岩 llllIFF 2f 藤製る 斧 務 開 万 芸

V[日 石鏃 (夫製 島 ) チャート 柳 田 盛磐添 奪 房関希 岩

llllIFFl 244 石湾

`共

郡Ⅲ チャート lTl田 磨製石斧 透閃石岩

柳 田 石 鏃 碧玉 R型 ljl田 磨製 石斧 歴閃石 岩 252

llJl田 石鏃 メノウ 柳 田 碁製 府 徐 涯閃若 岩

卸 m 薬状 耳飾 捷 閃石 井 3■ 柳 田

「
製石斧 布級 井

柳 田 攻状耳飾 携 閃万 舛 341 柳 田 7] lJ製石 斧 妙岩

柳 田 典状 耳 飾 流紋岩 R泰 斬1用 16F 碁製石 斧 (夫 成 品Ⅲ 俣■ 岩

28ι llll田 乖飾 (夫成 品 ) 透閃看 岩 柳 田 PT裂石斧 砂井

慨]円 磨製府斧

`夫

成品| 秀閃添 岩 ljl田 lT製石 斧 妙岩

柳 田 玉類 滑石 Rらとllll円 4C

「
製石斧 アプライト

ljl田 英状耳飾 彎石 柳 田 lH製赤 奪 俣■ 海 反井

2Rそ lJll円 華飾 (夫成 品 ) 滑 石 271 柳 田

「
製石斧 レヾライト

柳 田 央状耳飾(未成品)
渥 石 柳 田 Pu製看斧 透閃石 岩

柳 田 磨製石 斧 角閃岩 lBI円

「
製扁律 砂井

28( 柳 田 磨製石 奪 麓閃看 岩 柳 田 打製石斧 jyt紺井

柳 FFl 13F 盛製赤 傘 秀閃石 井 柳 田 FJ製石斧 買岩

柳田 磨製看斧 透閃石岩 柳 m lT製石 斧 砂岩

柳 田 磨製石 斧 透閃石岩

",田 「

製万徐 百井

29! 柳 円 磨製 石 奪 溌閃石 井 4J,田 灯製石斧 安山岩

29コ り「田 盛製 所 得 房閃添 井 柳 田 5〔

「
製石斧 頁岩

29[ 柳 田 104 碁製 石 斧 未成 品 ) 透閃石岩 295 R6F 枷 円 6ι

「

製万 傘 百井

柳 田 斉製石 斧 (夫成 品 ) 透閃石 岩 4Jl田 灯製石斧 芽山岩

柳 FF 募梨添奪 (夫 成品Ⅲ 涯関石 井 柳 日 Pr製石斧 麻 岩

柳 田 審製石斧 (未成品) 透閃石岩 R6` 柳 m IT製石 姿 透閃石 岩

冽田 碁製石 斧 (未成 品 ) 透閃石 岩 柳 田 墜製焉斧 (夫 成品Ⅲ 角閃井

卸田 密製看 弁 (夫成 品 ) 涯閃石 井 り,田 打製石斧 透閃石岩

削 円 が 盛 al石客 r羊 耐 皐 榜閃添 井 V,田 打製看 斧 機 関 芹 井

り「田 磐製 石 斧 透閃石 岩 287 M]FR 打製肩 斧 砂 岩

V[田 嚇製 石 斧 夫 成 品 透閃石 岩 柳 田 打製石斧 秀閃石 岩

30∠ UIFF 嚇製 希 舎 夫 成 品 歩閃石 井 298 剛田 打製 石 斧 砂岩

柳 田 磨製石斧 未成品) 務 閃 用 井 剛円 打製 石 徐 砂 岩

開田 磨製 石 斧 未 成 品 ) 透閃石岩 298 柳田 クR; 講肩 幕 開 7T讐

30写 岡田 14, 磨製石 斧 夫 成 品 務 開 7T妥 柳 田 肇製石斧 (未成品) 務 関戸 井

闘 円 1∩( 盛製焉 斧 夫 成 品 務閃府 井 V,田 墜製 石 斧 (未成 品 ) 透閃石岩

lJl田 茎 磨製石斧 未成品) 透閃石岩 R猛 棚l FFl 墜製る 徐 (夫 成 品 ) 務 開 石 努

柳田 磨製石 斧 未 戊 品 透 閃石 岩 37 柳 田 打梨添 奪 流純 岩

W]円 磨製 石 徐 夫 成 品 廃閃石 岩 UⅡ田 5 打製石斧 頁岩

柳 田 磨製石斧 未成品 秀関万 井 3R( MI田 打製石 斧 借品質凝灰岩 272

UⅡ田 磨製 石 斧 未 成 品 ) 歴閃石岩 298 lTII円 打製 希弁 妙井

llll田 磨製石 斧 夫 成 品 透閃石 岩 柳 田 打製石斧 百井

開 FF 磨梨所 弁 夫 成 品 涯閃石 岩 柳 田 打製 石 斧 り岩

柳田 磨製石斧 未成品 秀閃焉 井 277 RAZ 柳 m 打製石 斧 妙岩

柳 田 磨製石 斧 未 成 品 透閃石岩 υ,田 打製添 徐 涯閃石 碧

蜘 田 5J 打製看 律 菱閃石 舛 295 lljl田 打製石斧 み閃扁 岩

糊,m 盛梨添奪

`夫

成品Ⅲ 秀閃添 岩 272 384 朽Ⅱ田 打製石 斧 透閃石 岩

柳 田 磨製石斧 (未成品) 透閃石岩 qRI ljlIFF 14写 藤製石 斧 (夫 成 品 ) 麓閃石 猪

V]田 14製石 徐 透閃石 岩 柳 田 夕9写 府 任 辱灰 岩

斬「用 lR巧 碁製石律

`夫

成品Ⅲ 涯閃石 措 柳 田 石 錘 安山岩

り,田 碁製石斧 (未成品) 百井 391 llll田 錐 穿山岩

柳 田 碁製石斧 (未成品) 透閃君岩 296 枷 m 百絲 砂井

柳 田 15『 舞製石 斧 (夫 成 品 ) 歴閃石 岩 柳 田 石錘 を山岩

柳 m
「

梨石律 涯閃看 岩 V,田 石 錘 砂岩

柳田 審製石斧 (未成品) 秀閃万 井 夕RR U「 円 石任 密山岩

柳 田 14 碁製 看 斧 未成 品 ) 透閃石岩 り,田 石 紙 砂岩

斬Ⅱ田 碁製 石 奪 (夫成 品 ) 歴閃石 岩 lJl田 2質 不明石器 百 井

llllIFF 碁製示奪

`夫

成品Ⅲ み閃石 井 llll田 礫 器 ? 緑色凝灰岩

柳 田 灯製石斧 角閃岩 999 ∩9ξ 田 FF 不明石 器 流紋 井

llJl田 舞製石 斧 (未成 品〕 透閃看 岩 卿田 夕勲 討扁 あ閃看 岩

柳 田 碁製看 斧 涯閃石 井 柳田 百棒 百 井

klll円 聾禦添 奪 秀閃石 井 り,田 石刀 ? 頁 岩

柳 田 馨製 石 斧 透閃石岩 夕7∩ 40F UIFF 33; 石掻 ホ,レンフェ,レス

柳 田 嚇製石 斧 透閃石 岩 411Z 柳 田 3■ 石刃 つ ホ,レンフェ,レス

33写 Ijl田 噂製 石 奪 溌閃石 井 40〔 lJ「 田 石剣? 卜,レンフェ ,レス

41111円 馨製万 姿 務閃万 井 26R 40( llll田 石権 よんれい岩

柳 田 感製 石 斧 買 岩 273 401 闘 m nRを 石掻 ミ縦白雲母片岩

柳田 磨製石斧 透閃石岩 柳 田 石捧 透閃石岩

表 1 竹ノ内Ⅱ遺跡外出上の石材鑑定結果 (3)
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表 1 竹ノ内Ⅱ遺跡外出上の石材鑑定結果 (4)

No 遺跡名 遺物 器 種 石材名 比重 No 遺跡名 遺 物 器種 石材名 比重

40〔 帥 田 石棒 透閃石岩 46( 柳 田 lf製石斧 砂岩

lJT円 石棒 粘板 井 46 柳田 審製石斧 透閃石 井

り「田 石 棒 掛 閃石 井 4α 柳 田 百舒 孝山井

lJl田 石棒 緑色片岩 柳 田 低石 少岩

柳田 34イ 百刀 粘板 井 46Z 柳 m 百核 黒 曜石

印 FF 砥 石 砂 岩 46: 柳 田 碁製看 斧 (夫成 品 ) 涯閃石 岩

柳 田 石皿 砂岩 46 ( 印 田 日Πラ[J 透閃石岩
VⅡ田 訪TR石 砂 岩 M]円 打製石斧 妙岩

U,m 窃砥石 砂 井 即 田 打製石 斧 妙井

柳 田 窃砥 る 砂井 柳 田 空 打製 石 斧 少岩

柳 田 石 冊 砂岩 印田 打製石斧 透閃石岩
イL2  ( 柳 田 百皿 砂岩 47 ljl円 打 製看 斧 砂 培

柳田 哉石 涯閃石 井 4獲 柳 田 打製石 奪 百 据

● 柳 田 畿石 透閃石岩 lJl田 石紅 買岩

IVI日 28彦 款石 透閃石岩 295 47イ 闘円 百鏃 (有茎) 署玉

柳 円 夕7C 敦看 歴閃石 岩 47F 脚田 EI石 砂 舛

柳 田 凹石 砂井 47て 卵田 転砥 恋 砂岩

42  ( lljl田 J石 安山岩 47写 lJl田 百棒 頁岩

llll田 2Rf 款石 透閃看 井 47F VIFR 筆U器 ガラス管字 山岩

m‐ l円 審製石斧 (夫成品) 幕 開 7T娑 柳 田 石匙 ? 未下看

柳 田 灯製 石 斧 宛紋岩 柳 日 百早ヒ 黒曜石
帥 田 夢 げ製石斧 苑紋岩 柳 昭 百錐 翠曜石

零 師 円 PT製石斧 荒縦 岩 4Rラ 柳田 217 石 鏃 黒曜る

増 ケ υ「田 磨製 る 斧 (夫成 品 ) 透閃石岩 48  ( 柳 田 石 核 硬質頁岩 251
り,田 打製石斧 まんれい岩 4騨 柳 田 37f 玉類 (未成品) 滑石

柳田 打製石斧 妙岩 4Rf 柳 円 敲 石 透閃看 岩

開円 打 製 看 斧 荒純 井 柳 田 敲 看 涯閃添 井

柳 田 磨製 石 奪 (夫成 品 ) 産閃石岩 lJl田 2癸 講る 透閃石 岩

431 VΠ田 15Z 磨製石斧 (未成品) 透閃石岩 48と 帥 田 敲石 透閃石岩
4` V]田 lRを 磨製石斧 透閃石 井 4R` り]田 磨製石斧 (共成品) 洛 開 石 讐

4R( lJ「 田 囃製 石 斧 み閃万井 lal田 磨製看 斧

`夫

成 品 ) 透閃石岩
脚田 磨製 看 傘 透閃石 岩 ljI田 R6! 玉類 滑石

44 脚田 蓉製石斧 透閃石碧 印 FFl 磨製石斧 (未成品) 務 開 万 井

44修 lfII円 14 暦製 石 斧 透閃看 井 柳 田 3多 石柊 角閃岩

44〔 卵田 磐製 石 斧 透閃石岩 49Z U]田 石鋲 碧玉

44Z U]田 審製石斧 透閃看岩 49[ V]田 26` 由」器 碧 玉

V]円 1々 審製石斧 透閃看 井 49F lJp田 曽U器? 流紋 井

4孝 柳田 石 錘 百井 柳 田 華飾 涯閃府 井

44写 柳 田 J石 砂岩 柳 田 石鏃 署玉

44彊 柳 田 30手 百錘 買岩 49ξ 柳 円 判器 流縦 岩

44  ( 粉ⅡFF 夕RF 敲 石 禿閃石 岩 50f 柳 田 371 垂飾 (共成品) 透閃右 井

4S ( 柳 田 磨製 看斧 秀閃希 岩 柳 田 石鉄 (笠率 ) 黒曜石
lJl田 打製石 傘 テイサイト 5α 柳 田 審製石斧 透閃石 岩

lVI田 2R, 凹石 妙岩 柳 円 審製石斧 透閃石 井

45` 枷 昭 砥 石 席 締 些 柳 田 碁製 看 斧 涯閃肩 岩

柳 田 砥石 充紋岩 llJl田 斉製石 奪 透閃石岩
lJl田 29( 凹扁 ? 安山岩 柳 日 29f 凹石 砂岩

45 ( 帥 円 磨製石斧 透 閃石 岩 504 柳田 裏

「
製石斧 砂井

4あ ; り,田 石錘 砂 井 5111 傾Π田 PT製石斧 妙井

柳 田 砥る 流紋岩 lJF田 35` 石 刀 点紋緑泥片岩
卸 田 8「 打製石斧 砂岩



大 分 類
1分

類
ご
材

名
打

製
石

斧
磨

製
石

斧
類

す
り石

叩
石
類

石
鏃

全
体

剥
片

石
器

類
石

錘
砥

石
石

棒
装

飾
品

類

堆 積 岩

少
岩

35
60
/

1
08
身

1
50
ワ

31
6%

21
1骸

1
43
ワ

ミ
岩

1ち
89
0/

21
1%

21
70
/

砕
屑

岩
粘

板
岩

87
ワ

硬
質

買
岩

17
骸

遊
質

買
岩

17
身

生
物

岩
チ
ャ
ー
ト

27
1%

12
6%

火
山

砕
屑

岩

凝
灰

岩
22
骸

1
52
ワ

火
山

礫
凝

灰
岩

00
骸

1
43
骸

録
色

凝
灰

岩
07
駐

借
品

質
凝

灰
岩

07
身

火 成 岩

火
山

岩

黒
曜

石
23
7'

31
3ワ

下
呂

石

充
縦

岩
14
19
1

57
9Й

32
9

一 無
一 き

声
イ
サ

イ
ト

11
9身

1

安
山

岩
30
%

1
50
,

26
3骸

げ
ラ
ス

質
安

山
岩

34
身

1

ケ
ヌ
カ
イ
ト

1

ア
プ
ラ
イ
ト

半
深

成
岩

幻
緑

斑
岩

ド
レ
ラ
イ
ト

ユ
07
0/

1
08
ワ

か
こ
う
岩

1
50
4/

深
成

岩
緑 類

閃 岩

閃
緑

岩
I

50
身

は
ん

れ
い

岩
1

07
ワ

ユ

変 成 岩

広
域

変
成

岩

緑
色

岩

蛇
紋

岩
1

08
ワ

晶 岩
結 片

透
閃

石
岩

1
12
6ワ

11
89
3骸

75
%

15
89

13
0ワ

25
8ワ

結
晶

片
岩

1
07
ワ

1
08
骸

緑
色

片
岩

87
ワ

躁
泥

片
岩

1
43
ワ

類
点

紋
緑

泥
片

岩
1

43
ワ

点
紋

白
雲

母
片

岩
1

43
,

角
閃

岩
30
銭

1
43
身

片
麻

岩

接
触

変
成

岩
ホ
ル

ン
フ
ェ
リレ
ス

1
4

17
4ワ

鉱 物

ひ
す
い

97
解

メ
ノ
ウ

11
9勁

滑
石

l(
61
3骸

碧
玉

類

未
玉

石

黄
玉

石
6拗

ユ

碧
玉

11
99

1

総
計

10
00
%

10
00
9

21
10
00
'

10
11
0勁

10
00
ワ

1(
10
00
%

1(
10
00
91

10
00
91

3
lC
ll
1 
0身

淋 目 糾 　 田 沸 学 報 り 章
表
2 

代
表

的
器

種
毎

構
成

岩
種

点
数
・

比
率

表



5 富山県竹ノ内Ⅱ遺跡外における石材鑑定

装飾品類

石棒

砥 石

石錘

剥片石器類

石鏃全体

すり石・敲石類

磨製石斧類

打製石斧

20%

Ⅷ

60%

口砂岩

ロチャート

ロ黒曜石

ロガラス質安山岩

口かこう岩

回透閃石岩

田点紋白雲母片岩

ロメノウ

日更岩

口凝灰岩

回下呂石

田サヌカイト

ロ閃緑岩

日結晶片岩

日角閃岩

日滑石

目粘板岩

口火山礫凝灰岩

日流紋岩

ロアプライト

ロはんれい岩

口緑色片岩

回片麻岩

国赤玉石

田硬質頁岩

口緑色凝灰岩

回デイサイト

ロ閃緑斑岩

□緑色岩

口緑泥片岩

ロホルンフエルス

回黄玉石

国珪質頁岩

口結晶質凝灰岩

口安山岩

団ドレライト

■蛇紋岩

口点紋緑泥片岩

回ひすい

国碧玉

図 1 器種毎構成岩種



第Ⅶ章 自然科学分析

001砂岩1

001片状砂岩3

002ホルンフェルス

竹ノ内Ⅱ遺跡外の石器写真 I

001砂岩1(拡大 )

001砂岩2 001砂岩2(拡大 )

001片状砂岩3(拡大 )

002ホルンフェルス(拡大 )
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004粘板岩 1

11f「       ,

I11 1

■illl―下
t i■ | |

005硬質真岩 1

005硬質頁岩 2

竹ノ内 Ⅱ遺跡外の石器写真 Ⅱ

32θ

004粘板岩 1(拡大 )

003F葺完」1 003頁岩 1(拡大 )

005硬質頁岩 1(拡大)

005硬質頁岩 2(拡大)
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007チ ヤー ト1

008凝灰岩 1

012下呂石 1

竹ノ内 I遺跡外の石器写真Ⅲ

007チ ヤー ト1(拡大 )

008凝灰岩 1(拡大)

009火山礫凝灰岩 1 009火山礫凝灰岩 1(拡大)

012下呂石 1(拡大)
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014デ イサイ ト1 014デ イサイ ト1(拡大 )

015安山岩 1 015安山岩 1(拡大 )

015安山岩 2 015安山岩 2(拡大 )

016ガラス質安山 1

竹ノ内 Ⅱ遺跡外の石器写真V

016ガラス質安山 1(拡大)
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017サヌカイ ト1

022閃緑斑岩 1

竹ノ内 Ⅱ遺跡外の石器写真Ⅵ

324

017サヌカイ ト1(拡大 )

018ア プライ ト1 018ア プライ ト1(拡大)

019か こう岩 1 019かこう岩1(拡大)

022閃緑斑岩 1(拡大 )
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023ド レライ ト1 023ド レライ ト1(拡大 )

024蛇紋岩 1

025透閃石岩 2

竹ノ内 I遺跡外の石器写真Ⅶ

024蛇紋岩 1(拡大 )

025透閃石岩 1 025透閃石岩 1(拡大 )

iri離こ
|十ri∴

,■1颯
,|:||=|||
主  1 ォ:lr

ri■|=、|とギ
｀`

Ff手

025透閃石岩 2(拡大 )
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032角 閃岩 1

036滑石 1

竹ノ内Ⅲ遺跡外の石器写真区

035メ ノウ

032角 閃岩 1(拡大 )

033片麻岩 1(拡大 )

036滑石 1(拡大 )



5 富山県竹ノ内Ⅱ遺跡外における石材鑑定

037赤玉石 1

038黄玉石 1

039碧玉 1

036滑石 1

竹ノ内Ⅱ遺跡外の石器写真X
32じ

037赤玉石 1(拡大 )

038黄玉石 1(拡大)

039碧玉 1(拡大)
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株式会社 古環境研究所

1.自 然科学分析 の概要

下山新遺跡の発掘調査では,縄文時代の焚き火跡とみられる遺構が検出された。そこで,遺構の性格

および当時の周囲の植生や環境を検討する目的で,樹種同定,種実同定,花粉分析,植物珪酸体分析を

行った。

分析試料は,樹種同定についてはA地区SK50(試料 1),A地 区SK109(試料 2),B地区SK186(SK386)

(試料 3)の 各遺構から3点ずつ採取された計 9点の炭化材,そ の他の分析についてはB地 区 SK186

(SK386)(試料 3)か ら採取された炭化物・焼土混じり上の 1点である。

2.樹種同定

はじめに

木材は,セ ルロースを骨格とする木部細胞の集合体であり,解剖学的形質の特徴から樹種の同定が可

能である。木材は花粉などの微化石と比較 して移動性が小さいことから,比較的近隣の森林植生の推定

が可能であり,遺跡から出土したものについては木材の利用状況や流通を探る手がかりとなる。

方法

試料を割折 して新鮮な横断面 (木口と同義),放射断面 (柾 日),接線断面 (板 目)の基本三断面の切片

を作製し,落射顕微鏡によって 50～ 1000倍 で観察した。同定は,解剖学的形質および現生標本との対

比によつて行った。

結果

表 1に結果を示 し,写真図版に顕微鏡写真を示す。以下に同定根拠となった特徴を記す。

クリ 働sttea γttatt abb eι  zIIca ブナ科 図版 1・ 2・ 3

横断面 :年輪のはじめに大型の道管が数列配列する環孔材である。晩材部では小道管が火炎状に配列

する。早材から晩材にかけて道管の径は急激に減少する。

放射断面 :道管の穿孔は単穿孔である。放射組織は平伏細胞からなる。

接線断面 :放射組織は単列の同性放射組織型である。

以上の形質よリクリに同定される。クリは北海道の西南部,本州,四国,九州に分布する。落葉の高

木で,通常高さ20m,径 40cmぐ らいであるが,大きいものは高さ30m,径 2mに達する。耐朽性強 く,

水湿によく耐え,保存性の極めて高い材で,現在では建築,家具,器具,土木,船舶,彫刻,薪炭,椎茸ほ

だ木など広 く用いられる。
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所見

樹種同定の結果,縄文時代の焚き火跡とみられるA地区 SK50(試料 1),A地区 SK109(試料 2),B

地区 SK186(SK386)(試料 3)か ら採取された 9点の炭化材は,いずれもクリと同定された。また,そ

の他の炭化材についても同定が可能な数十点はすべてクリと同定された。

クリは温帯に広 く分布する落葉広葉樹であり,暖温帯と冷温帯の中間域では純林を形成することもあ

る。乾燥 した台地や丘陵地を好み,二次林要素でもある。花粉分析の結果 (第 4節 )で は,ク リ林を主

体とした森林植生が推定されており,こ れらのクリ材が燃料としても盛んに利用されていたと考えられ

る。

文献

島地謙・佐伯浩・原田浩・塩倉高義・石田茂雄・重松頼生・須藤彰司(1985)木材の構造 文永堂出版 ,290p

島地謙・伊東隆夫 (1988)日 本の遺跡出土木製品総覧 雄山閣,296p

山田昌久 (1993)日 本列島における木質遺物出土遺跡文献集成 植生史研究特別1号 植生史研究会 ,242p

番号  遺跡 遺跡コー ド 結果 (学名/和名 )

A―SK50 Cas勉刀θα cκηαtt Sieb.et Zucc. クリ

Cttλ脇9,cκヵIVtt Sieb.et Zucc. クリ

Casttη 9α じκ力αtt Sieb.et Zucc. クリ

17NS   A―SK109

17NS

(】

`習
ιttθαじね97,α チα

Cast朗9,σttθ隠 チα

Cttt伽9α σttθ力αチα

Sieb.et Zucc.  クリ

Sieb.et Zucc.  クリ

Sieb.et Zucc.ク リ

17NS B―SK186

(SK386)

Cast鰍99 θИθηαぢα

casrαη9α ε猾9ηαチ,

Casιttια θ陀刀αチα

Sieb.ct Zucc. クリ

Sieb.et Zucc. クリ

Sieb.et Zucc.  クリ

表 1 下山新遺跡における樹種同定結果
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横断面        :04mm
l l 17NS A―SK50 クリ

横断面        :05mm
2 2 17NS A―SK109 クリ

横断面        :04mm
3 3 17NS B― SK186(SK386)

下山新遺跡の炭化材

放射断面       :02mm
クリ

放射断面       :04mm 接続断面       :02mm

放射断面       :02mm 接続断面       :02mm

接続断面       :02mm
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3.種実同定

はじめに

植物の種子や果実は比較的強報なものが多 く,堆積物や遺構内に残存 している場合がある。堆積物な

どから種実を検出し,その種類や構成を調べることで,過去の植生や栽培植物を明らかにすることがで

きる。

方法

以下の手順で,種実の抽出と同定を試みた。

1)試料 500cm3に 水を加えて泥化

2)攪拌 した後,0.25mmの鮪で水洗選別

3)双眼実体顕微鏡下で検鏡・計数

結果および考察

B地区 SK186(SK386)(試料 3)か ら採取された炭化物混 じり上について分析を行った。その結果 ,

種実はまったく検出されなかった。種実が検出されない原因としては,当初から試料中に含まれていな

かったことや,熱などにより分解されたことなどが考えられる。

文献

笠原安夫 (1985)日 本雑草図説,養賢堂 ,494p

南木陸彦 (1993)葉 ,果実・種子 日本第四紀学会編 ,第四紀試料分析法 ,東京大学出版会 ,p276～ 283

4.花粉分析

はじめに

花粉分析は,一般に低湿地の堆積物を対象 とした比較的広域な植生・環境の復原に応用されており,

遺跡調査においては遺構内の地積物などを対象 とした局地的な植生の推定も試みられている。花粉な

どの植物遺体は,水成堆積物では保存状況が良好であるが,乾燥的な環境下の堆積物では分解されて残

存 していない場合もある。

方法

花粉の分離抽出は,中村 (1973)の方法をもとに,以下の手順で行った。

1)0.50/Oリ ン酸三ナ トリウム (12水 )溶波を加えて 15分間湯煎

2)水洗処理の後,0.5mmの 舗で礫などの大きな粒子を取 り除き,沈澱法で砂粒を除去

3)25%フ ッ化水素酸溶液を加えて 30分放置

4)水洗処理の後,氷酢酸によって脱水 し,ア セ トリシス処理 (無水酢酸 9:濃硫酸 1のエル ドマン氏液

を加え 1分間湯煎 )を 施す
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5)再び氷酢酸を加えて水洗処理

6)沈澄に石炭酸フクシンを加えて染色 し,グ リセリンゼリーで封入 してプレパラー ト作成

7)検鏡・計数

検鏡は,生物顕微鏡によって 300～ 1000倍で行った。花粉の同定は,島倉 (1973)お よび中村 (1980)

をアトラスとして,所有の現生標本との対比で行った。結果は同定レベルによつて,科,亜科,属 ,亜属 ,

節および種の階級で分類 し,複数の分類群にまたがるものはハイフン (― )で結んで示 した。

結果

(1)分類群

出現 した分類群は,樹木花粉 13,樹木花粉と草本花粉を含むもの 2,草本花沿 7,シ ダ植物胞子 2形態

の計 24で ある。分析結果を表 1に示 し,花粉数が 100個以上計数された試料については花粉総数を基

数とする花粉ダイアグラムを示 した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。

〔樹木花粉〕

マツ属複維管束亜属,ス ギ,イ テイ科―イヌガヤ科―ヒノキ科,ヤ ナギ属,ハ ンノキ属,ク マシデ属一ア

サダ,ク リ,シ イ属,コ ナラ属コナラ亜属,コ ナラ属アカガシ亜属,エ レ属―ケヤキ,サ ンショウ属,ト

チノキ

〔樹木花粉と草本花粉を含むもの〕

ウコギ科,ニ ワトコ属―ガマズミ属

〔草本花粉〕

イネ科,ア カザ科―ヒユ科,チ ドメグサ亜科,セ リ亜科,タ ンポポ亜科,キ ク亜科,ヨ モギ属

〔シダ植物胞子〕

単条溝胞子,三条溝胞子

(2)花粉群集の特徴

B地区SK186(SK386)(試料 3)か ら採取された炭化物混じり上では,樹木花粉の占める割合が 82%

と高く,草本花粉の割合は 12%と低い。樹木花粉では,ク リが卓越し,ト チノキ,ス ギなどが伴われる。

クリとトチノキは虫媒花植物であり,風媒花と比較して現地性が高い。草本花粉では,イ ネ科,ヨ モギ

属などが認められる。

花粉分析から推定される植生と環境

縄文時代の焚き火跡とみられる遺構の周辺は,ク リ林を主体とする森林植生が分布していたと考え

られ,近隣の谷沿いの湿地などにトチノキ,後背の山地などにスギが分布していたと推定される。また,

森林の縁辺部などにはイネ科,ヨ モギ属などの草本類が分布していたと考えられる。

文献

金原正明(1993)花粉分析法による古環境復原 新版古代の日本第 10巻古代資料研究の方法 ,角川書店 p斃8962

島倉巳三郎 (1973)日 本植物の花粉形態 大阪市立自然科学博物館収蔵目録第 5集 ,60p

中村純 (1973)花粉分析 古今書院p82-■0

中村純 (1980)日 本産花粉の標徴。大阪自然史博物館収蔵目録第13集 ,91p
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分類群 SK186

学名 和名

Arboreal pO■ cn

P力卵 subgen D″′οフわη

C4/P力″クテ
'ブ

ηοガ∽

Taxaceae― Cephalotaxaxeae―Cupressaceac イテイ科―イヌガヤ科―ヒノキ科

膨肱

И励熔

Cttνη,ηクu…Cなどっ,デψοガθα

Cast朗9, θttθ力,ぢα

Cas′αη9Psね

2ク9rCtt Subgcn Lη ttοうρ肋ヵ卵

2ク9rCtt Subgcn●οんうα′αη9Psね

し助町郷―Z9,あッ,sθrrαぢα

Z阻滋oり′″〃

И奮じ歳 s独 7・b力α勉

樹木花粉

マツ属複維管束亜属

スギ

ヤナギ属

ハンノキ属

クマンデ属―アサダ

クリ

シイ属

ヨナラ属ヨナラ亜属

コナラ属アカガシ亜属

エレ属―ケヤキ

サンショウ属

トチノキ

２

７

４

１

４

４

２

１

１

２

２

１

４

１

　

　

　

　

７

　

　

　

　

　

４

晟胸うクθ熔―ンタうク翻ク″         ニフトコ属―ガマズミ属         1

Arboreal・ Nonarboreal pollen

Araliaceae

Nonarboreal pollcn

Gramineae

Chcnopodiaceae‐ Amaranthaccac

Hydrocotyloideac

Apioideae

Lactucoldeae

Astcroideae

И産釦 ね筋

樹木・草本花粉

ウコギ科

革本花粉

イネ科

アカザ科―ヒユ科

チ ドメグサ亜科

セリ亜科

タンポポ亜科

キク亜科

ヨモギ属

Ferxl spore

Monol・atc typc spore

Trilate typc叩 ∝c

シダ植物胞子

単条溝胞子

三条溝胞子

15

9

Arboreal po■ cn

Arboreal・ Nonarborcn p。 1len

Nonarboreal po■ cn

Total po■ en

樹木花粉

樹木・車本花粉

草本花粉

花粉総数

５

　

４

　

つ
る
　

１

Pollcn tequencies of lcm3 試料lcm3中 の花粉名度 7.2

×103

UttknoMl pollen

Fem spOre

未同定花粉

シダ植物胞子

13

24

Hel■�nh cggs 寄生虫卵 (― )

Digesion rimcins 明らかな消化残澄 (― )

表 1 下山新遺跡 B地区における花粉分析結果

(十 )Charconと agments 微細炭化物
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キ ク 亜 科

ア ” ” 熾 四 妙 枷 脚イ ネ 科

ニ フ ト コ 属 ― ガ ウマ コ
ズ ぶ 鵜

ト チ ノ キ

ク マ シ デ 属 ― ア サ ダ

ハ ン ノ キ 属

イ テ イ 科 ― イ ヌ ガ ヤ 科 ― 、
一耳 ガ ず 編

ス ギ

マ ツ 属 複 維 管 束 亜 属

シ ダ 植 物 胞 子 □

草 本 花 粉 国

樹 木 ・ 草 本 花 粉 □

樹 木 花 粉 ■

コ

ヨ
ナ

ナ
ラ

ラ
属

ニ
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コ
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ン
ナ

ガ
|シ
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ヨ
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ウ
属

属
属

キ
属
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料

3

: 
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: 
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15
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未

満
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ラ

ム

試 料 １ ∬ 中 の 花 粉 密 度
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▼

，ず

●

3 ハンノキ属スギ

L
d

4 クリ

J止
5 クリ

Jが

・

ΔＬ

　

掘

彎  狙 凸

手 Ч

¬ H酔

6 コナラ属コナラ亜属

▼ ニレ属
▼

ウコギ属

▼

11 イネ科

「

攀

汁 学

0屯

パぴ
15 シダ植物三条溝胞子

-10μ  m

工  J
―ケヤキ

▼

滲          L
8 トチノキ

Ｌ

ｌ０

12 タンポポ亜科

下山新遺跡の花粉 。胞子

9 トチノキ

13 ヨモギ属 14 ンダ植物単条溝胞子
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5。 植物珪酸容分析

はじめに

植物珪酸体は,植物の細胞内に生酸 (Si02)が蓄積 したもので,植物が枯れたあともガラス質の微化

石 (プ ラント・オパール)と なって土壌中に半永久的に残っている。植物珪酸体分析は,こ の微化石を

遺跡土壌などから検出して同定・定量する方法であり,イ ネをはじめとするイネ科栽培植物の同定およ

び古植生 。古環境の推定などに応用されている (杉山 ,2000)。

分析法

植物珪酸体の抽出と定量は,ガラスビーズ法 (藤原 ,1976)を 用いて,次の手順で行った。

1)試料を 105℃ で 24時間乾燥 (絶乾 )

2)試料約 lgに対 し直径約 40 μ lnの ガラスビーズを約 0.02g添加 (電子分析天秤により0.lmgの精

度で秤量 )

3)電気炉灰化法 (550℃ ・6時間)に よる脱有機物処理

4)超音波水中照射 (300W。 42KHz。 10分間)に よる分散

5)沈底法による20 μ m以下の微粒子除去

6)封入剤 (オ イキット)中 に分散 してプレパラー ト作成

7)検鏡・計数

同定は,400倍の偏光顕微鏡下で,お もにイネ科植物の機動細胞に由来する植物珪酸体を姑象 として

行った。計数は,ガラスピーズ個数が 400以上になるまで行った。これはほぼプレパラー ト1枚分の精

査に相当する。試料 lgあ たりのガラスビーズ個数に,計数された植物珪酸体 とガラスビーズ個数の比

率をかけて,試料 lg中の植物珪酸体個数を求めた。

また,お もな分類群についてはこの値に試料の仮比重 (1.0と 仮定 )と 各植物の換算係数 (機動細胞珪

酸体 1個あたりの植物体乾重,単位 :10もg)をかけて,単位面積で層厚 lcmあたりの植物体生産量を算

出した。これにより,各植物の繁茂状況や植物間の占有割合などを具体的にとらえることができる。チ

マキザサ節・チシマザサ節の換算係数は 0,75,ミ ヤコザサ節は 0.30で ある (杉山 ,2000)。

分析結果

(1)分類群

検出された植物珪酸体の分類群は以下のとおりである。これらの分類群について定量を行い,その結

果を表 1お よび図 1に示 した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。

〔イネ科〕

キビ族型,ウ シクサ族 A(チ ガヤ属など)

〔イネ科―タケ亜科〕

チマキザサ節型 (ササ属チマキザサ節・チシマザサ節など),ミ ヤコザサ節型 (ササ属ミヤコザサ節など),

未分類等

〔イネ科―その他〕

表皮毛起源,棒状珪酸体 (お もに結合組織細胞由来 ),未分類等
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(2)植物珪酸体群集の特徴

B地区 SK186(SK386)(試料 3)か ら採取 された炭化物混 じり上では,ミ ヤコザサ節型が 26,900個 /g

と多量 に検出され,チマキザサ節型 も■,000個 /gと 比較的多量 に検出された。 また,キ ビ族型,ウ シ

クサ族 Aな ども認め られた。お もな分類群の推定生産量 によると,チマキザサ節型お よびミヤコザサ

節型が優勢である。

植物珪酸体分析か ら推定 される植生 と環境

縄文時代の焚 き火跡 とみ られる遺構の周辺は,お もにササ属 (チ マキザサ節や ミヤコザサ節など)が

分布 していたと考えられ,部分的にキビ族やウシクサ族なども生育 していたと推定される。花粉分析の

結果 (第 4節 )で は,ク リ林 を主体 とした森林植生が推定 されていることか ら,ク リ林などの林床植生

としてササ属が分布 していたことが想定 される。なお,分析対象は焚 き火跡 とみられる遺構であること

か ら,ササ属の茎葉が燃料 として利用 されていた可能性 も考えられるが,比較試料 (遺構外の上壌など)

の検討が行われていないことか ら確定的なことは言えない。

ササ属は常緑であ り,大半の植物が落葉 または枯死する秋か ら冬 にかけてはシカ類などの草食動物の

重要な食物 となっている (高槻 ,1992)。 遺跡周辺にこれ らのササ類が豊富に存在 したことは,当 時の動

物相 を考える上で も重要 と考えられる。

文献

杉山真二(1987)タ ケ亜科植物の機動細胞珪酸体 富士竹類植物園報告,31,p7∈ 83

杉山真二(2000)植物珪酸体 (プラント・オパール)考古学と植物学 同成社,p189-213

高槻成紀(1992)北に生きるシカたち―シカ,ササそして雪をめぐる生態学― どうぶつ社

藤原宏志(1976)プラント・オパール分析法の基礎的研究(1)一 数種イネ科栽培植物の珪酸体標本と定量分析法― 考古学と自然科

学,9,p15-29

6。 まとめ

縄文時代の焚き火跡とみられる遺構の周辺は,ク リ林を主体とする森林植生が分布 していたと考えら

れ,林床植生としてササ属が分布 していたと推定される。焚き火跡とみられる遺構では,お もにクリ材

が燃料として利用されていたと考えられ,ササ属の茎葉が焼かれていた可能性も認められた。
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検出密度(単位:X100個/8)

地点・試料 SK186

分類群 学名

ウシクサ族A     Andropogoneae A type      7

イネ科

キビ族型

タケ亜科

チマキザサ節型

ミヤコザサ節型

Granllneae

Paniceae type

Bambusoldeae

Sasa  sect Sasa etc.

Sasa  sect. Crassinodi

未分類等      Others

110

269

104

その他のイネ科

表皮毛起源

棒状珪酸体

未分類等

Others

Husk hair origin

Rod_shaped

Others

７

　

５

　

７

３

　

９

植物珪酸体総数 Total

おもな分類群の推定生産量(単位 :kg/五 。cln)

チマキザサ節型

ミヤコザサ節型

Sasa  sect Sasa etc.

Sasa  sect, Crassinodi

0,83

0.81

タケ亜科の比率(%)

チマキザサ節型

ミヤコザサ節型

Sasa  sect Sasa etc.

Sasa  sect, Crassinodi

51

49

表 1 下山新遺跡 B地区における植物畦酸体分析結果
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図 1 下山新遺跡 B地区 SK186(SK386)に おける植物珪酸体分析結果



6 下山新遺跡における自然科学分析

,P

ミヤコザサ節型           表皮毛起源

下山新遺跡の植物瑳酸体 (プラン ト・オパール )

ウシクサ族 A

鶴鶴
岬 ｀

「

D・

チマキザキ節型

ミヤコザサ節型

棒状珪酸体

亀 ご

Ё ´

Ⅵ
　
Ｑ

絲

50μ m

チマキザキ節型

鎗

表皮毛起源
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図版 2

航空写真 (2003年撮影 )
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竹ノ内 Ⅱ遺跡 (古代下層 )

l Bl地区全景 (西から)2 Bl地 区西ブロック(北から)
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竹ノ内Ⅱ遺跡 (古代上層 )

1.Bl地区全景 (東から)2.Bl地 区全景 (真上から)



図版 6

竹ノ内 Ⅱ遺跡 (古代上層 )

l Bl地区中央ブロック (北から)2
4 SK1077炭 化物出土状況 (西から)
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図版 7
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竹ノ内 Ⅱ遺跡 (中 世下層 。中世上層 )

l Cl地区今景 (南から)2 C2地 区全景 (西から)
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竹 ノ内 I遺跡 (中世上層 )

l Al・ A2地 区全景 (南から)

SA l'SA 2・ SA 3(】ヒ東から)

Al地 区全景 (真上から)3 SD400・ SB 8'SB 9・ SB10・ SBll・

SD100。 SB26・ SB27(西から)
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竹ノ内 Ⅱ遺跡 井戸・柱穴・土坑 (中 世上層 )

l SE600(南 から)2 SE600(南から)3 SE600漆器出土状況 (南から)4 SE600漆器出土状況 (南から)

5 SP141(SB16)(】ヒ東から) 6 SP169(SB18)(西から) 7 SK177(北 東から) 8 SK250(】ヒ西から)
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図版 12

竹ノ内 Ⅱ遺跡 土器 (古代下層 )

SKl120 SK1302 包含層



図版 13

竹ノ内 Ⅱ遺跡 土器 (古代下層 )

SD1292 SK■ 19 包含層


