
グリッド
非 弱 中 強

計個数 ％ 個 数 ％ 個 数 ％ 個 数 ％

A lOb 8 3 6％ 1 1 5 0％ 3 14 ％ 0 0％ 2 2

A lO c 2 19 6 9％ 8 6 2 7％ 1 1 3 ％ 1 0 ％ 3 17

A llb 2 0 7 7 3 ％ 6 1 2 2％ 14 占％ 0 0 ％ 2 8 2

A l lc 3 5 0 ％ 3 5 0％ 0 0 ％ 0 0 ％ 6

B 9d 3 7 5 ％ 1 2 5％ 0 0 ％ 0 0 ％ 4

B l Oa 13 6 5 1 ％ 11 2 4 2％ 16 6 ％ 1 0 ％ 2 6 5

B l Ob 13 9 5 8 ％ 9 1 3 8％ 8 3 ％ 2 1％ 2 4 0

B l Oc 10 2 5 6 ％ 7 1 3 9％ 9 5 ％ 1 1 ％ 18 3

B l Od 2 8 3 5 5 ％ 19 5 3 8％ 35 7 ％ 3 1 ％ 5 16

B l la 1，134 7 3 ％ 38 8 2 5％ 36 2 ％ 6 0 ％ 1，5 6 4

B l lb 78 6 7 0 ％ 28 2 2 5％ 49 4 ％ 6 1％ 1，12 3

B ll c 2 10 0 ％ 0 0％ 0 0 ％ 0 0 ％ 2

B l ld 1 10 0 ％ 0 0％ 0 0 ％ 0 0 ％ 1

C 9b 2 9 8 1 ％ 7 1 9％ 0 0 ％ 0 0 ％ 3 6

C 9 C 17 65 ％ 9 3 5 ％ 0 0 ％ 0 0 ％ 26

C lO a 3 10 0 ％ 0 0 ％ 0 0 ％ 0 0 ％ 3

C lO b 4 80 ％ 1 2 0 ％ 0 0 ％ 0 0 ％ 5

C lO d 5 63 ％ 3 3 8 ％ 0 0 ％ 0 0％ 8

D lO a 11 85 ％ 2 15 ％ 0 0％ 0 0％ 1 3

D lO b 9 90 ％ 1 10 ％ 0 0％ 0 0％ 10

D 3b 3 73 6 9％ 1 39 2 6％ 19 4 ％ 1 0 2％ 5 4 1

D 3C 4 2 64 ％ 19 2 9％ 5 8％ 0 0％ 6 6

D 8C 15 94 ％ 1 6％ 0 0％ 0 0％ 1 6

D 8d 1 14 ％ 6 8 6％ 0 0％ 0 0％ 7

D 9a 8 7 3％ 3 2 7％ 0 0％ 0 0％ 1 1

D 9b 4 88 8 6％ 62 1 1％ 10 2 ％ 4 1％ 5 6 4

D 9 C 2 76 8 8％ 3 7 1 2％ 2 1 ％ 0 0％ 3 1 5

D 9d 89 8 9％ 10 1 0％ 1 1 ％ 0 0％ 10 0

E 2d 2 10 0％ 0 0％ 0 0 ％ 0 0％ 2

E 3a 4 ，4 0 1 7 2％ 1，5 0 3 2 5％ 1 56 3 ％ 2 8 0％ 6 ，0 8 8

E 3b 3 18 5 6％ 2 0 6 3 6％ 4 2 7 ％ 3 1 ％ 5 6 9

E 3C 164 6 2％ 80 3 0％ 17 6 ％ 2 1 ％ 2 6 3

E 3d 2 32 6 6％ 9 8 2 8％ 17 5 ％ 3 1 ％ 3 5 0

E 4b 3 10 0％ 0 0％ 0 0 ％ 0 0 ％ 3

E 8d 0 0％ 1 10 0％ 0 0 ％ 0 0 ％ 1

E 9a 1，3 34 9 1％ 1 12 8％ 18 1 ％ 3 0 ％ 1．4 6 7

E 9b 63 8 9％ 8 1 1％ 0 0 ％ 0 0 ％ 7 1

E 9 C 16 7 3％ 6 2 7％ 0 0 ％ 0 0 ％ 2 2

E 9d 350 8 8％ 3 7 9％ 5 1％ 4 1％ 39 6

E lO a 754 8 3 ％ 14 1 15 ％ 1 5 2 ％ 1 0 ％ 9 1 1

E lOb 6 3 72 ％ 2 0 2 3 ％ 3 3 ％ 1 1％ 87

E lO c 1 1 00 ％ 0 0 ％ 0 0 ％ 0 0 ％ 1

E lO d 35 6 86 ％ 52 13 ％ 5 1％ 3 1％ 4 16

F 6 d 6 2 77 ％ 13 16 ％ 6 7％ 0 0 ％ 8 1

F 7 a 2 0 9 1％ 3 14 ％ 0 0 ％ 0 0 ％ 23

F 9 C 0 0 ％ 0 0 ％ 0 0 ％ 1 1 0 0％ 1

F 9 d 0 0 ％ 1 10 0 ％ 0 0 ％ 0 0％ 1

F lO b 0 0 ％ 2 6 7 ％ 1 3 3％ 0 0％ 3

G 7a 1 1 00 ％ 0 0 ％ 0 0 ％ 0 0％ 1

G 9d 0 0 ％ 1 33 ％ 2 6 7％ 0 0％ 3

G l Oa 1 1 00 ％ 0 0 ％ 0 0％ 0 0％ 1

H 8a 2 40 ％ 3 60 ％ 0 0％ 0 0％ 5

H 8b 13 59 ％ 5 23 ％ 4 1 8％ 0 0％ 2 2

H 8 C 1 35 4 3％ 1 65 53 ％ 8 3％ 3 1％ 3 1 1

H 8d 13 6 5％ 6 30 ％ 1 5％ 0 0％ 2 0

H 9 a 5 8 3％ 1 17 ％ 0 0％ 0 0％ 6

H 9b 73 54 ％ 48 36 ％ 14 1 0％ 0 0％ 1 3 5

H 9 C 18 9 5％ 1 5％ 0 0％ 0 0％ 1 9

I8a 1 3 3％ 2 6 7％ 0 0％ 0 0％ 3

I8d 1 04 6 9％ 4 3 2 8％ 4 3％ 0 0％ 15 1

19a 2 5 1 6 9％ 9 2 2 5％ 18 5％ 1 0 ％ 3 6 2

I9b 2 10 0％ 0 0％ 0 0％ 0 0 ％ 2

I9C 4 5 7％ 2 2 9％ 1 14％ 0 0 ％ 7

I9d 2 00 6 0％ 11 0 3 3％ 24 7 ％ 0 0 ％ 3 3 4

赤 化 度 百 分 率
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グリッド
A ：9 0％以上 B ：4 0％以上 C ：4 0％未満

計個 数 ％ 個 数 ％ 個 数 ％

A l Ob 1 5％ 1 5％ 2 0 9 1 ％ 2 2

A lO c 27 9％ 57 1 8％ 23 3 7 4％ 3 1 7

A l lb 20 7 7 3％ 6 1 2 2％ 14 5％ 2 8 2

A ll c 0 0 ％ 1 1 7％ 5 8 3％ 6

B 9 d 3 7 5％ 1 2 5％ 0 0％ 4

B lO a 1 1 4 ％ 23 9 ％ 23 1 8 7％ 2 6 5

B lO b 7 3％ 23 10 ％ 21 0 8 8％ 2 4 0

B l Oc 9 5％ 16 9 ％ 15 8 8 6％ 18 3

B lO d 3 3 6 ％ 79 1 5％ 4 0 4 7 8％ 5 6

B l la 7 6 5％ 2 00 1 3％ 1，28 8 8 2％ 1，5 6 4

B l lb 2 9 3 ％ 1 29 1 1％ 96 5 8 6％ 1，12 3

B l lc 0 0 ％ 1 50 ％ 1 5 0％ 2

B l ld 0 0 ％ 0 0 ％ 1 10 0％ 1

C 9 b 0 0 ％ 0 0 ％ 3 6 100 ％ 3 6

C 9 C 0 0 ％ 0 0 ％ 2 6 100 ％ 2 6

C lO a 0 0 ％ 0 0 ％ 3 1 00 ％ 3

C lOb 0 0 ％ 0 0 ％ 5 1 00 ％ 5

C l Od 0 0 ％ 2 2 5 ％ 6 75 ％ 8

D lO a 1 8 ％ 0 0％ 12 92 ％ 13

D lOb 1 10 ％ 1 1 0％ 8 80 ％ 10

D 3b 8 1 15 ％ 12 9 2 4％ 3 3 1 6 1％ 54 1

D 3 C 8 12 ％ 6 9％ 52 79 ％ 6 6

D 8 C 0 0 ％ 7 4 4％ 9 56 ％ 16

D 8d 1 14 ％ 0 0％ 6 8 6 ％ 7

D 9 a 0 0 ％ 0 0％ 1 1 10 0 ％ 1 1

D 9b 8 1 ％ 4 8 8％ 50 9 9 0 ％ 56 5

D 9 C 1 2 4 ％ 2 9 9％ 2 74 8 7 ％ 3 15

D 9d 6 6 ％ 15 1 5％ 79 7 9 ％ 10 0

E 2d 0 0 ％ 1 5 0％ 1 5 0 ％ 2

E 3a 8 1 1 13 ％ 1，29 5 2 1％ 3 ．98 2 6 5 ％ 6，08 8

E 3b 6 5 1 1％ 12 3 2 2％ 38 1 6 7 ％ 56 9

E 3C 18 7％ 5 5 2 1％ 19 0 7 2 ％ 26 3

E 3d 28 8％ 68 1 9％ 25 4 7 3 ％ 35 0

E 4 b 0 0％ 0 0％ 3 10 0 ％ 3

E 8d 0 0％ 0 0％ 1 10 0 ％ 1

E 9a 9 1％ 126 9％ 1，33 2 9 1％ 1，4 6 7

E 9 b 1 1％ 9 1 3％ 6 1 8 6％ 7 1

E 9C 1 5％ 5 2 3％ 1 6 7 3％ 2 2

E 9 d 1 1 3 ％ 4 4 1 1％ 34 1 8 6％ 3 9 6

E lO a 4 5 5 ％ 132 14 ％ 734 8 1％ 9 1 1

E lO b 9 10 ％ 21 24 ％ 5 7 6 6％ 8 7

E lO c 0 0 ％ 0 0 ％ 1 10 0％ 1

E lO d 11 3 ％ 4 2 10 ％ 3 6 3 8 7％ 4 1 6

F 6 d 7 9 ％ 21 26 ％ 5 3 6 5％ 8 1

F 7 a 1 5 ％ 5 23 ％ 1 7 7 7％ 2 3

F 9 C 1 10 0 ％ 0 0 ％ 0 0％ 1

F 9 d 0 0 ％ 0 0 ％ 1 1 0 0％ 1

F l Ob 0 0 ％ 0 0 ％ 3 1 0 0％ 3

G 7a 0 0 ％ 0 0 ％ 1 1 0 0％ 1

G 9 d 0 0 ％ 0 0 ％ 3 1 0 0％ 3

G lO a 0 0 ％ 0 0 ％ 1 1 0 0％ 1

H 8a 1 20 ％ 0 0 ％ 4 8 0％ 5

H 8b 0 0 ％ 2 9 ％ 20 9 1％ 2 2

H 8C 6 2 ％ 19 6 ％ 2 8 6 9 2％ 3 1 1

H 8 d 2 10 ％ 4 20 ％ 14 7 0％ 20

H 9a 1 17 ％ 2 33 ％ 3 5 0％ 6

H 9 b 8 6 ％ 8 6 ％ 119 8 8％ 13 5

H 9C 3 16 ％ 3 16 ％ 13 6 8％ 19

18 a 0 0 ％ 1 3 3 ％ 2 6 7％ 3

I8d 1 8 12 ％ 18 12％ 115 76 ％ 15 1

I9a 3 0 8 ％ 3 0 8％ 30 2 8 3 ％ 36 2

I9b 0 0 ％ 1 5 0％ 1 50 ％ 2

I9 C 1 1 4％ 0 0％ 6 8 6 ％ 7

I9d 18 5％ 2 5 7％ 29 1 8 7 ％ 33 4

完 形 度 百 分 率
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グリッド
棒 扁 平 球

計個 数 ％ 個 数 ％ 個 数 ％

A lOb 2 9％ 1 3 5 9％ 7 3 2 ％ 2 2

A lO c 83 2 6％ 18 1 5 7％ 5 3 17％ 3 17

A llb 64 2 3％ 17 6 6 2％ 4 2 1 5％ 2 8 2

A l lc 1 1 7％ 5 8 3％ 0 0％ 6

B 9d 1 2 5％ 3 7 5％ 0 0％ 4

B l Oa 38 1 4％ 14 7 5 5％ 8 0 3 0％ 2 6 5

B lO b 53 2 2％ 150 6 3％ 3 7 1 5％ 2 4 0

B l Oc 3 1 1 7％ 90 4 9 ％ 6 2 3 4％ 1 8 3

B lO d 1 66 3 2％ 2 57 50 ％ 9 3 1 8％ 5 1 6

B l la 4 24 2 7％ 9 22 59 ％ 2 18 1 4％ 1 ，5 64

B l lb 2 29 2 0％ 6 7 1 60 ％ 2 2 3 2 0％ 1 ，1 2 3

B l lc 0 0％ 2 1 00 ％ 0 0％ 2

B l ld 0 0 ％ 0 0 ％ 1 10 0％ 1

C 9 b 1 3％ 34 94 ％ 1 3％ 3 6

C 9C 1 4 ％ 23 88 ％ 2 8％ 2 6

C lO a 0 0 ％ 3 1 00 ％ 0 0％ 3

C lO b 0 0％ 5 1 00 ％ 0 0％ 5

C lO d 1 1 3％ 4 50 ％ 3 3 8％ 8

D l Oa 1 8％ 12 92 ％ 0 0％ 1 3

D lO b 0 0％ 10 1 00 ％ 0 0％ 1 0

D 3b 14 3 2 6％ 24 6 4 5 ％ 15 2 2 8％ 5 4 1

D 3 C 14 2 1％ 32 4 8 ％ 2 0 3 0％ 6 6

D 8 C 0 0％ 15 94 ％ 1 6％ 1 6

D 8d 1 14 ％ 6 86 ％ 0 0％ 7

D 9a 1 9％ 10 9 1％ 0 0％ 1 1

D 9b 5 1％ 5 56 98 ％ 4 1％ 5 6 5

D 9C 8 3％ 2 99 95 ％ 8 3％ 3 1 5

D 9d 3 3％ 97 97 ％ 0 0％ 1 0 0

E 2 d 0 0 ％ 2 10 0 ％ 0 0％ 2

E 3 a 1 ，7 37 2 9％ 2 ，58 7 4 2 ％ 1，7 64 2 9％ 6 ，0 8 8

E 3 b 15 8 28 ％ 28 2 50 ％ 129 2 3％ 5 69

E 3 C 77 2 9 ％ 12 4 4 7 ％ 62 24 ％ 2 63

E 3 d 8 5 2 4 ％ 18 5 5 3 ％ 80 2 3％ 3 50

E 4 b 0 0 ％ 1 3 3 ％ 2 6 7％ 3

E 8 d 0 0 ％ 1 10 0 ％ 0 0 ％ 1

E 9 a 2 6 2 ％ 1，42 4 9 7 ％ 17 1％ 1，4 67

E 9 b 1 1％ 6 9 9 7 ％ 1 1％ 7 1

E 9 C 2 9 ％ 2 0 9 1 ％ 0 0 ％ 22

E 9 d 8 2 ％ 38 1 9 6 ％ 7 2％ 3 96

E lO a 6 5 7 ％ 78 7 8 6 ％ 59 6％ 9 1 1

E lO b 8 9 ％ 7 7 8 9 ％ 2 2％ 87

E lO c 0 0 ％ 1 10 0 ％ 0 0 ％ 1

E lO d 11 3 ％ 39 0 9 4 ％ 15 4 ％ 4 16

F 6 d 16 2 0 ％ 5 7 7 0 ％ 8 10 ％ 8 1

F 7 a 11 5 0 ％ 12 5 5 ％ 0 0 ％ 23

F 9 C 0 0 ％ 1 10 0 ％ 0 0 ％ 1

F 9 d 0 0 ％ 0 0 ％ 1 1 00 ％ 1

F lOb 0 0 ％ 3 10 0 ％ 0 0 ％ 3

G 7 a 0 0 ％ 1 10 0 ％ 0 0 ％ 1

G 9 d 0 0 ％ 1 3 3 ％ 2 6 7％ 3

G lO a 0 0 ％ 1 10 0 ％ 0 0 ％ 1

H 8 a 0 0 ％ 4 8 0％ 1 20 ％ 5

H 8 b 3 14％ 1 4 6 4％ 5 23 ％ 2 2

H 8 C 4 1 13％ 154 5 0％ 1 16 37 ％ 3 11

H 8 d 2 1 0％ 1 6 8 0％ 2 10 ％ 2 0

H 9 a 0 0％ 6 10 0％ 0 0 ％ 6

H 9 b 19 14％ 8 7 64 ％ 2 9 2 1％ 13 5

H 9 C 3 1 6％ 1 6 84 ％ 0 0 ％ 19

I8a 2 6 7％ 1 3 3％ 0 0 ％ 3

18d 6 7 4 4％ 7 0 4 6％ 14 9 ％ 15 1

I9a 30 8％ 3 0 8％ 30 2 83 ％ 36 2

I9b 2 10 0％ 0 0％ 0 0 ％ 2

I9 C 2 2 9％ 4 5 7％ 1 14 ％ 7

I9d 10 1 3 0％ 18 9 5 7％ 4 4 13 ％ 3 3 4

形 状 百 分 率

A l O b

A l O c

A l l b

A l l c

B 9 d

B l O a

B l O b

B l O c

B l O d

B l l a

B l l b

B l l c

B l l d

C 9 b

C 9 c

c l O a

C l O b

C l O d

D l O a

D l O b

D 3 b

D 3 c

D 8 c

D 8 d

D 9 a

D 9 b

D 9 c

D 9 d

E 2 d

E 3 a

E 3 b

E 3 c

E 3 d

E 4 b

E 8 d

E 9 a

E 9 b

E 9 c

E 9 d

E l O a

E l O b

E l O c

E l O d

F 6 d

F 7 a

F 9 c

F 9 d

F l O b

G 7 a

G 9 d

G l O a

H 8 a

H 8 b

H 8 c

H 8 d

H 9 a

H 9 b

H 9 c

I 8 a

I 8 d

I 9 a

I 9 b

I 9 c

I 9 d
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列 ッド名
有 無

計個 数 ％ 個数 ％

A lO b 22 10 0％ 0 0 ％ 2 2

A lO c 3 08 9 7 ％ 9 3 ％ 3 1 7

A l lb 2 74 9 7 ％ 8 3 ％ 2 8 2

A l lc 6 10 0 ％ 0 0 ％ 6

B 9 d 4 10 0 ％ 0 0 ％ 4

B lO a 2 5 7 9 7 ％ 8 3 ％ 2 6 5

B lOb 2 3 8 9 9 ％ 2 1 ％ 2 4 0

B lO c 18 1 9 9 ％ 2 1 ％ 18 3

B lO d 5 11 9 9 ％ 5 1 ％ 5 1 6

B l la 1，54 8 9 9 ％ 16 1 ％ 1，5 6 4

B ll b 1，10 7 9 9 ％ 16 1％ 1，12 3

B l lc 2 10 0 ％ 0 0 ％ 2

B ll d 1 10 0 ％ 0 0 ％ 1

C 9 b 3 5 9 7 ％ 1 3 ％ 3 6

C 9 C 2 6 10 0 ％ 0 0 ％ 2 6

C lO a 3 10 0 ％ 0 0 ％ 3

C lO b 4 8 0 ％ 1 2 0 ％ 5

C lO d 8 10 0 ％ 0 0 ％ 8

D lO a 12 9 2 ％ 1 8 ％ 1 3

D lO b 10 10 0 ％ 0 0 ％ 1 0

D 3 b 52 4 9 7 ％ 17 3 ％ 5 4 1

D 3C 6 2 9 4 ％ 4 6 ％ 6 6

D 8C 15 9 4 ％ 1 6 ％ 1 6

D 8 d 7 10 0 ％ 0 0 ％ 7

D 9 a 11 10 0 ％ 0 0 ％ 1 1

D 9 b 56 0 99 ％ 5 1％ 56 5

D 9C 3 14 1 00 ％ 1 0 ％ 31 5

D 9 d 95 9 5％ 5 5 ％ 10 0

E 2 d 2 1 0 0％ 0 0 ％ 2

E 3 a 5 ，9 30 9 7％ 158 3 ％ 6，08 8

E 3 b 5 54 9 7％ 15 3 ％ 56 9

E 3C 2 57 9 8％ 6 2 ％ 26 3

E 3 d 3 36 9 6％ 14 4 ％ 35 0

E 4 b 3 1 0 0％ 0 0 ％ 3

E 8 d 1 1 0 0％ 0 0 ％ 1

E 9 a 1，4 65 1 0 0％ 2 0 ％ 1，4 6 7

E 9 b 71 1 0 0％ 0 0 ％ 7 1

E 9C 2 2 1 0 0％ 0 0 ％ 2 2

E 9 d 3 95 1 0 0％ 0 0 ％ 39 5

E lO a 90 5 9 9％ 6 1％ 9 11

E lO b 85 9 8％ 2 2 ％ 8 7

E lO c 1 1 0 0％ 0 0 ％ 1

E lO d 4 15 1 0 0％ 1 0 ％ 4 16

F 6 d 73 9 0％ 8 10 ％ 8 1

F 7 a 20 9 1％ 3 14 ％ 2 3

F 9 C 1 1 0 0％ 0 0 ％ 1

F 9 d 1 1 0 0％ 0 0 ％ 1

F lO b 3 10 0％ 0 0 ％ 3

G 7 a 1 10 0％ 0 0％ 1

G 9 d 3 10 0％ 0 0％ 3

G lOa 1 10 0％ 0 0％ 1

H 8 a 5 10 0％ 0 0％ 5

H 8 b 2 1 9 5％ 1 5％ 22

H 8 C 3 09 9 9％ 2 1 ％ 3 1 1

H 8 d 20 10 0％ 0 0 ％ 20

H 9 a 6 10 0％ 0 0 ％ 6

H 9 b 132 9 8％ 3 2 ％ 1 35

H 9 C 19 10 0％ 0 0 ％ 19

18a 3 10 0 ％ 0 0 ％ 3

I8d 15 1 10 0％ 0 0 ％ 1 5 1

I9a 3 60 9 9％ 2 1 ％ 3 62

I9b 2 10 0％ 0 0 ％ 2

I9C 7 10 0％ 0 0 ％ 7

I9d 3 33 10 0％ 0 0 ％ 3 33

第48図　縄文時代礫要素比較図（14）
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割し、礫の分析を行った。

まず、密集度であるが、1m？あたりの重量で判断

すると、比較的密集度の高い（1，000g以上）小グ

リッドがおおむね四つの群になり、それぞれの散礫

I～Ⅳとする（第22図）。

I 群 A lO b ・C 、 A l l b 、 B l O a ・b ・C ・D 、 B l l a ・b

Ⅱ群 D 3b 、 E 3 a ・b ・d

Ⅲ 群 D 9b ・C 、 E 9 a ・d 、 E l O a ・b ・d

Ⅳ 群 H 8 C ・H 9 b ・I8 d ・1 9a ・d

散礫内の集石遺構は、

であり、Ⅱ群に属する集石遺構は、形態分類bやCの

「掘り込み」や「配石」を持つものが多く、Ⅳ群に

属する集石遺構は、形態分類bの「掘り込み」を持

つものが多く、I・Ⅲ群は形態分類aの「掘り込み」

や「配石」を持たないものが多いという特徴がある。

石材構成をみると、I群は、砂岩が40～50％で

最も多く、次に尾鈴山酸性岩類が30％前後、ホルン

フェルスが20％前後で比較的尾鈴山酸性岩類の割合

が高い。Ⅱ群は砂岩が60％前後で最も多く、次にホ

ルンフェルスが20～30％、尾鈴山酸性岩類は20％

前後、Ⅲ群は砂岩が30～50％、尾鈴山酸性岩類が

30～40％、ホルンフェルスが20～40％とそれぞれ

の値が括抗する。Ⅳ群は、砂岩が20～50％、尾鈴

山酸性岩類が20～40％、ホルンフェルスが10～

30％で比較的ホルンフェルスの割合が低い。

円磨度はI群は、亜角が70～80％、亜円が10～

30％で亜角が多い。Ⅱ群は、亜角が60～70％、亜

円が30～40％亜角が多いが亜円の割合がやや高い。

Ⅲ群は亜角が30～50％、亜円が50～60％で亜円が

多い。Ⅳ群が亜角が60～80％。亜円が20～40％で

亜角が多い。

赤化度は、I群は20～40％であり特にBlOaが

49％赤化している。Ⅱ群は20～40％であり特にE3b

が44％赤化している。Ⅲ群は10～30％であり特に

ElObが27％赤化しているが他の群に比べ赤化度は

低いといえる。Ⅳ群は20～50％であり特にH8Cが

57％赤化しており他の群に比べ赤化度は高い。

完形度は、I群はC：40％未満が70～90％で大半

を占める。Ⅱ群はC：40％未満が60～80％で、B：

40％以上が20～30％で比較的Bの割合が多い。Ⅲ群

はC：40％未満が70～90％で大半を占める。Ⅳ群は

C：40％未満が70～90％で大半を占める。

形状は、I群は扁平が50～60％、棒・球状がそ

れぞれ10～30％で括抗している。Ⅱ群は扁平が40

～50％、棒・球状がそれぞれ30％前後で括抗してい

る。Ⅲ群は扁平が80％以上で大半を占める。Ⅳ群は

扁平が50～60％、棒・球状がそれぞれ10～30％で

括抗している。黒色付着物は全体的に10％未満であ

るが、特にⅡ群のE3aが158個と多かった。

2　二次堆積K－Ah層上面検出の遺構

形態分類aの集石遺構（第31図）

S135はBlOグリッドに位置し、検出状況分類はイ

である。礫の範囲は、長径約1．05m、短径約0．66m

の範囲に130個の礫が分布する。1nfあたり59，144g

の礫が密集する。石材構成をみると、重量でほぼ同

量の砂岩・尾鈴山酸性岩類でほとんどが構成され

る。円磨度は、亜角約72％、亜円約19％で大半を占

める。赤化度は弱が約14％のみで高くない。完形度

はB：40％以上が約73％、C：40％未満が約22％と

大半を占める。形状は扇平が約96％と大半を占める。

黒色付着物は無く、集石遺構範囲内の土中にも炭化

物や焼土は検出されなかった。1正あたり59，144g

の礫が密集する。石材構成をみると、重量比で砂岩

が約59％、次に尾鈴山酸性岩類が約25％、ホルンフ

ェルスが約16％である。円磨度は、亜角約55％、亜

円約23％、角が22％である。赤化度は弱が約12％で

低い。完形度はB：40％以上が約69％、C：40％未

満が約20％と大半を占める。形状は扁平が約98％で

大半を占める。黒色付着物は無く、集石遺構範囲内

の土中にも炭化物や焼土は検出されなかった。

S】36はBlOグリッドに位置し、検出状況分類はイ

である。礫の範囲は、長径約0．88m、短径約0．50m

の範囲に124個の礫が分布する。1nfあたり39，788g

の礫が密集する。石材構成をみると、重量比で砂岩

が約48％、次にホルンフェルスが約32％、尾鈴山酸

性岩類が約20％である。円磨度は、亜角約98％で大
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半を占める。赤化している礫は約34％である。完形

度はB：40％以上で約88％、C：40％未満が約9％

と大半を占める。形状は扁平が約94％で大半を占め

る。黒色付着物は約13％が比較的高い。集石遺構範

囲内の土中にも炭化物や焼土は検出されなかった。

S137はBlOグリッドに位置し、検出状況分類はイ

である。礫の範囲は、長径約0．70m、短径約0．60m

の範囲に127個の礫が分布する。1Iがあたり89，805g

の礫が密集する。石材構成をみると、重量比で砂岩

が約55％、次に尾鈴山酸性岩類が約23％、ホルンフ

ェルスが約22％である。円磨度は、亜角約76％、亜

円約13％、角11％である。赤化している礫は約23％

である。完形度はB：40％以上が約78％、C：40％

未満が約15％と大半を占める。形状は扇平が約96％

で大半を占める。黒色付着物は約6％で、焼土はな

かったが、集石遺構範囲内の土中に径1～5mmの

炭化物を含んでいた。

土坑（第31図）

SClはG3グリッドに位置し、長径約1．44m、短

径約0．77mの楕円形で検出面からの深さ約0．43mを

測る。

SC2はG3グリッドに位置し、長径約0．91m、短

径約0．55mの楕円形で検出面からの深さ約0．32mを

測る。

巨礫群（第32図）

Sl38はClOグリッドに位置し、長径20～40cmの

大きめの礫が構成される。長径4．00m、短径3．39m

の範囲に礫が分布する。ほとんどが尾鈴山酸性岩類

（実測図で点状の模様のないもの）で一部ホルンフ

ェルス（実測図で模様のないもの）から構成される。

やや赤化がみとめられるものが1個であった。礫の

範囲内に掘り込み、焼土、炭化物は認められなかっ

た。

3　遺構出土遺物（第49図）

S132出土遺物（第49図61・62）

61は、円筒形で深鉢形のほぼ直立する口綾部～

胴部片、62は、口緑部片である。内面はナデ調整、

外面はやや波状の横位貝殻条痕文が施される。63

は、平底の底部片で内・外面ともにナデが施される。

S137出土遺物（第49図64・65）

64は、胴部片で内面はナデ、外面は斜位の貝殻

条痕文が施される。

65は、胴部片で風化により不明瞭ではあるが、

内・外面ともに貝殻条痕が施される。

S129出土遺物（第49図66・67）

66は、外反する口綾部片で風化により不明瞭で

はあるが、内・外面ともに貝殻条痕が施される。

67は、胴部片で風化により不明瞭ではあるが、

内・外面ともにナデが施される。

SCl出土遺物（第49図68・69）

68は、ほぼ直立する口緑部片で内・外面ともに

ナデ、外面に刺突文や沈線文が施される。

69は、胴部片で内・外面ともにナデ、外面に平

行沈線文が施される。

SC2出土遺物（第49図70）

70は、ほぼ直立する口綾部片で内・外面ともに

ナデ調整、外面に沈線文が施される。

S130出土遺物（第49図71）

71は有溝砥石で、扁平な砂岩製で斜め方向の浅

い溝を深い縦方向の溝が切っている。
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※61～63・71は二次堆積K－Ah層下

64～70は二次堆積K－Ah層の遺構内出土遣物

第49図　縄文時代遺構出土遺物実測図（1／3・1／2）
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4　包含層出土土器

主にMBO（基本層序IV層）、MLl（基本層序Ⅴ

層）相当層出土の土器は、縄文時代草創期～早期の

土器と考えられ、形態・文様などから1～10類・

21類・23類に分類した。また、主に二次堆積K－Ah

層（基本層序Ⅲa層）出土の土器のうち、形態・文

様などから縄文時代前期～晩期の土器と考えられる

ものを11～20類・22類・24類に分類した。

1～10類・21類・23類の出土状況を示した縄文

時代遺物分布図（1）～（5）・（13）・（15）

は、ほぼ全域に堆積していたMLl上面での地形測

量図を掲載しており、基本的にはMLlからの出土

であるが、それ以外の層からの出土については、図

中に基本層序のローマ数字（Ⅲ～Ⅳ）を明示した。

また、風倒木などによる裸乱土からの出土には「裡」

の字を明示した。同様に11類～20類・22類・24類

の出土状況を示した縄文時代遺物分布図（6）～

（12）・（14）・（16）は、二次堆積K－Ah層上面

での地形測量図を掲載しており、基本的には二次堆

積K－Ah層からの出土であるが、それ以外の出土に

ついては、ローマ数字、「裸」の字を明示した。

1類土器（第51図72・73）

1条以上の隆起線を施し、爪ないし半裁竹菅状の

工具で羽状の刻目を有する一群である。調査地南西

側の平場から出土している。

72は、ほぼ直立すると思われる口緑部片で、磨

耗しており不明瞭だが内面はナデ、口綾部外面を肥

圧させ、縦位の刻み、口綾部直下に1条以上の隆起

線文を施す。

73は、日録部に近い胴部片で、風化しており不

明瞭だが内・外面ともにナデ、口綾部付近に1条以

上の隆起線文を施す。

2類土器（第51図74～81）

器形は円筒形に近い深鉢形でナデによる調整、口

唇部外側に二枚貝の貝殻蝶番部などによる押圧刻

み、口緑外面に貝殻腹綾部などによる刺突文や押引

文が施される一群である。調査地北側の平場の南端

からその下の斜面一帯で出土している。

77は、器形はほぼ円筒形で口綾部外面がやや高

く肥厚している。内・外面とも貝殻条痕の後、ナデ

が施される。施文は口唇部外側の稜に貝蝶番部分に

よると思われる押圧刻み、口綾部外面に貝殻腹綾部

による横位の刺突線文を3条施す。

74・75はやや外傾し、口唇部上面がほぼ平坦と

思われる口綾部片である。風化しており不明瞭では

あるが、内・外面ともナデ、口唇部外側の稜に貝殻

蝶番部分によると思われる押圧刻み、口綾部外面に

貝殻復縁部と思われる横位の押引文と刺突線文1条

を施す。

76はやや外傾し、口綾部外面がやや高くなって

いると思われる口綾部片で、内・外面ともナデ、口

唇部外側の稜に棒状工具によると思われる押圧刻

み、口線部外面に棒状工具によると思われる横位の

押引文を施す。

78はやや外傾し、口唇部上面がほぼ平坦と思わ

れる口綾部片で、日録部外側が肥厚する。内・外面

ともナデ、口唇部外側の稜に貝殻腹録部によると思

われる斜位の刻みとその直下に連結するような形で

斜位の刺突文を施し、逆「く」の字状を呈している。

さらにその下の口綾部外面に貝殻腹緑部分によると

思われる横位の刺突線文を2～3条施す。

79はほぼ直立し、口唇部上面がほぼ平坦と思わ

れる口綾部片である。内・外面ともナデ、口唇部外

側の稜に貝殻蝶番部分によると思われる押圧刻み、

口綾部外面に貝殻腹縁部によると思われるやや斜位

の刺突文と横位の刺突線文2条を施す。

80はほぼ直立し、口唇部上面がほぼ平坦と思わ

れる口綾部片である。内・外面ともナデ。口唇部外

側の稜に櫛もしくは箆状工具によると思われる縦位

の刻み、口線部外面に櫛もしくは棒状工具によると

思われる連続刺突文を施す。

81はほぼ直立し、口綾部外面がやや高くなって

いると思われる口綾部片で、内面はナデ、外面は貝

殻条痕の後ナデ、口唇部外側の稜に貝殻腹線部分と

思われる斜位の刻み、その下に貝殻腹縁部分による

と思われる斜位の刺突文を施し、逆「く」の字状を

呈している。

3類土器（第51図82）

82一点のみで調査地北側の平場直下の斜面（上

位）から出土している。ほぼ直立し、口綾部外面が
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高く内面とは明瞭な段を有し口縁部外面が肥厚する

深鉢形の口線部片である。内・外面とも丁寧なナデ、

口唇部は棒状工具によると思われる押圧刻みが施さ

れ、いわゆる「小波状口緑」状となっている。口線

部外面に貝殻腹縁部によると思われる横位の刺突線

文4条が施される。

4類土器（第53図83～89、第54図90～96）

器形は、円筒形の深鉢形で、胴部に条痕文を施し、

口綾部上端部に貝殻・箆状施文具で1列あるいは2

列の連続刺突文をめぐらす一群である。出土分布は、

主に調査地斜面部分の東側である。

83は、器形はほぼ円筒形と思われ、内・外面と

も貝殻条痕による横～斜位の貝殻条痕を施す。風化

により不明瞭ではあるが、口唇部外側の稜から箆状

工具もしくは貝殻腹綾部によると思われる斜位の連

続刺突文とその直下に連結するような形で斜位の連

続刺突文を施し2列で逆「く」の字状を呈している。

84は、器形はほぼ円筒形と思われ、内面はナデ

が行われ、外面は斜位の貝殻条痕が施される。風化

により不明瞭ではあるが、口唇部外面の稜は箆状工

具もしくは貝殻腹緑部によると思われる斜位の連続

刺突文が施される。

85～87は、ほぼ直立すると思われる口緑部片で、

内面はナデ、外面は横～斜位の貝殻条痕が施される。

口唇部外側の稜は、85は貝殻腹綾部、86・87は風

化のため不明瞭だが箆状工具もしくは貝殻腹緑部に

よると思われる斜位の連続刺突文が施される。

88・89は、形態・文様・出土地点から同一個体

と思われる口緑部・胴部片である。器形はほぼ円筒

形と思われ、内面はナデ、外面は太めの横位～斜位

の貝殻条痕が施される。口唇部外面は風化により不

明瞭だが貝殻腹綾部と思われる斜位の連続刺突文が

施される。

90・91は、形態・文様・出土地点から同一個体

と思われる口綾部・胴部片である。器形はほぼ円筒

形と思われ、内・外面とも横～斜位の貝殻条痕が施

される。風化により不明瞭ではあるが、口唇部外面

は貝殻腹綾部と思われる斜位の連続刺突文が施され

る。

92～96は、ほぼ直立すると思われる口綾部片で、

内面はナデ、外面は92・95・96は横位～斜位の貝

殻条痕、93は太めの貝殻条痕が横位に施される。

口線部外面は、92・94～96は箆状工具によると思

われる縦位の連続刺突文、93は棒状工具によると

思われる連続押圧文が施される。

5類土器（第54図97）

97一点のみで調査地南西側の平場から出土して

いる。、口録部に近いと思われるほぼ直立する深鉢形

の胴部片で、内・外面とも丁寧なナデ調整の後、

内・外ともに貝殻腹線部による横位の刺突線文が施

される。

6類土器（第54図98）

98一点のみで調査地南端（斜面最下位）から出

土している。やや内湾し口緑部上面が平坦と思われ

る深鉢形の口綾部片で、内・外面ともにナデ、外面

に櫛状工具によると思われる刺突文を口綾部に横位

に4列、胴部には放射状（下→上）に施す。

7類土器（第54図99～101）

器形は、やや口綾部がやや外反する胴部円筒形の

深鉢形で、内面はミガキで外面は斜位（右下がり）

の貝殻条痕による調整が施される一群である。調査

地斜面部分の上位と下位から出土している。

99は口緑～胴部片、100は口綾部片、101は胴部

片である。

8類土器（第56図102～111）

器形は、口綾部がやや外傾する胴部円筒形の深鉢

形で、内面はナデ、外面が口緑部から胴部上位にか

けて、貝殻腹線によるやや波状の横位条痕文が施さ

れる。主に調査地の東側で出土しているが、北側・

中央部を除く西端・南端の平場からも出土してい

る。

102～109は口緑部片で、110が口緑～胴部片、

111は胴部～底部片で底部にかけてすぼまる器形で

ある。

9類土器（第58図112～124）

器形は、やや外反～大きく外反する口綾部を持ち、

胴部は直立～やや膨らむ深鉢形で、押型文を施す一

群である。主に、調査地南西側の平場に多く出土す

るが、疎らに斜面部からの出土もみられた。

112は、やや膨らんだ胴部片で、内面はナデ、外
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面は縦方向の楕円押型文が施される。

113は、外傾する口綾部片で、内面はナデ、外面

は横方向の節の大きな撚糸文が施される。

114・115は直立、116はやや膨らむ胴部片で内

面はナデ、外面は縦方向の撚糸文が施される。

117は、口線部が大きく外反し胴部がやや膨らむ

口線～胴部片で、内面はナデ、口綾部に横位の撚糸

文、外面は全体に縦位の撚糸文を施す。

118は、平底の底部片で、内面はナデ、外面は縦

位の撚糸文を施す。

119は、口綾部が外反する口綾部片で内外面に山

形押型文が施される。

120・121は胴部片で、内面はナデ、外面は山形

押型文が施される。

122は、やや外反する口綾部片で、内面はナデ、

口綾部上位に変形撚糸文、外面に変形撚糸文を施す。

123・124は、ほぼ直立する胴部片で、内面はナ

デ、外面に変形撚糸文を施す。

10類土器（第60図125～133）

器形は、外に広がる口綾部もしくは頭部で外反し

口綾部が内よりに屈折し広がり、胴部は、円筒形の

深鉢形で、沈線文や網目状の撚糸文を施す一群であ

る。出土分布は調査地南西側の平場に限られている。

125は、外傾する口線部片で、内・外面ともにナ

デ、口唇部に斜位の刻目、口線部外面に横位の沈線

文を施す。

126は、外反する頭部から内よりに屈折する口綾

部下位片で、内・外面ともにナデ、口綾部下位外面

に横位の沈線文、屈曲部分に斜位の刻目、頭部下位

に撚糸文が施される。

127は、やや膨らんだ胴部片で、磨耗のため不明

瞭であるが、内・外面ともにナデ、外面は撚糸文も

しくは網目状撚糸文が施される。

128・129は、ほぼ直立する胴部片で、内・外面

ともにナデ、外面は区画のない網目状撚糸文と横位

の沈線文が施される。

130～133は、外に広がる口綾部片で130・

132・133はやや波状気味と思われる。口唇部に刻

目、内・外面ともにナデ、外面は沈線文を施す。
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11類土器（第62図134～139）

主に二次堆積K－Ah層出土の土器で貝殻条痕文

を施すもの、もしくは二次堆積K－Ah層出土の土

器で貝殻条痕文を施し、1～10類に該当しないも

のを便宜的にこの一群にまとめた。時期的には、幅

（縄文時代早期～晩期）があると思われる。

134は、胴部片でⅣ層からの出土である。内面は

ナデ、外面は曲線状の貝殻条痕文が施される。

135は、胴部片で、円盤状に加工し穴あけ錘とし

て転用したものの一部の可能性もある。風化により

不明瞭ではあるが、外面には横・斜位の貝殻条痕が

見受けられる。

136は、外反する口綾部片で、BlOグリッド（調

査地南西の平場）からの出土である。内面は貝殻条

痕後、特に日録部上位はナデ、外面は縦位・横位・

斜位の貝殻条痕文が施される。

137は、口綾部がやや外反する円筒形の器形と考

えられる口緑～胴部片である。BlOグリッド（調査

地南西の平場）からの出土である。内面は胴部下位

に貝殻条痕が一部残るが、それ以外は比較的丁寧に

ナデ消されている。口唇部も丁寧にナデが施され平

坦に仕上げられている。外面は、斜位→口綾部横位

→斜～曲線状の条痕が施される。

138は、やや外傾すると思われる肥厚した口綾部

片で、調査地南西の平場からの出土である。内面は

横位貝殻条痕、口唇部は、箆状工具によると思われ

る斜位の刻み、外面は斜位→口綾部上位に横位の貝

殻条痕文を施す。

139は、胴部片で、内面はナデ、外面は貝殻条痕

が施される。

12類土器（第64図140～157）

主に二次堆積K－Ah層出土の土器で貼付突帯文

を施すものを便宜的にこの一群にまとめた。時期的

には幅（縄文時代前期以降）があると思われる。

140・141は、ほぼ直立する口綾部片で140はG3

グリッド（調査地北東の斜面上位）、141はAllグ

リッド（調査地南西の平場）からの出土である。風

化により不明瞭ではあるが、内・外面ともナデ、外

面に縦・横斜位の微隆起線文を施す。

142は、ほぼ直立する口縁部片、143は、直立す

る口綾部に近い胴部片と思われ、調査地南側からの

出土である。内面は横位の貝殻条痕、外面は貝殻条

痕の後、断面三角形の低い貼付突帯をナデつけてい

る。また、142は棒状工具によると思われる横位の

連続刺突文が、143は刺突が突帯におよんで刻臼状

を呈している。

144は、胴部片で調査地ほぼ中央部の斜面からの

出土である。風化により不明瞭ではあるが、内面は

ナデ調整を行い、外面は貝殻条痕の後、断面三角形

の低い貼付突帯をナデ付けている。また、棒状工具

によると思われる刺突が1点だけ見受けられる。

145～148は、胴部片で調査地北側の斜面上位か

らの出土で、出土位置が近いため同一個体の可能性

もある。内・外面ともにナデ、風化により不明瞭で

はあるが、外面に菓脈状に低い貼付突帯を施す。

149・150は、胴部片でAllグリッド（調査地南

西側の平場）からの出土で、出土位置が近いため同

一個体の可能性もある。内面は横位の貝殻条痕、外

面は風化により不明瞭ではあるが、横位の貼付突帯

を4条以上ナデ付けている。また、突帯間の横位の

棒状工具によると思われる連続刺突文が施される。

151は、ほぼ直立すると思われる口緑部片で、B

lOグリッド（調査地南西側の平場）からの出土で

ある。内・外面に貝殻条痕を施し、口綾部外面に断

面三角形で横位の低い貼付突帯をナデ付けている。

152は、胴部片で、BlOグリッド（調査地南西側

の平場）からの出土である。内面は貝殻条痕の後ナ

デ、外面は貝殻条痕の後ナデ（ナデ消しに近い）、

横位の貼付突帯1条が施される。また、突帯は棒状

工具によると思われる連続刺突を行い刻目突帯状を

呈している。

153は、口綾部片でBlOグリッド（調査地南西側

の平場）からの出土である。風化により不明瞭では

あるが、外面に横位の貼付突帯を2条施している。

154は、胴部片でFlOグリッド（調査地南端の斜

面下位）からの出土である。内・外面ともに貝殻条

痕の後ナデ、外面に断面三角形で横位の貼付突帯が

不十分にナデ付けられている。

155は、胴部片で、FlOグリッド（調査地南端の

斜面下位）からの出土である。内・外面ともにナデ、

ー　71－
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第62図　縄文土器実測図（7）1／3

外面に低い貼付突帯をナデ付けた後、棒状工具によ

ると思われる間隔の狭い連続刺突を行い刻目突帯状

を呈している。

156は、胴部片と思われ、F3グリッド（調査地

北側の斜面上位）からの出土である。風化により不

明瞭ではあるが、外面は貝殻条痕後ナデ、低い貼付

突帯が施される。

理想ご－Ⅰ霊浩葺監恥、・
．ここ＝ここ∴ユー・l－I∵二二∵∵
∴：ここ⊥こ・．－で：ご二：二、二・三．一二‡

ぎ′－．ぱ小ロ．一わー4ロー　　ゼゥ　一．．・．一＿　　　h

モ空正喜芦霊
‾帥Ir－f T
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157は、口綾部片でBllグリッド（調査地南西側

の平場）からの出土である。内・外面ともに貝殻条

痕の後ナデ、外面に貼付突帯を1条施し、突帯の上

方から、箆状工具によると思われる縦位の連続刺突

を行い、突帯上位を刻んでいる。
／

13類土器（第65図158～171）

内・外面ともにナデを行い、沈線文を施す一群で
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ある。出土は、調査地北側と南側（斜面の上端と下

端）に分布域が分かれる。

158は、口綾部片で風化により不明瞭ではあるが、

口唇部に刻み、外面に比較的細い弧状の沈線文を施

す。

159は、内・外面ともにナデ、外面に縦・横位の

平行沈線と連続刺突文、内面に横位の平行沈線が施

される。

160は、内・外面ともにナデ、外面に羽状文が施

される。

161は、風化により不明瞭ではあるが、内・外面

ともにナデ、外面に縦・横位の平行沈線が施される。

14類土器（第67図162～171）

貝殻条痕に弧状の2本単位平行沈線と連続刺突文

が施される一群で、調査地南西側の平場（特に最南

西端）から出土している。

162～166は口綾部片で、小片で判断のつかない

ものもあるが、162は波状口緑である。風化により

不明瞭なものもあるが、内面はナデ、沈線文や連続

刺突文が施される。口唇部に箆状工具によると思わ

れる刻みが施され、外面は162・164が縦位貝殻条

痕の後、163・165がナデの後、平行沈線文・連続

刺突文が施される。

167～171は胴部片で、内面はナデもしくは貝殻

条痕後ナデ、168は連続刺突文が施される。外面は

縦位の貝殻条痕もしくはその後ナデ、平行沈線文と

連続刺突文が施される。

15類土器（第67図172・173）

内面は横位の貝殻条痕調整が行われ、外面は横位

の連続押引線文が施される一群で、調査地南端（斜

面部分最下位）からの出土である。172は口綾部片、

173は胴部片であるが、出土位置が近い事から同一

個体の可能性もある。

16類土器（第69図174～182）

器形は口綾部が外反もしくは「く」の字屈曲をす

る深鉢と思われ、内・外面ともに貝殻条痕後、ナデ

調整を行い、外面屈曲部分に貝殻腹線部による斜位

の連続刺突文を施す。出土分布は主に調査地南側の

平場であるが、北側の平場からも出土はみられた。

174～179は日録部片で180～182は頭部片と思

われる。176のみ波状口線となっており、口綾部内

面の一部に貝殻腹緑部による連続刺突文が施され

る。

17類土器（第71図183～194・72図195～205）

縄文時代後期から晩期にかけての時期に相当する

と思われる土器を便宜上この一群にまとめた。

183は、頸部から口緑部にかけて外反し、稜をな

した後、口綾部上位が内傾する深鉢形の口緑～胴部

片と思われる。内・外面ともにミガキ調整が行われ、

口綾部内面の屈曲する箇所に横位沈線1条、口綾部

上位外面に箆状工具によると思われる斜位連続刺突

文→横位沈線1条を施す。

184は、頚部から口綾部にかけて外傾し、ゆるや

かな稜をなした後、口綾部上位が直立～やや内傾す

る深鉢形の口線部片と思われる。内・外面ともにナ

デ、風化により不明瞭ではあるが、口綾部内面の屈

曲する箇所に横位沈線1条が施される。

185～187は口綾部片で186は口線外面上端が突

帯気味に肥厚している。185はやや波状気味と思わ

れる。調査地南側からの出土である。内・外面とも

に工具を使用したと思われるやや雑なナデが施され

る。

188・189は、口綾部がゆるやかな「く」の字屈

曲をする深鉢形の口緑～胴部片・口綾部片である。

調査北側の平場からの出土であり、同一個体の可能

性もある。内・外面ともにナデ調整が施される。

190は、外反する口綾部片でF3グリッド（調査

地北側斜面上位）からの出土である。内・外面はナ

デ調整が行われ、口唇部もナデ調整で平坦に仕上げ

られている。

191～194は、ほぼ直立する口線部片で、191以

外は口線外面上端がやや突帯気味に肥厚している。

調査地斜面部分の上位と下位から出土している。基

本的には内・外面ともに箆ケズリで細やかな調整は

工具によると思われる縦位連続刺突文が、口緑部下

位内面に貝殻条痕と思われるものも見受けられる。

195・196は、ほぼ直立する口綾部～胴部片、や

や外傾～直立する口綾部片で円筒形の深鉢形と思わ

れ口綾部内面が外面より低くなっている。調査地南

側からの出土である。内・外面ともに貝殻腹線部や
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第65図　縄文土器実測図（9）1／3

箆状の工具によると思われるケズリで細やかな調整

は施されていない粗製土器である。

197・198は、深鉢形の直立する胴部片と思われる。

F3グリッド（斜面部分上位）、BlOグリッド（南西

側の平場）からの出土である。内・外面ともに貝殻

腹縁部や箆状の工具によると思われるケズリで細や

かな調整は施されていない粗製土器である。

199～205は、波状口縁をもつもので、199は口

線部から胴部片、それ以外は口緑部片で円筒形の深

鉢形と思われる。出土分布は主に調査地北側である。

200は口線外面上端がやや突帯気味に肥厚してい

る。202・205は口唇部に箆状工具によると思われ

る刻みが施される。内・外面ともに貝殻腹綾部や箆

状の工具によると思われるケズリで細やかな調整は

施されていない粗製土器である。

18類土器（第74図206～215・第75図216～219）

縄文時代晩期に相当すると思われる内・外面とも

にミガキ調整を施した精製磨研土器を一群にまとめ

た。調査地北側の平場と調査地南側に分かれて出土

する。

206～208は浅鉢の口綾部片と思われる。口綾部

は玉線状を呈し、206・208は外面に、207は内面

に沈線を施し段を形成している。

209・210は出土位置も近く同一個体と思われる

浅鉢の口綾部～胴部片である。口綾部は玉線状を呈

し、内面に沈線を施し段を形成している。211は口

綾部が外反、53は胴部片で、張りが210よりも球に

近い。

212は、口綾部～胴部片で、風化により不明瞭で

はあるが、口緑部は玉線状を呈し、口綾部内面に段

を有していると思われる。胴部で内側に屈曲し、口

緑部に向かって外反している。

213は浅鉢の口綾部～胴部片で、口綾部は玉線状

を呈し、外面に沈線を施し段を形成している。胴部

で212よりもゆるやかに内側に屈曲し、口綾部はほ

ぼ直立する。口綾部に鰭状突起を有する。

214は、浅鉢のゆるやかに屈曲する胴部片と思わ

れる。

215は、浅鉢の球～偏球状に張った胴部から口綾

部あたりの破片と思われる。

216は、口綾部がほぼ直立すると思われる口綾部

片で、全体的な器形は不明である。

217～219は胴部が偏球状に張り、口綾部は短く

外反する浅鉢で218は口綾部に鰭状突起を有する。

19類土器（第77図220～227、第78図228～231）

縄文時代晩期に相当すると思われる粗製土器を一

群にまとめた。出土分布は主に調査地中央部の斜面

部分である。

220・221は、やや外反する口綾部片で、内・外

面ともにミガキ調整である。

222・223は外傾する口綾部片と思われ、内・外

面ともに貝殻腹綾部もしくは箆状工具によると思わ

れるナデ調整である。

224～227は、やや外傾もしくは外反する口縁部

片で、外面に幅広の突帯を貼り付けることで肥厚さ

せ段を形成している。内・外面ともに貝殻腹緑部も

－　75　－
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第77図　縄文土器実測図（16）1／3
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第79図　縄文土器実測図（18）1／3
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しくは箆状工具によると思われるナデを施す。

228～230は、直立もしくはやや外傾する口緑部

片で、外面に幅広の突帯を貼り付け、特に下位を肥

厚させ断面三角形の隆起線文状を呈している。

231は、胴部片で、上位の器壁が薄くなる。内・

外面ともに貝殻腹綾部もしくは箆状工具によると思

われるナデ調整である。

20類土器（第78図232・233、第79図234～236）

縄文時代晩期に相当すると思われる粗製土器のう

ち口線外面に未貫通の連続刺突を施すいわゆる「孔

列文土器」と呼ばれるものを一群にまとめた。調査

地南側で出土している。

232は、口綾部がほぼ直立すると思われる鉢～浅

鉢形の口綾部片で、口綾部内面が外面よりやや低く

段を有している。

233は口綾部、234・235は、口綾部がやや外傾

し、底部にかけてすぼまる平底の深鉢形である。口

線外面に幅広の突帯を貼り付け、特に下位を肥厚さ

せ断面三角形の隆起線文状を呈し、その直下に連続

刺突を施している。

236は、口綾部がほぼ直立し、胴部以下が球形の

浅鉢と思われる。口線外面に幅広の突帯を貼り付け

特に最上位・最下位を肥厚させ断面三角形の隆起線

文（2条）状を呈し、その直下に連続刺突を施して

いる。

21類土器（第81図237～239）

二次堆積K－Ah層より下層（MBO・MLl）で出土

した土器のうち、1～10類に当てはまらない縄文

土器を便宜上この類にまとめた。時期的には早期と

思われる。

237は、直立～外傾すると思われる口綾部片で、

E5グリッド（斜面部分上位）からの出土である。

口綾部上位外面を肥厚させ、斜位の刺突を3列施す。

内・外面ともにナデを施す。

238は、ほぼ直立すると思われる口綾部片で、G

5グリッド（斜面部分上位）からの出土である。

内・外面ともにナデで、ナデ削られる事で口線外面

の最上位部分がやや段を有している。

239は、胴部片で内面はナデ調整が行われ、外面

は縄文が施される。DlOグリッド（調査地南側）か

らの出土である。

22類土器（第83図240～246）

二次堆積K－Ah層より出土した土器のうち、11～

20類に当てはまらない縄文土器を便宜上この類に

まとめた。

240は、外反する口綾部片でナデ調整、外面は貝

殻条痕による調整である。FlOグリッド（調査地南

側）からの出土である。

241は、口綾部片で、243は胴部片もしくは土器

片錘と思われる。内・外面ともに丁寧なナデ調整、

外面に沈線文が施される。磨消縄文の可能性もある。

調査地南西側の平場からの出土である。

242は、胴部片で、内・外面ともにナデ、外面に

棒状工具によると思われる連続刺突文が施される。

Ⅲa層からの出土した。

244・245は胴部片で、風化により不明瞭ではあ

るが、内・外面ともにナデ、外面に櫛状工具による

と思われる連続刺突文が施される。調査地南側から

の出土である。

246は、ほぼ直立すると思われる口綾部片で、

内・外面ともに貝殻条痕が施される。B8グリッド

からの出土である。

23類土器（第85図247～251）

二次堆積K－Ah層より下層（MBO・MLl）で出

土した土器のうち、底部をこの類にまとめた。

247は、内・外面ともにナデである。

248は、風化により不明瞭ではあるが、内・外面

ともにナデ、網代底である。

249は、風化により不明瞭ではあるが、内・外面

ともにナデ、木の葉底である。

250は内面はナデ、外面は貝殻条痕が施される。

251は、風化により不明瞭ではあるが、内・外面

ともにナデである。

24類土器（第85図252～256、第87図257～261）

二次堆積K－Ah層より出土した土器のうち、底部

をこの類にまとめた。

252・253は内・外面ともに箆状工具によると思

われるナデ、網代底である。

254・255は、内面はナデ、外面は貝殻条痕が施

される。
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256～258は、風化により不明瞭ではあるが、

内・外面ともにナデ、網代底である。

259・260は、風化により不明瞭ではあるが、内

面はナデ、外面はミガキ～ナデと思われる。259は

上げ底である。

261は、外面は貝殻条痕、内面はナデが施される。

10cm
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第81図　縄文土器実測図（19）1／3

土器片錘（第89図262～272）

土器片錘は全て二次堆積K－Ah層で出土した。主

に調査地南側で出土したが、調査地北側（斜面部分

上位）からも2点出土している。完形に近いものは

264・267・268で他は破片である。

ー86　－



1

‾952望

‾952望

‾952笥

‾953等

‾953裾

蒜 当

‾953ぎ

‾953笥

‾95箭

‾95円

‾当讐

458

凡

／㍉・、、
′
I
J
l

ヽヽ’、、っ 、・

－ヽ・←‘－・ッ．＿

■

例

2 2 類●＿

I
J
J

六 二

▼ヽ°
、．、t

．、．
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

J
J
l
I

J ヽ
ヽ
l
l
l

j

′
Jf二

lllt．　－＿一一寸

m l

JlJI′♪、．．

llllll一一．－・－一l

■ l

I

J

I

J

′

l

t

l

′

I

J

J

／

一

t

l

l

l

l

l

I

I

′

l

′

2 4 4

ヽ

l

l

t

l

ヽ

J

J

l

I

J

J
ノ ・一・一°‾ ’

l

ヽ

l

l

、、・、 ．ユ′一▼－．・－．一．一 ．一 ′

J′JJJJ′

41
△

△
2呈／了 ’■′．r ■ l

ノ・〆

lJJヽ
ヽヽ
ヽ 42．245

A∧
ノノ・′‘

．一・ノノ・ノ′・一ノ′ ■ 1

l l　r　l l l l l l

・、．＿．⊇ 誓 二．．・

I Il l l l l　r　l

°′▼

I l　r　l l l I l l l l l l l l l l l l l l　t　l l l l l l l l l l　t　ll l t　ll l l l l l l l　l l l l l　r　l l l l l l l l l l l
O A　　 45 8 2 0 B　　 45 8 3 0 C　　 4 5 8 4 0 D　　 45 8 5 0 E　　 45聖 F　　 45 8 7 0 G　　 45 8 8 0 日　　 4 5 8呵

第82図　縄文時代遺物分布図（14）（1／1，000）

‾・・∴l

10cm
i l　－・l l i　　　　　　＿＿」

第83図　縄文土器実測図（20）1／3

－87－



1

i2702

32803

52904

〆、手、、、・・・＿・
、．、．～．－．、

m

暦謁 ／

I

′

／

′

I

2 4 9

0

、 tヽ°

ン ・、 ・、

ヽ

′

J

J

′

ヽ

ヽ

l

l

l○

I

J

J

I

Z 4 6

0 －・c I

2 4 7

ヽ

l

： 宗

5 3 0 0

5

5 3 1 0

6

5 3 2 0

［ 7

J

′

′

J

I

I

′
J　　I　　 －

l

l

l

t

l l

ノ4

I

I

′

′

．l

l

l

t

J

′

′

I

I

′

′

l

l

l

l

主

l

l

5 3 3 0

8
I

J

J

J

I ‾

I

′

l

l

ヽ

l　 ‾

t

l

5 3 4 0

9

5 3 5 0

1

5 3 6 0

1 1

5 3 7 0

1 2

J

′

l

I

′

／

ノ 一・一 ．‾ ．

一′一．一．一．一 一一 ．一′

l

l

l

．‾’‾、、 ・、 ・ユ

I′JIJ′

㌢

ノ・ノ‘
．〆ノ‘

°′一一．

I

I

J

ヽ

ヽ

′ ▼

ノ ー ’

．ノ ′

．一 ・′ ・一 ． ノ ′

′ ° ▼

ノ °

l　 l　 l l l l　 l l l l l l　　　　　　　 t　　　 l

． ノ r

l l l l l l l　　 l
l　　 l l　 t　 l l l l l l l　 t　 l l l 1 l　 t　 l　 t　　　 l　　　　 l l l l l l　　　 l l l l　　　　 l l l l

45810A　　45820B　　45830C　45840D　　45850E　　45860F　45870G　　45880H　45890］

筐＝＝□＝←「rJPm

第84図　縄文時代遺物分布図（15）（1／1，000）

鮒

．

＼磁療蛎

聖　書

第85図　縄文土器実測図（21）1／3

－88　－



1

i 2 7 0

2

i 2笥

52等

53笥

ノ ・ヽ、．

J
J

I

J

、ヽ．
－、っ 、

、t、．、、－．ヽ ．＿

■

凡 例

0　 2 4 類
′

J

J

／
L

1 、t

°、．、t

．←°

ヽ

ヽ
ヽ

ヽ

25 7

I

J

′

J
ヽ

ヽ

l

l

l
j

I

J

′

J
th．hh．

l

l

t
l

l

＿d

′

I

′

′

．
t

l

l
t

」

53 1 0

6

5 3

i

5 3 3 0

8

5 3笥

：筍

5円

1 望

J
I

J

I

′

0

l

l

t

′

l

′
I

′

○ l

l

l

t

l
l

l

l

′

J

I

J

2 5 4

6 0 l

l

ヽ

l
l

l

ヽ

J
！ 2 5 2

ノ　 2 5 9

／

J

2 5 5

一．ノ 一・一一一’

l

t－ヽ

l
l

l

、．上一′一．－．一一一．一．一′

‘I

′

J
J

I

J

′

／ 2 5 3

キ■I→．！ ．

l

ノ ・′

一．．．．．．L

ノ ／ ■・ノ

l

J
J

ヽ

ヽ

＼

ヽ

∪

′°

ノ ノ

．ノ ・←・ノ ・ノ ー

′′．
．′

l l l l l l l l l

・」．＿．∠ ．．・

l l l

°一．

l l l l l l l l l t　　ニIll l　　　　　　　　　　 l l l　l　　　　　　　 l t　　　　　I l l l l l l l　l　Il　l l l l l l　l　t　l　l　　　l l l l l l l l l l l

45810A　　45820B　　45830C　　45840D　　45850E　　45860F　　45870G　　45880H　　45890］

？llll＝　　2Pm

第86図　縄文時代遺物分布図（16）（1／1，000）

・∴・こ　＿＿＿

嘘痺

0　　　　　　　　　　10cm
；　一　　一　l l i　　　　　　　　，i

第87図　縄文土器実測図（22）1／3

－　89　－



1

i2702

；2笥

52笥

53℃

53106

当
［

53308

53笥

5筍

5円

㌻望

ノヽ・ヽ．
JJlJ

、ヽ1、、っ 、
、一、－、、－・ヽ．

■

凡例　　 l
O 土器片錘l

′一一一一一‾‾r

I

J

J

′

L

1 °、．

t 、．、一

°、°

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

I

J

′

I

′

ヽ

ヽ

l

l

l

l

j

I

J ．

′

′

l

l

t

l

l

一＿d l

′

J

J

′

t

l

l

l

l

一－一 1

I

J

I

′

l

t

t

′

I

J

I

′

l

l

l

l

l

l

I

I

J

J

／

l

l

ヽ

l

t

l

l

．′

J

J

J

′

′

2 6 6 2 4

l

ヽ

l

l

．、 ・、 、↓

ノ ・一 ・一 ．‾

一′一．一．一．一 ．一4 一

J

′

J

I

J

J

′

乙 J l

（9

7 2

2 6 8

2 6 3 0

U

． ．／ ／

一ノ ′ ‾ ・

／ ／ ．

J

l

′

ヽ

．ヽ

ヽ

ヽ

哲 ／ 彗

！ ．

．■ ・！ ・■ ・′

′．
Jl

1 1 1 1 ．1 1 1　t　l

・、．＿ ．．∠ ノ

l l I l　t　．I ． l l

！ °

l　l l l l l l 1 1 1　　　　　 1 1 1 l l l l l　　 l ll 1 l　l l l　　　l l l　l　　　 l　l l l　l l l l　　　　　 l l l l l l l l

45810A　　45820B　　45830C　　45840D　　45850E　　45860F　　45870G　　45880H　　458901

ヒ＝口士二二至Pm

第88図　縄文時代遺物分布図（17）（1／1，000）

第89図　土器片錘実測図1／3

－　90－



第90図　円盤実測図1／3

－　91－

0　　　　　　　　　　　10cm
＿「l】l l i　　　　　　　　－「；



円盤（第90図273～276）

円盤は全て二次堆積K－Ah層で4点出土した。ほ

ぼ完形近いものは276で上部に穿孔を一箇所有す。

その他は半分以上が欠損している。

5　包含層出土石器（二次堆積K－Ah下）

主にMBO（基本層序IV層）、MLl（基本層序Ⅴ

層）相当層出土の土器は、縄文時代草創期～早期の

石器と考えられ、第91図に出土状況を示した。

接合資料3（第92図277・278）

277・278は灰色のチャート製で、FlOグリッド

から出土し、0．25m以内の接合資料である。

打製石鍍（第92図279～305）

打製石鉄については、43点出土しておりそのう

ち27点を図化した。利用石材はチャートが24点、

頁岩7点、黒曜石（黒色透明）5点、黒曜石（白色）

5点、黒曜石（灰色）1点、ホルンフェルス1点で

ある。平面形態と挟りについて分析するため、ほぼ

完形のもので、「最大長／最大幅」、「挟り長／最大

長」を算出した（第4表）。

第4表　石鉄分析（1）

最 大 長 ／ 最 大 幅 挟 り長 ／ 最 大 長

2 7 9 1 ．9 0 ．2 2

2 8 6 1 ．2 0 ．3 9

2 9 1 1 ．4 0 ．2 0

2 8 7 1 ．4 0 ．0 8

3 0 0 1 ．1 0 ．1 1

2 9 8 1 ．0 0 ．2 3

3 0 5 1 ．0 0 （平 基 ）

2 9 7 1 ．1 0 ．4 1

2 9 2 1 ．2 0 ．2 0

2 9 3 1 ．0 0 ．1 4

3 0 4 1 ．4 0 （平 基 ）

2 8 8 1 ．2 0 ．0 8

3 0 3 1 ．1 0 （平 基 ）

2 9 4 1 ．8 0 ．2 5

2 9 5 1 ．6 0 ．0 5

7 1 2 2 1 ．3 0 ．1 3

5 4 9 2 1 ．4 0 ．1 7

7 6 5 7 1 ．5 0 ．1 5

※7122・5492・7657は本報告書末掲載

279は灰色のチャート製で、「最大長／最大幅」

1．9と最も縦長のものでU字状の挟りを作り出すも

ので、欠損をしているが、280～285は同じチャー

ト製で同型と考えられる。286は同じチャート製で

あるが比較的縦が短いタイプで「挟り長／最大長」

が0．39と挟りが深いタイプである。

287はチャート製でやや縦長で挟りは弧状の浅い

タイプで、頁岩製の288・289も同型と考えられる。

290・291はチャート製で比較的小型で挟りが弧

状のものである。292・293は黒曜石（黒色透明）

製で同型のものである。

294は頁岩製で、縦長タイプで弧状の挟りで脚部

を尖らせるタイプである。295は頁岩製でより小型

でより縦が短めになるもの、296は黒曜石（白色）

製で、先端部と脚部が欠損しているが、ほぼ同型と

考えられるが、側線部はより鋸歯状である。

297は、黒曜石（黒色透明）製で「挟り長／最大

長」が0．41と最も挟りが深いタイプである。

298は、チャート製で最も縦が短くU字状の挟り

をもつ。

299は黒曜石（灰色）製で脚部が一部欠損してい

るが、比較的縦長で挟りは浅いタイプである。

300は、チャート製で比較的縦が短く、挟りも浅

いものである。

301・302は、黒曜石（白色）製で、共に脚部が

一部欠損しているが、比較的縦長で301は脚部が丸

く、302は角張るタイプである。

303～305は平基のもので、304・305が黒曜石

（黒色透明）製、303が貢岩製である。

尖頭器（第92図306～309）

306～309は欠損しているが尖頭器と考えられ

る。306は褐色のチャート製、308は灰色のチャー

ト製で、打製石鉄に使用されていたものと同質であ

る。307・309は頁岩製である。

異形石器（第93図310・311）

310は黒曜石（黒色）製で、欠損をしており全体

は不明であるが、不定形剥片の下線部に細かい調整

が施される。

311は灰色のチャート製で、欠損をしており全体

は不明であるが、縦長剥片の一側線に細かい調整が
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施される。

削器（第93図312～315）

312は頁岩製で、縦長剥片の自然面が残る表面か

ら二側線に調整加工を施し、刃部を形成している。

313は、頁岩製で不定形剥片の下線に調整加工を

施し、刃部を形成している。

314はホルンフエルス製で、自然画の残る礫片を

素材に、上線以外のほぼ全周に表面から調整加工を

施し、刃部を形成している。

315は頁岩製で、不定形剥片の表面から一側線に

調整加工を施し、刃部を形成している。

微細剥離のある剥片（第93図316）

316は微細剥離のある剥片で、縦長剥片の二側線

に微細剥離が観察できる。

礫器（第94図317）

317は砂岩製で表面が赤化している。節理によっ

て生じた礫片を素材に、自然面の残る表面から下線

に調整加工を施し、刃部を形成している。

打製石斧（第94図318～321、第96図322・323、

97図324～327、第98図328）

打製石斧は17点出土し、そのうち12点図化した。

利用石材は、ホルンフェルスが16点で、緑色岩が

1点である。完形が10点、刃部のみが6点、頭部

のみが1点である。

318は緑色岩製、319～321はホルンフエルス製

で、いずれも礫片を素材としたもので、318～320

は自然面が残る。321は頭部で刃部が欠損している

と思われる。

322～327はホルンフエルス製で、1箇所からま

とまって出土した（第95図）。322・323・325・

326は横長の剥片を素材とし、327は縦長の剥片、

324は自然画の残る礫片を素材としている。

328は、ホルンフェルス製で、不定形の剥片を素

材とし、頭部を細く加工し刃部が幅広のものである。

磨製石斧（第98図329）

329は細粒な砂岩製で、頭部が欠損している。自

然画の残る礫片を素材とし、両側緑の一部に磨痕が

みられる。

磨石（第98図330～334、第99図335～337）

磨石は38点出土し、完形が27点でそのうち8点

を図化した。利用石材は、尾鈴山酸性岩類が22点、

砂岩が16点である。

330～334は尾鈴山酸性岩類で、335～337は砂

岩製である。全て表裏面ともに磨痕がみられる。

333・335・336は側線に敲打痕がみられる。

敲石（第99図338）

338は、頁岩製で、上下両端に敲打痕がみられる。

台石（第99図339）

339は砂岩製で、素材の礫をそのまま加工せずに

使用し、表面に磨痕、ほぼ全周縁に敲打痕がみられ

る。

凹石（第99図340・341、第100図342～344）

340～344は砂岩製で、全て表裏面どちらも凹ん

でいる。340・344は表裏面とも2箇所、341は裏

面が2箇所、342は表面が2箇所と裏面は多数凹ん

でいる。また、340・341・343は敲打痕がみられ

る。

石錘（第100図345・346）

345・346ともに砂岩製で、扁平で丸い礫の短軸

を打ち欠いている。

剥片・砕片

チャート・黒曜石の剥片・砕片についてはグリッ

ドごとに質量を計測した（第5表～第9表）。
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第5表　赤・褐色系チャート重量

グ リッ ド （g ）

I9 1．4

F l O 2．7

C 8 5．2

B l O 2．3
I9
FlO
C8
BlO

■ ■

g
1　　　　 2　　　　 3　　　　 4　　　　 5　　　　 6

第6表　灰色チャート重量

グ リッ ド （g ）

I9 2

I8 0 ．3

H 9 4 ．2
H 8 0．8

F l O 15 2

F 9 1 4

F 8 1 7

F 6 0．1

F 3 0．3

E l O 12
C l O 1 5

C 9 3

C 8 3 5

B l l 1 2
B l O 1 2

B 9 1 5

B 8 3 ．2

A l l 0 ．2
A lO 4．5

第7表　白色チャート重量

グ リ ッ ド （g ）

G 8 1．3

F l O 7 ．3

F 9 3 2

E 3 1．5

E 2 0．9

D l l 5

D l O 0．3

C l O 1 8

C 8 2．2

B l l 0．3

B l O 1 1 0

B 9 0 ．9
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第8表　黒曜石（黒色）重量

グ リ ッ ド （g ）

I9 4 ．8

I8 1 3

H 9 2 5

H 8 6．9

G 7 0．8

G 6 0．4

G 5 1 3

F l O 7．5

F 9 3．1

F 6 1．1

F 5 1．5

F 4 4．2

F 3 7．1

E l l 0

E l O 2 ．3

E 7 0 ．3

E 5 4 ．6

E 4 2 ．5

E 3 8．3

E 2 1．7

D l O 9

D 9 2．8

D 8 4

D 7 0．3

D 6 1．7

D 5 1．7

D 4 0．2

D 3 6．8

D 2 0 ．6

C l O 3 6

C 9 1 2 5

C 8 3 2

B l l 3 8

B l O 4 9

B 9 3 1

B 8 1．4

A l l 1．9

A l O 7．6

第9表　黒曜石（白色）重量

グ リ ッ ド （g ）

B l O 0．4

A l O し　 2．2
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第91図　縄文時代（K－Ah層下）石器分布図（1／600）
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第94図　縄文石器実測図（3）1／2
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第95図　打製石斧出土状況実測図1／5
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第96図　縄文石器実測図（4）1／2
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第97図　縄文石器実測図（5）1／2
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第98図　縄文石器実測図（6）1／2
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6　包含層出土石器（二次堆積K－Ah層）

二次堆積K－Ah層（基本層序Ⅲa層）出土の石器

のうち、縄文時代のものと思われるものを第101図

縄文時代（二次堆積K－Ah）石器分布図に出土状

況を示した。

打製石紡（第102図347～363）

打製石鉄は、20点出土し、そのうち17点を図化

した。利用石材は、チャート12点、黒曜石（白色

透明）5点、黒曜石（黒色透明）1点、頁岩2点で

ある。ほぼ完形のもので、「最大長／最大幅」、「挟

り長／最大長」を算出した（第10表）。

第10表　石鉄分析（2）

最大 長 ／最 大 幅 挟 り幅 ／ 最 大 長

3 4 7 1．7 1 0．2 1

3 4 8 1．4 3 0．3 1

3 4 9 1．4 3 0．3 5

3 5 0 1．4 1 0．2 9

3 6 3 1．7 2 0．1 0

347は黒曜石（白色透明）製で、縦長タイプでⅤ

字状の挟りをもつ、両側線に挟りがある。

348～350は、深い挟りをもち、平面形態が逆Ⅴ

字状を呈するもので、348・349が白色のチャート

製、350がやや褐色のチャート製、351は黒曜石

（灰白色）製で先端部が欠損し側線が鋸歯状である

が同型か近いタイプだと考えられる。

352は黒曜石（白色透明）製で、先端部と脚部が

欠損しているが、比較的縦長で浅い弧状の挟りを作

り、脚部がやや尖る。

353は黒曜石（白色透明）製で、先端部と脚部が

欠損しているが、比較的縦長でやや浅い弧状の挟り

を作り出している。

354は黒曜石（白色透明）製で、脚部が欠損して

いるが、比較的小型で、縦が短いタイプであり、ご

く浅い挟りを作り出している。

355は灰色のチャート製で、脚部と側線の一部が

欠損しているが、比較的縦長でごく浅い挟りを作り

出している。

356は褐灰色のチャート製で、先端部が欠損して

いるが、比較的縦が短いタイプで弧状の浅い挟りを

作り出している。

357は黒色のチャート製で、比較的縦長で弧状の

挟りを作りだし、脚部はやや尖る。

358は黒色のチャート製で、先端部が欠損してい

るが、縦が短く、深い挟りをもち脚部が丸い。

359は、オリーブ褐色のチャート製で比較的縦長

で浅い弧状の挟りを作り出している。

360は、灰褐色のチャート製で脚部が大きく欠損

しているが、比較的縦長でごく浅い挟りを作り出し

ていると思われる。

361はオリーブ褐色のチャート製で先端部が欠損

しているが、比較的縦長で弧状の挟りを作りだし、

脚部はやや丸い。

362は風化した灰色のチャート製で先端部が欠損

しているが、やや縦が短くU字状の挟りを作り出し

脚部は丸く膨らんでいるが先端は尖る。

363は頁岩製で縦長で、弧状の浅い挟りを作り出

している。側線は鋸歯状である。

局部磨製石鍛（第102図364）

364は緑色岩製で、縦長で平基である。表裏面と

もに一部磨痕がみられる。

石匙（第102図365～368）

365は黒曜石（白色）製で縦長の剥片を使用し、

両側線に裏面から調整加工を施している。

366は黒曜石（白色）製で、欠損しているが、つ

まみは、ほぼ中央で表裏面から調整加工を施してい

る。

367は白色のチャート製で、欠損しているが、つ

まみは、ほぼ中央で表裏面から調整加工を施してい

る。

368は、頁岩製で、縦長の剥片を使用し、裏面か

ら両側線に調整加工を施している。

掻器（第103図369・370、第104図371・372）

369は頁岩製、370は尾鈴山酸性岩類で、自然画

の残る礫片を使用し、表面からほぼ全周縁に調整加

工を施している。

371・372はホルンフェルス製で、371は自然画

の残る、372は不定形の剥片を素材とし、一側線か

ら下線にかけて表面から調整加工を施している。
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打製石斧（第104図373・374、第105図375～

380、第106図381～383）

打製石斧は17点出土し、そのうち11点を図化し

た。全てホルンフエルス製である。完形が6点、刃

部のみが3点、頭部が8点である。

373は、剥片を素材とし、表裏両面から調整加工

を施している。

374～377は、自然面の残る礫片を使用し、

374・377は表裏両面から、375・376は表面から

調整加工を施している。

378は、頭部が欠損し、刃部のみである。自然面

の残る礫片を使用し表裏両面から調整加工を施して

いる。

379～381はいずれも頭部のみで刃部が欠損して

いる。379・381は自然面の残る礫片、380は剥片

を素材とし、表裏両面から調整加工を施している。

382は、自然画の残る礫片を使用し、表裏両面か

ら調整加工を施し、頭部を細く作り出している。

383は、自然面の残る礫片を使用し、表裏両面か

ら調整加工を施し、中央部に挟りを作り出している。

磨製石斧（第106図384・385、第107～110図

386～404）

磨製石斧は、40点出土し、そのうち21点を図化

した。利用石材はホルンフェルスが32点、砂岩が

4点、頁岩が4点である。完形5点、刃部のみ19

点、頭部のみ16点である。

384～387は砂岩製で、384・386は刃部のみで、

386は刃部がやや広がる。385は比較的扁平で側線

に稜を有する。387は頭部のみで、刃部付近が最大

幅となる台形状と思われる。

388は頁岩製で、刃部のみである。

389・390は緑色岩製で、389は刃部付近が最大

幅となる楕円形である。390は刃部のみで、先端は

ほぼ直線的である。

391～404はホルンフェルス梨で、391・392は

全体の形が隅丸の方形のもの、393は刃部付近が最

大幅となる楕円形である。394～397は刃部のみで

394は側線に明瞭な稜を有するもの。395～397は

側線を研磨などで幅広の面を作り出している。398

～404は頭部のみで、400～403は全体の形が隅丸

方形状と考えられる。399・404は全体の形が刃部

付近が最大幅となる楕円形と考えられる。

磨石（第111図、第112図414・415）

磨石は45点出土し、完形が21点そのうち11点を

図化した。利用石材は、尾鈴山酸性岩類が37点、た

砂岩が8点である。

405～410は尾鈴山酸性岩類、411～415は砂岩

製で全て表裏面ともに磨痕がみられる。405・

406・410～412・414は側線に敲打痕がみられる。

敲石（第112図416～420、第113図421・422）

敲石は8点出土しそのうち7点を図化した。利用

石材は砂岩が6点、頁岩が1点、ホルンフェルスが

1点である。

416は貢岩製で、上下両端に敲打痕がみられる。

417～422は砂岩製で、417・418は下端に、

419・421は上下両端に、420・422は上下両端と

一側線に敲打痕がみられる。

凹石（第113図423）

423は砂岩製で、表裏両面に凹が付けられている。

砥石（第113図424・425）

424・425は共に細粒の砂岩製で、表面に磨痕が

ある。

石錘（第113図426～429、第114図）

石錘は47点出土し、完形は44点でそのうち19点

を図化した。利用石材はホルンフエルスが21点、

砂岩が15点、貢岩が10点、尾鈴山酸性岩類が1点

である。

426・427は貢岩製、428～435は砂岩製、436～

444はホルンフエルス製である。426は長軸の両端

に擦り切りによる切り込みをいれたもの、427～

444は長軸の両端を打欠いたものである。

剥片・砕片

チャート・黒曜石の剥片・砕片についてはグリッ

ドごとに質量を計測した。（第10～第13表）

この他、尾鈴山酸性岩類、ホルンフェルス製等の

剥片・石核類も多数出土している。
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第11表　赤・褐色系チャート重量

グ リ ッ ド （g ）

H 9 1 ．9

F 4 1 ．5

E 9 6 ．6

B l l 1 ．1

B 8 0 ．1

A l O 2 ．5

E 9

B ll

B 8

A l O

g

■■
1　　　　　 2　　　　　 3　　　　　 4　　　　　 5　　　　　 6

第12表　灰色チャート重量

グ リッ ド （g ）

G 7 1

G 6 0．2

F l O 1．9

F 8 3

F 3 1．4

E lO 0．4

E 7 2 8 7

E 3 0 ．3

E 2 6．5

D l O 2．8

D 9 0．1

C l l 15

C l O 1．9

C 9 0．3

B l l 4 0

B lO 3．4

B 9 1．9

B 8 0．2

A l l 0．2

A l O 1．8

第13表　白色チャート重量

グ リッ ド （g）

H 3 2．6

G 3 0．5

F lO 0．3

F 8 2

F 6 1 3

F 5 4 ．5

F 2 6．2

D lO 13

D 9 2 ．7

D 6 4 ．6

C l l 18 4

C l O 0．4

C 8 8．5

B l l 1 1

B l O 1 2

B 9 1 8
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第14表　黒曜石（黒色）重量

グ リ ッ ド （g ）

H 9 2

H 8 1 ．7

H 6 0 ．2

H 4 0 ．7

H 3 0 ．1

G 5 0 ．6

G 4 4 ．9

G 3 6

G 2 0 ．6

F 7 0 ．6

F 6 0 ．1

F 5 0 ．9

F 4 7

F 3 1 ．1

E 7 0 ．7

E 6 1．6

E 4 0 ．1

E 3 0 ．4

E 2 0 ．1

D l O 0 ．7

C l l 0 ．4

C l O 1

C 9 5 ．8

B 1 2 0 ．4

B l l 2 ．5

B l O 3

B 9 3 ．2

A l O 4 ．9
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第103図　縄文石器実測図（10）1／2
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第109図　縄文石器実測図（16）1／2
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第4節　弥生時代の遣物

二次堆積K－Ah層では明確に弥生時代とされる

遺構の検出はできなかったが、弥生土器、磨製石鉄

3点、石錘1点が出土した（第116図）。

包含層出土遺物（第117・118図445～453）

445は柱状脚台付の鷺で、口緑外面にやや下方に

垂れた台形状の貼付突帯をもち、突帯の先端は沈線

様を呈する。口緑下に3条の突帯をもつ。外面調整

は、パケ目を主体とする。445は重機による表土剥

ぎの際、二次堆積K－Ah上面で土器片が集中した状

態で検出された（第115図）。検出面付近では、掘

り込みや炭化物・焼土などは確認されなかった。

446は、2条以上の突帯をもつ壷の頸部付近と考

えられ、調整は内・外面ともナデである。

447・448は、器形・胎土・出土位置などから同

一個体と考えられ、緩い「く」の字屈曲口線をもつ

賓で、調整はパケ目である。

一ここ

目

二二二息子

喝

♂

0

金

も

449は複合口線壷の口緑部で、拡張部が短く直口

し、外面に櫛描波状文を施す。調整は内・外面とも

ナデである。

450は無頸壷の内湾する口綾部で、調整は内・外

面ともナデである。

451・452は、壷の底部で、いずれも平底である。

451は外面に、452は内面にパケ目がみられる。

453は、鷺の底部と考えられ、平底である。調整

は内・外面ともナデである。

磨製石紡（第118図454・455）

磨製石鉄は3点出土しそのうち2点を図化した。

全て緑色凝灰岩製である。454・455は縦長で455

はやや小型で、どちらとも弧状のやや浅い挟りを作

り出している。

石錘（第118図456）

456は砂岩製で上部に穿孔があり、表面の一部に

磨痕がみられる。

でお

0もも

誌

0　　　　　　　　50cm
L－・・・・．　　　一一二ゴ

β

第115図　弥生土器出土状況実測図1／20
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第116図　弥生時代遣物分布図（1／600）
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第5節　古墳時代の遣物

二次堆積K－Ah層では明確に古墳時代とされる遺

構の検出はできなかったが、古墳時代と考えられる

土器が出土した。

包含層出土遺物（第120図457～461）

457・458は、器形・胎土・出土位置などから同

1

－95270

2

－95280

3

－95290

4

－95300

5

－95310

6

細95320

X軸7

－95330

8

－95340

9

－95350

10

－95360

11

－95370

12

一個体と考えられる。壷の頭部～胴部で外面調整は

横位のへラミガキである。

459は賓の底部で、調整は風化が著しいため不明

である。

460は壷の肩部で、調整は風化のため不明瞭であ

るが、パケ目と思われる。

461は、甑の底部で内・外面ともナデである。
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第6節　古代の遺構と遣物

1遺構

二次堆積K－Ah層で古代と考えられる土坑2基と

集石遺構（縄文時代のものとは異なり、巨礫で構成

される）1基を検出した。

S旧9（第122図）

約2．1mX約1．0mの範囲に長径約20cm～約30cm

の礫が分布する。ほとんどが尾鈴山酸性岩類で、他

が砂岩・ホルンフェルスである。掘り込みは無く、

周辺の土中には径1～2mm以下の炭化物が疎らにみ

られる。礫の赤化も一部の礫にみられるが、それぞ

れは散らばっている。範囲内で須恵器2点、周辺で

須恵器2点（484・486）が出土している。

462は、須恵器賓の胴部で外面が格子目タタキの

後カキ目調整、内面は同心円当て具痕が認められる。

遺構外出土で、同一グリッドから出土した484とは

調整が同じである点から同一個体の可能性がある。

463は、須恵器高台杯腕の杯身底部で、復元推定

底径8．8cmを測る。外面は回転へラ削り、内面は回

転ナデである。

SC3（第122図）

長径約2．8m、短径約2．7mの隅丸方形で、検出面

からの深さ0．30mを測る。床面から布痕土器（464）、

西側ほぼ中央の壁から床面にかけての位置に須恵器

坪蓋の転用硯（465）が出土した。床面は柱穴・焼

土・炭化物などは検出されなかった。

464は、布痕土器の胴部で、外面はナデ、内面に

は布目圧痕が認められる。

465は、須恵器高台杯腕の杯蓋で、完形で内面を

上にした状態で出土した。口径15．5cmを測る。外

面は回転へラ削り、内面は回転ナデであるが、内面

は擦痕がみとめられ転用硯として使用されていたと

思われる。筋状の赤色付着物が認められる。

SC4（第123図）

長径約0．86m、短径約0．76mの楕円形で、検出面

からの深さ0．22mを測る。中心から須恵器の短頸壷、

須恵器坪蓋を蓋に転用し火葬骨を納めた蔵骨器が出

土した。二次堆積K－Ah層上面での精査では検出

できず、重機による掘削中に出土した（第123図）。

重機のバケットが蔵骨器を引っ掛けたため、一度蔵

骨器が東にずれた後、第123図の位置に戻ったため

蔵骨器周辺には（特に東側に）空間ができた。また、

1層・2a層はもともとの埋土に二次堆積K－Ahなど

他の土が混ざっていると考えられ、検出時に裸乱を

受けたと考えられる。裸乱を受けていない埋土は、

基本的には黒色土・褐色土・炭化物が混ざった土で

あり、蔵骨器の直下3a層と蔵骨器周辺の2C層には

炭化物が多数検出された。蔵骨器からやや遠い（土

坑周辺の）2b層には炭化物はわずかであるため、

意図的に蔵骨器の周囲を炭化物の多い土で埋めた可

能性がある。

466は須恵器高台坪腕の坪蓋で、外面が回転へラ

削り、内面は回転ナデである。復元推定口径

13．8cmを測る。

467は須恵器短頸壷で、外面が回転へラ削り、上

部に自然粕が観察されるが、口線に沿って自然粕が

明瞭にかかっていない部分があり、焼成の段階で

466とは別の蓋がかぶせられていた可能性がある。

胴部外面に線刻が見られる。内面は回転ナデである。

貼付高台の約1／2が欠損しており意図的に打ち割ら

れた可能性がある。口径11．3cm、底径13．5cm、器

高21．3cmを測る。

2　包含層出土遺物（第124図）

468は、土師器付の体部で、外面が回転へラ削り

の後ナデ、内面が回転ナデである。

469は、布痕土器の胴部で、外面がナデ、内面に

布目圧痕が認められる。

470は、土師器付の底部で、復元底径10．0cmを

測る。外面が回転へラ削りの後ナデ、内面がナデで

ある。

471は、回転台土師器高台付腕の底部で、復元底

径13．0cmを測る。外面が回転ナデ、底部が回転へ

ラ削り、内面が回転ナデである。

472は、須恵器高台付腕の杯蓋撮で、内・外面共

に回転ナデである。

473～475は、須恵器高台付椀の坪蓋口緑で、外

面が回転へラ削り、内面は回転ナデである。

475の外面には一部に自然粕が、内面には擦痕が

認められ、転用硯として使用されていたと思われる。
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第121図　古代遺構・遺物分布図（1／600）
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第122図　古代遺構・出土遺物実測図（1）1／4
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0　　　　　　　　10cm
h「1－i　　　－二∃

第123図　古代遺構・出土遺物実測図（2）1／4

土層断面注記

①層…にぷい黄褐（HuelOYR4／3）色土、しまり、粘性共にない、径2mm～1mm
の炭化物を5％含む。

②a層…黒（HuelOYR2／1）色土約10％、褐（HuelOYR4／6）色土約90％の混ざっ

た土で、ややしまりがある。粘性はない。褐色土中に炭化物をわずかに含む。

②b層…黒（HuelOYR2／1）色土約30％、褐（HuelOYR4／6）色土約70％の混ざっ

た土で、ややしまりがある。粘性はない。褐色土中に炭化物をわずかに含む。

②C層…黒（HuelOYR2／1）色土約90％、褐（HuelOYR4／6）色土約10％の混ざっ
た土で、ややしまりがある。粘性はない。炭化物を多く含む。

③a層‥・黒（HuelOYR2／1）色土約50％、褐（HuelOYR4／6）色土約50％の混ざっ

た土で、しまりがなく、やや粘性がある。炭化物を多く含む。

③C層…黒（HuelOYR2／1）色土約2％、褐（HuelOYR4／6）色土約98％の混ざった

土で、しまりがなく、やや粘性がある。炭化物と4cm～3cmの礫をわずかに

含む。

476～480は、須恵器高台付腕の坪蓋で、復元径

14cm～10cmのものである。外面が回転へラ削り、

内面は回転ナデである。476は、内面に黒色付着物

が認められるが、擦痕は無いようである。478は不

鮮明ではあるが、、外面の一部に自然粕が認められ

る。479は、内面に擦痕が認められ、転用硯として

使用されていたと思われる。

480は、須恵器高台付腕の杯身口縁で、外面が回

転へラ削り、内面は回転ナデである。

481は、須恵器長頸壷の頚部で、内・外面共に回

転ナデである。

482は、須恵器長頸壷の胴部で、内・外面共に回

転ナデである。不鮮明であるが、外面の一部に自然

粕が認められる。

483は、須恵器鷺の胴部で、外面が格子目タタキ

の後カキ目、内面は同心円当て具痕が認められる。

同一グリッド内の遺構（SI39）出土の462とは調整

が同じである点から同一個体の可能性がある。

484は、須恵器賓の胴部で、外面が平行タタキ、

内面が平行当て具痕が認められる。

485・486は、須恵器高台付腕の杯身底部で、外

面が回転へラ削り、内面は回転ナデである。

485は復元底径7．6cmを測る。
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第124図　古代出土遺物実測図（3）（1／4）

第7節　その他の遺構

二次堆積K－Ah層で検出され、少なくとも縄文

時代前期以降ではあるが、明確な時代の特定には至

らなかった遺構をまとめて掲載する。

塚（第126図）

塚を構成するのは、径20cm以下の砂礫であり、

基本土層のⅡ層の上に大きくは4層に積み重なって

いた。大きさは長径約8．5m、短径約7．0mで、高さ

は1．6mを測る。塚内部からの遺物の出土はなく、

塚下のⅢa（二次堆積K－Ah）層から、他の場所と

同様、須恵器・縄文土器が出土した。また、塚の中

心付近には塚の形成以前に育成していたと思われる

木の切り株があった。不鮮明であったが、年輪から

ゝ…」イ485

車486

0　　　　　　　　10cm

40～20年程度の木であったと推定される。砂礫の

積まれ方はちょうど一輪車で、排土を一箇所にため

ていく形に似ており、はじめ縦断面の④a層付近に

砂礫が積まれ、当時の表土と混ざるなどして④a層、

③C層が形成され、そのほぼ真上に砂礫が積まれ、

③b層ができ、その後やや礫の構成の違う砂礫が積

まれていった事とその後、風化や土砂の流入により

③a層、②b層、②a層、①層が形成されたと考える。

溝状遺構（第127図）

塚をはさみ北西から南東へほぼ直線上に伸びるも

ので、北西の端でほぼ西へ屈曲し調査区外へ伸びる。

検出面は二次堆積K－Ah上面である。
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0　　　　　　　　　　　　5m

98．000

土層断面注記
（古層…表土、植物根を非常に多く含む。

②a層・・・オリーブ褐（Hue2．5Y4／4）色土、径10cm～1cmの礫を15％程含む。
（診b層…明黄褐色（Hue2．5Y6／8）

③a層…褐（HuelOYR4／4）色土、

③b層…褐（HuelOYR4／4）色土、

③。層…褐（HuelOYR4／4）色土、

④a層…④b層と③。層が混ざった層

④b層…基本土層Ⅱ層、黒褐色土

⑤層…基本土層Ⅲa層、2次堆積K

98．000

色土、径3cm～1cmの礫を7％程含む。

径20cm～15cmの礫を1％程含み、径15cm～1cmの礫を40％程含む。

径20cm～15cmの礫を5％程含み、径15cm～1cmの礫を40％程含む。

径1cm以下の礫を2％程含む。

－Ah

第126図　塚地形測量図・断面図（1／150）
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①層…明褐色（HuelOYR3／4）色土、粘性無し、サラサラして柔らかい。

②層…黒褐色（HuelOYR2／3）色土、粘性やや有り、硬くしまっている。褐色のしみが1％程ある。
G
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①層・・・褐色（HuelOYR4／6）色土、粘性無し、サラサラして柔らかい。
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第127図　溝状遺構実測図（1／100）・断面図（1／20）
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第Ⅴ章　自然科学分析の結果
第1節　老瀬坂上第3遺跡における放射性炭素年代測定

（1）試料と方法

試料名　地点・層準　　　　　種類　　前処理・調整　　　　　　　　　測定法

N0．1　SC4、土坑埋土上部　炭化物　酸－アルカリー酸洗浄、石墨調整　加速器質量分析（AMS）法

No．2　SC4、土坑埋土中部　炭化物　酸－アルカリー酸洗浄、石墨調整　加速器質量分析（AMS）法

N0．3　SC4、土坑埋土下部　炭化物　酸－アルカリー酸洗浄、石墨調整　加速器質量分析（AMS）法

N0．4　SI34、N0．2　　　　　炭化物　酸－アルカリー酸洗浄、石墨調整　加速器質量分析（AMS）法

N0．5　SI34、N0．3　　　　　炭化物　酸－アルカリー酸洗浄、石墨調整　加速器質量分析（AMS）法

（2）測定結果

試料名　　14C年代　　　　613C　　補正14C年代　　　　暦年代（西暦）　　　　　測定No・
（年BP）　　　（％）　　（年BP）　　　　　　　　　　　　　　　　（Beta－）

N0．1　　1220±40　　　　　－27．5　　　　1180±40

N0．2　　1240±40　　　　　－28．6　　　　1180±40

No．3　　1210±40　　　　　－24．7　　　　1210±40

N0．4　　　8470±60　　　　　－25．7　　　　8460±60

No．5　　　5870±50　　　　　－27．6　　　　8530±50

交点：callAD880
10：callAD790～900

20：callAD770～980

交点：callAD880
1cT：callAD790～900
20：callAD770～970

交点：callAD790
10：callAD770～880

20：callAD700～900

交点：callBC7540
10：callBC7570～7500

20：callBC7590～7460

交点：callBC7580
10：callBC7590～7550

20：callBC7600～7530

175833

175834

175835

175836

175837

【14C年代測定値】

試料の14C／12C比から、単純に現在（1950年AD）から何年前かを計算した値。14Cの半減期は、国際的慣例

によりLibbyの5，568年を用いた。

デルタ

【∂13C測定値】

試料の測定14C／12C比を補正するための炭素安定同位体比（13C／12C）。この値は標準物質（PDB）の同位体

比からの千分偏差（0／。。）で表す。
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【補正14C年代値】

∂13C測定値から試料の炭素の同位体分別を知り、14C／12Cの測定値に補正値を加えた上で算出した年代。

【暦年代】

過去の宇宙線強度の変動による大気中14C濃度の変動を較正することにより算出した時代（西暦）。較正に

は、年代既知の樹木年輪の14Cの詳細な測定値、およびサンゴのU－Th年代と14C年代の比較により作成された

較正曲線を使用した。最新のデータベースでは、約19，000年BPまでの換算が可能となっている。ただし、

10，000年BP以前のデータはまだ不完全であり、今後も改善される可能性がある。
シグマ

暦年代の交点とは、補正14C年代値と暦年代較正曲線との交点の暦年代値を意味する。1α（68％確率）と

2α（95％確率）は、補正14C年代値の偏差の幅を較正曲線に投影した暦年代の幅を示す。したがって、複数

の交点が表記される場合や、複数の1α・2α値が表記される場合もある。

（3）考察

加速器質量分析法（AMS法）による放射性炭素年代測定の結果、SC4（蔵骨器を伴う土坑）の埋土上部

の炭化物では1180±40年BP（loの暦年代でAD790～900年）、埋土中部の炭化物では1180±40年BP

（loの暦年代でAD790～900年）、埋土下部の炭化物では1210±40年BP（1cTの暦年代でAD770～880年）

の年代値が得られた。また、SI34（34号集石遺構）の炭化物N0．2では8460±60年BP（loの暦年代で

BC7570年～7500年）、炭化物N0．3では8530±50年BP（1cTの暦年代でBC7590～7550年）の年代値が

得られた。

文献

Stuiver，M．，et，a1．，（1998），INTCAL98Radiocarbon Age Calibration，Radiocarbon，40，p．

1041－1083．

中村俊夫（1999）放射性炭素法．考古学のための年代測定学入門．古今書院，p．1－36．
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第2節　老瀬坂上遺跡における樹種同定

（1）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概ね属レベルの同定

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少ないことから、比較的近隣の植林植生の推定

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。

（2）試料

試料は、SC4（蔵骨器を伴う土坑）から採取された3点の炭化材である。

（3）方法

試料を割折して新鮮な基本的三断面（木材の横断面、放射断面、接線断面）を作製し、落射顕微鏡によっ

て75～750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って行った。

（4）結果

分析の結果、3点の炭化材はいずれもシイ属と同定された。各断面の顕微鏡写真を示し、以下に同定根拠

となった特徴を記す。

シイ属　Castanopsis　ブナ科

横断面：年輪のはじめに中型から大型の道管がやや疎に数列配列する環孔材である。晩材部で小道管が火

炎状に配列する。

放射断面：道管の穿孔は単穿孔で、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のものが存在する。

以上の形質よりシイ属に同定される。シイ属は本州（福島県、新潟県佐渡以南）、四国、九州に分布する。

常緑高木で、高さ20m、径1．5mに達する。材は耐朽、保存性やや低く、建築、器具などに用いられる。なお、

シイ属にはスダジイとツブラジイがあり、集合放射組織の有無などで同定できるが、本試料は小片で広範囲

の観察が困難なため、シイ属の同定にとどめた。

（5）所見

SC4（蔵骨器を伴う土坑）から採取された3点の炭化材は、いずれもシイ属と同定された。シイ属は温暖

な西南日本に分布する照葉樹林の主要構成要素であり、照菓二次林の要素でもある。

文献

佐伯浩・原田浩（1985）針葉樹材の細胞．木材の構造，文永堂出版，p．20－48．

佐伯浩・原田浩（1985）広葉樹材の細胞．木材の構造，文永堂出版，p．49－100．

島地謙・伊東隆夫（1988）日本の遺跡出土木製品総覧　雄山闇，296p．
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第3節　宮崎県高鍋町老瀬坂上第3遺跡出土の平安時代火葬骨

松　下　孝　幸＊

キーワード：宮崎県、平安時代人骨、火葬骨、男性

はじめに

おいせさかうえ

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江字北中原に所在する老瀬坂上第3遺跡の発掘調査が東九州自動車道（都農～

西都間）建設に伴って2001年（平成13年）10月から2002年（平成14年）12月までおこなわれたが、2002

年に蔵骨器（SC4）が出土し、中から火葬骨が検出された。この火葬骨は埋納されていた蔵骨器から奈良時

代後半頃の火葬骨と推定されたが、蔵骨器内の埋土に含まれていた炭化物の年代測定によってこの火葬骨は

平安時代に埋納されたと推定されている。

宮崎県での奈良・平安時代の火葬骨については、川南町上垂門から発見された「奈良後半ないし平安前期」

の例があるにすぎない。

もともと奈良・平安時代人骨の出土例そのものが少なく、出土例はきわめて珍しい。筆者が調査した奈良
かみふんちゆう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とま

時代の火葬骨例は、山口県長門市の上藤中横穴群から出土した火葬骨（8世紀）（松下、1999a）、岡山県苫
た　　　　　　くたはら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なつぐり

田郡奥津町の久田原遺跡（8世紀）（松下、2004b）と同じく奥津町の夏粟遺跡（8世紀）、岡山県勝田郡勝北

町の山ノ奥遺跡（8世紀）（松下、2004a）の4例しかない。宮崎県では都城市横尾原1号、2号から、また、

鹿児島県では財部町黒田B遺跡、川内市越ノ巣火葬墓から火葬骨が出土している。平安時代の火葬骨につい
かみきゆうそう

ては山口県周東町上久宗遺跡の出土例（松下、1995）のほかに、鹿児島県小平遺跡（松下、1984）と金峰

町中中原遺跡からも出土している。

本例は火葬骨の残存量としては比較的多い方であった。解剖学的に精査し、人類学的観察などをおこなっ

たので、その結果を報告しておきたい。

資料および所見

本火葬骨は須恵器の短頭壷を蔵骨器（SC4）としたもので、蔵骨器には埋土に多量の炭化物を含む土坑内

から検出された。火葬骨の残存量は約940gで、1体分の火葬骨である。そのうち頭蓋片は約45gしかなく、

頭蓋片の量がかなり少ない。人骨は火を受けており、亀裂や変形がみられるが、変形が著しい骨は色が白色

になている。ところが大腿骨、椎骨などには変形がほとんどみられず、骨の色も黒色である。このように骨

の変形状態や骨色が一様でないことは、火葬の際に火力にムラがあったことを示唆していると思われる。

残っていたのは、頭蓋片、遊離歯根、四肢骨片、椎骨片、肋骨片である。頭蓋片は内外両板が剥離した状

態のものが多く、変形が著しい。大部分は頭頂骨片と思われるが、前頭骨眼膚部（右側）と左側上顎骨の前

頭突起を同定することができた。おそらくラムダ縫合と思われる縫合の一部が観察できたが、この縫合は内

外両板が開離していたようである。

歯が7本残存していたが、熱のために歯冠が完全に脱落しており、残っていたのは歯根のみである。従っ

て、残存歯の歯種を同定することができなかった。
のどぽとけ

椎骨片が約20g残す七いた。ほとんど椎弓ばかりで、椎体は1個にすぎなかった。また、喉仏と俗称され

る第二頸椎（軸椎）やその歯突起は残存していなかった。

＊TakayukiMATSUSHITA

TheDoigahamaSiteAnthrop010gicalMuseum〔土井ケ浜遺跡・人類学ミュージアム〕
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第128図　遺跡の位置（1／25，000）
（Fig・1LocationoftheOisesakauesite，TakanabeCho，MiyazakiPrefecture）
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老瀬坂上第3遺跡（SC4）出土火葬骨（男性・壮年）
（ThecrematedskeletonexcavatedfromtheOisesakauesite，yOungadultmale）
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残存量がもっとも多いのは四肢骨片であるが、左側大腿骨体の近位部を接合することができた。この部分

は黒く変色しているが、熱による変形がほとんどみられない。大腿骨体との径はそれほど大きくはないが、

骨壁は厚く、粗線も発達していたようで、矢状径は横径よりも大きいことが予想されるが、骨体上部の扁平

性は認められない。右側大腿骨の頸部の一部も残っていたが、この部分の骨壁もかなり厚い。

大腿骨の他に脛骨体と寛骨の一部を認めたが、その他の四肢骨片は骨種を同定することができなかった。

性別は、寛骨や後頭骨、前頭骨などが残存していなかったので、確証を欠くが、大腿骨の骨壁が著しく厚

いことを重視し、男性と推定しておきたい。年齢は、観察できた縫合が内外両板とも開離していたことを根

拠に、壮年と推定した。なお、年齢区分は、第15表に示すとおりである。

第15表　年齢区分　（Tablel．Divisionofsge）

年齢区分　　　　　　年　　　齢

未成人 乳児

幼児

小児

成年

1歳未満

1歳～　5歳（第一大臼歯萌出直前まで）

6歳～15歳（第一大白歯萌出から第二大臼歯歯根完成まで）

16歳～20歳（蝶後頭軟骨結合癒合まで）

壮年

熟年

老年

21歳～39歳（40歳未満）

40歳～59歳（60歳未満）

60歳以上

注）成年という用語については土井ケ浜遺跡第14次発掘調査報告書（1996）を参照されたい。

要　約

おいせさかうえ

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江字北中原に位置する老瀬坂上第3遺跡の発掘調査によって土坑内から蔵骨器

1基出土し、その中から火葬骨が検出された。

1．この火葬骨は平安時代の火葬骨と推定されている。

2．この火葬骨は1体分の火葬骨であるが、火葬された全身の骨全量が埋納されたわけではなく、残存量は

約940gである。

3．本火葬骨は壮年の男性骨と思われる。

4．残存していたのは、頭蓋片、四肢骨片、椎骨片、肋骨片である。頭蓋片は約45gしかなく、頭蓋片の量

はかなり少ない。下顎骨は残存していないが、歯根が7本残っていた。

5．観察ができたのは左側大腿骨体の近位部であるが、この部分は破片を接合し、復元することが可能であ

った。大腿骨体の径は大きくはないが、骨壁は厚く、粗線も発達していたようで、矢状径は横径よりも大

きいようである。また、骨体上部の扁平性は認められない。
のどぽとけ

6．喉仏と俗称される第二頸椎（軸椎）や歯突起は残存していなかった。

7．臓骨器に納められていた火葬骨は、四肢骨片を主体にして頭蓋片や椎骨などの躯幹骨のそれぞれ一部で、

一応各部分の骨が納められていたことになるが、下顎骨や手足の指骨など拾骨されなかった骨もあるよう

である。また、大腿骨などは受火の影響をあまり受けていないようなので、拾骨時には保存状態はよかっ

たことが予想されるが、このような骨の量も著しく少ない。蔵骨器の容量にはまだ余裕があるにもかかわ

らずこの程度の量しか納めていないことになる。初めから蔵骨器いっぱいに納骨する気はなかったようで

ある。
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第Ⅵ章　まとめ
【旧石器時代】

旧石器時代I期は、層序からKr－Kb降灰とAT降

灰の間の時期にあり、出土遺物は流紋岩製のナイフ

形石器が主であることから後期旧石器時代のナイフ

形石器文化期にあたると考えられ、礫群は3基検出

したが、SI2は密集度が低く、SIlに近接し傾斜に

沿って下った方向に位置しているため、SIlの一部

である可能性もある。SIl自体も接合関係などから

元の位置より傾斜に沿って流されているものがかな

りあると考えられ、この礫群が形成された当時は、

検出時よりも北西方向により密集していたと思われ

る。検出時には赤化している礫も散らばり赤化のピ

ーク地域を特定できず、土中の炭化物なども流され

たと考えられるので、火元の特定には至らない。そ

れに対し、SI3は、小規模ながらも、ほぼ全ての礫

が赤化し土中に炭化物も見られる事から炭化物の範

囲が火元と考えられる。礫の数量がSIlより少ない

ため、検出されたものが全てではなく流されたもの

もあると思われるが、検出された礫の赤化度は弱が

ほとんどであり、焼土が検出されなかったため火元

とされた時間が短かったか火力が弱かったことが推

測される。

旧石器時代Ⅱ期は、層序からKr－Kb降灰付近で、

出土遺物は黒曜石製の細石刃や細石刃核から後期旧

石器時代の細石刃文化期にあたると考えられる。礫

群については、旧石器時代I期より、小規模であり、

やはり火元の確定までは至らないが、調査地南西の

平場に礫群と細石核が集中して出土し、黒曜石の剥

片・砕片もある程度出土している事から、細石器の

製作などが行われた可能性がある。

【縄文時代】

主に二次堆積K－Ah層の下で確認された遺構・遺

物は草創期・早期と考えられ、4箇所の散礫はいく

つかの集石遺構を伴っており、それぞれを構成する

礫要素に特徴があるため、4箇所それぞれは生活し

た時期や集団に違いがあった可能性がある。それぞ

れの散礫周辺から多数出土した遣物を第16表にま

とめた。

第16表　縄文時代草創期・早期遺構・遣物対応表

位 遺構 土器 石器
置 （）内は近くの集石遺構 （）内は少数の出土 （）内は少数の出土

南
西
部
平
場

散礫 I 群 9 ・10類 石鉄

S I 13 ・14 （1 ・5 ・8類）（尖頭器 ・掻

器 ・削器）

北 散礫 Ⅱ群 2 ・4 ・8類 石鉄
部
平
場
下

S IlO・30 ・33・34
（S I15・25・31）

（3 ・7 ・9類）（掻器 ・磨石）

南
部
中
央

散礫 Ⅲ群 7類 石銀灰色チヤ

S I 9 （2 ・6 類） ー ト砕片多数

（尖頭器 ・石錘）

南
東
部

散礫Ⅳ群 （2 ・4類） 石 嫉 ・磨 石
S I 5 ・6 ・17
（S I 2 1 ・22 ・23 ・29）

・打 製石 斧

・凹石 ・白
色 チ ャー ト

・黒 色 黒 曜
石砕片多数
（異形石器 ・

礫器）

出土した土器については、1類土器は草創期の隆

起線文土器で、2類土器は水迫式土器で、3類～6

類は円筒形貝殻文土器で、3類土器は小波状口線を

持つ岩本式土器で、4類土器は前平式土器、5類土

器は貝殻刺突文から知覧式（加栗山式土器）、6類

は下剥峰式土器に比定される。

7類土器はこれまで「前平系」とされていたもの

で重留康宏の提唱する前原西式土器（註）、8類土器

は横位のやや波状の貝殻条痕が施されることから中

原IV式土器に比定される。

9類土器は、押型文土器であるが、口綾部がやや

外反～大きく外反、胴部が直立～やや膨らむと多様

性に富むため、早期中葉から後葉にかけてのものと

思われる。

10類土器は、塞ノ神式土器で、区画のない網目

状撚糸文や二重口線状を呈することから高橋信武の

提唱するI式の古段階に相当する。

二次堆積K－Ah層で検出された遺構・遣物は前

期から晩期にかけてと考えられる。
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11類土器は、鎌石橋式土器の文様構成に酷似す

るものもあるが、二次堆積K－Ah層からの出土であ

るため、具体的な時期は不明である。

12類土器の中で、所謂ミミズ腫れ状の貼付突帯

を持つものは、轟B式に比定される。

13類土器のうち158は弧状の細い沈線を施す野口

式土器、それ以外は幾何学的な沈線文を施す曽畑式

に比定される。

14類土器は貝殻条痕が施され2本単位の平行沈

線で施文されることから轟C・D式土器に比定され

る。

15類土器は前期から中期にかけての連点文土器

に近いものと思われる。

16類土器は、後期の屈曲部に貝殻腹線部による

刺突文を施す丸尾式土器に比定される。

17類土器のうち、183は、口綾部の形状と文様か

ら鳥井原～御飯式にかけての時期に相当すると思わ

れ∴る。

晩期については、18類の黒川式土器や所謂孔列

文土器が出土している。このように中期を除く草創

期～晩期にかけての様々な時期の出土がみられる

が、周辺の遺跡からは、このような継続性は見られ

ず本遺跡の特徴であるといえる。さらに2類の水迫

式土器についてはこの地域にある程度まとまった量

出土する事は貴重であると思われるのでここでそれ

ぞれの個体を比較したい。

『水迫遺跡報告書Ⅱ』によれば、古い要素とされ

るのが、「内湾する器形を有するもの、口唇部上面

を平坦にするもの、口綾部外面を肥厚させるもの、

口唇部刻が貝殻蝶番部によるもの、貝殻横位刺突文

を施すもの」に対し新しい要素とされるのが「直立

ないし外傾の器形を有するもの、口唇部上面を丸く

するもの、口綾部外面を肥厚させないもの、口唇部

刻が棒状工具によるもの、縦位貝殻刺突文・貝殻腹

緑押引文を施すもの」とされている。本遺跡出土の

土器では、内湾すると思われるものはなく、全て直

立もしくは外傾している。口線部形態は、平坦かや

や口縁外面が高くなるものがあり後出とされる岩本

式土器に近い要素を持つと思われる。施文では、古

い要素のみの構成は77で、新しい要素のみの構成

は76で他は、どちらの要素とも混在している。80

の施文は異質ではあるが、口唇外面に刻目、日録外

面に刺突文を施す行為が3類と同様と判断した。ま

た、岩本式土器とした3類土器の82も口綾部外面

の肥厚や貝殻腹緑横位刺突文など水迫式土器の古い

とされる要素を持つ。

石器は石錬・石斧・磨石・石錘がある程度の量出

土したが、そのうちチャート製の石鉄は調査地南側

を中心に大量の剥片・砕片が出土しており、この地

で他の製品も含めて製作されていた可能性がある。

これに対し、白色の黒曜石（姫島産）の剥片・砕片

はきわめて低い出土であるため、これらの製品は外

部より持ち込まれた可能性がある。

【弥生時代】

445の柱状脚台付の賓は、口線外面の台形状突帯

やその下に3条の突帯をもつなど、中期中葉～後葉

に見られる嚢の特徴をもっているが、口縁外面の貼

付突帯がやや下方に垂れることからより新しい要素

が入っていると考えられる。

その他の土器は、緩い「く」の字屈曲口緑を持つ

賓（448）や櫛描波状文を施した複合口緑壷（449）、

451・452の平底の壷（451・452など）など、後

期と考えられる土器が主体的に出土した。

遺構の検出には至らなかったため、集落など定住

の場ではなかったが、磨製石鉄などの出土もあるこ

とから、近隣の集落から狩猟・採集などを行う場で

あったことが推測される。

【古墳時代】

出土した土器はいずれも後期のものと考えられ、

南に谷を挟みこの時期の大規模な集落跡が検出され

た下耳切第3遺跡があり、出土位置も集落からみて
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谷の対岸付近であるため、調査地の下の平場は集落

の生活圏の一部であったと考えられる。

【古代】

SC4であるが、蔵骨器は転用された須恵器の編

年から8世紀後半の所産で、土坑内の3箇所の炭化

物の年代測定の結果を総合すると790年～880年で

あるので、埋葬された時期は平安時代初期と考えら

れる。埋葬された人物像であるが、下耳切第3遺跡

で7世紀末の所産と推定される円面硯が出土し、こ

の地域にすでに文字を使用する人物が存在し、本遺

跡でも8世紀代の杯蓋を転用した転用硯が出土して

いることから平安時代の初期までにこの地域に識字

層が存在していたと思われ、その中の一人が埋葬さ

れた可能性がある。

【その他】

塚の時代であるが、塚下の二次堆積K－Ah層から

須恵器などが出土しており、少なくとも古代以降に

形成されたと考えられ、形成時にはすでに存在して

いたと考えられる木の切り株が樹齢40～20年であ

ったことから形成されてから50年は経っていない

と思われる。『高鍋町史』によれば、太平洋戦争中

には、軍関係の施設が造られ、実際、踏査をすると

調査地近辺に砲台跡も残っていた。地元の方による

と調査地あたりに通信施設が在ったという話も聞く

事が出来たので、戦争時の施設造営に伴うものでは

ないかと思われる。溝状遺構についても塚の周囲で

検出されているため塚に関連するものである可能性

がある。

（註）

重留康宏は「宮崎県西部における縄文早期遺跡の

概観」（『九州縄文時代早期研究ノート』第1号

2003）・「前原西式土器雑考」（『九州縄文時代早

期研究ノート』第2号　2004）で「前平系」を前

平式の範疇に入らない別の土器型式として「前原西

式」を設定している。なお、『「別府原式土器」とそ

の周辺』（『九州縄文時代早期研究ノート』第2号）

の中で上杉彰紀は「前平式系土器」を「別府原式土

器」と設定している。
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第17表　縄文時代【二次堆積K－Ah層下】遺構出土土器観察表
ノJ／ ノ．′．∴ナノ 1・J．＿．l 茸 ・・′．こ1 ニヽ・・・．！∴・・イ‾・1 J 、リ ′　ユニー・・′∴・・∴・・・‥・・豆・・・・・－r・・．・・．≒

Tニノ7 骨 ！・・・！ニ熱 T．1 ．l＿；・・！．巧

6 1
S I

3 2
深 鉢

口縁

～
胴部

外面 横位（やや波状）貝殻条痕文 明黄褐 良
好

2mm 以下の淡黄色粒 を多 く

含む、灰色粒 を少 し含む
8 類

内面 ナデ 明黄褐

6 2
S I

3 2
深 鉢 口緑

外面 横位（やや波状）貝殻条痕文 浅黄褐 良
好

1m m以下の 白色粒 を多 く含

む 8 類
内面 ナデ 黄橙

6 3
S I

3 2
深 鉢

胴部

～
底部

外面 ナデ 橙 良
好

2m m以下の浅黄橙色 ・黒 色

粒 を含む

8 類 ？

平 底内面 ナデ 黒褐

第18表　縄文時代【二次堆積K－Ah層上】遺構出土土器観察表
J J J J ニ・L J ′I．r J J 鵜

J ；・・：．1一斗♯－・・rl

J．1．ト・・・ ；‥‾7・j．・．・榊￥
・．メノ・ トーニ∴ －

6 4
S I

3 7
深 鉢 胴 部

外面 斜位（＼）の貝殻条痕文 橙 良
好

4 mm以下 の淡黄色粒 を少 し

含む内面 ナデ 明黄褐

6 5 S I

3 7
深 鉢 胴 部

外面 条痕？（風化によ り不明瞭） 橙 良
好

3mm の淡黄 色粒、 2 mm の無

色透 明 ・黒色光沢粒 を含む内面 条痕？（風化によ り不明瞭） にぷい黄橙

6 6 S I 3 8
巨礫 郡

深 鉢 口縁
外面 貝殻条痕 黄橙 良

好

1mmの淡黄色 ・赤褐色 ・黒色

粒、2m mの明黄褐色粒を含む

波 状

口縁内面 貝殻条痕？（風化 により不明瞭） 橙

6 7
S I 3 8
巨礫 郡

深 鉢 胴 部
外面 ナデ？（風化によ り不明瞭） 橙 良

好

2mm以下 の浅黄色粒を含 む

内面 ナデ にぷい黄橙

6 8 S C l 深 鉢 口緑
外面 ナデ、沈線文、刺突文 こぶい黄橙 良

好

2mm以下 の淡黄 色粒 ・黒色

光沢柱状粒 を含む
1 3類

内面 ナデ 灰黄

6 9 S C l 深 鉢 胴 部
外面 ナデ、縦 ・横位の平行沈線文 にぷい黄橙 良

好

3mm以下の黒色透明粒、2mm以下の

橙色粒、1mm以下の淡黄色粒を含む
1 3 類

内面 ナデ 灰黄

7 0 S C 2 深 鉢 口縁
外面 沈線文 にぷい黄 良

好

1mm以下の淡黄色粒、黒色光沢柱状

粒、2mm以下の淡黄色透明粒を含む
1 3 類

内面 ナデ にぷい黄

第19表　縄文時代【二次堆積K－Ah層上】遺構出土石器観察表
中 l

井．‥こ，出 損 ニ ：．；．．‥・‥．‾‾．こ．－：・・・・．こ．当 －：：・－：．；．．．‥・・：‡∴・：ニ・・．J・－／・・‘⊥山‾．．．・・‾こ．ノ‾・ ′・こ．．・；i．．i・：・．－：こ．．自 ‾・碑 ．・．．．当室 畑墨

J　　　　　　　　　 r．T－

・．こ．TJ J－＿－1 7．－ノ ・－・．・i甘 慾 桝 賞鉦 ・－′こ・‘r

薙 J・．Jl‾．‾r 瀬 某 ；．； 畑 宰

．－こ・．　　　　　　J

7 1 S I 3 0 有 溝 砥 石 砂 岩 9 ．4 8 ．1 2 ．8 2 6 8 ．9

第20表　縄文時代【二次堆積K－Ah層下】包含層出土土器観察表（1）
ノー．＿・－．．

．．．．：－ロ・．イ
／　　　　　　．．‾．．．プ 華旧訂浩 r・．．軍！1肯 帯同糾；

7 2 C 8 深 鉢 口 録
外面

口緑外 面 に縦位 刻み 、 1条 以上 の隆

起線文
にぷい黄橙

良
好

1m m以下 の乳白色粒を含む 1 類

内面 風化 によ り不明瞭、ナデ？ 浅　 黄

7 3 C 8 深 鉢 胴 部
外面 1条以上の隆起線文 にぷい黄橙

良
好

1m m以下 の乳 白色粒を含む 1 類

内面 風化 によ り不明瞭、ナデ？ 浅　 黄

7 4 F 9 深 鉢 口 線
外面

ナデ、 口唇 部外 端に貝殻蝶番 部押 圧

刻み、 口緑部 に貝殻腹縁押 し引き文

と横位 の刺突線文（1条）

明黄褐 良
好

2 mm以下 の淡 黄色 ・黒色粒

を多 く含む
2 類

内面 ナデ 明黄褐

7 5 F 4 深 鉢 口緑

外面

ナデ、 口唇部外端に貝殻蝶番部押圧刻

み、口綾部に貝殻腹縁押し引き文 と横

位の刺突線文（1条）

黄　 橙 良
好

1 mm以下 の灰 白色 ・無色透

明粒 を多 く含む
2 類

内面 ナデ 黄　 橙

7 6 F 4 深 鉢 口緑
外面

ナデ、 口唇外端 に押圧刻み、 口綾部

に横位連続押し引き文（2列）
にぷい黄橙 良

好

1 mm以下 の淡 黄色 ・灰色 ・

赤褐色粒 を含む 2 類

内面 ナデ にぷい褐

7 7 F 8 深 鉢

口緑

～
胴 部

外面

貝 殻条痕後ナデ、 口唇 部外端 に貝殻

蝶番 部押圧刻み、 口綾 部に貝殻腹綾

部横位の刺突線文（3条）

にぷい黄橙
良
好

2 mm～ 6 m mの浅黄橙、 4 mm以

下 の灰色粒、 3 mm以下 の極

暗赤褐色粒 を含む

2 類

内面 貝殻条痕後、ナデ にぷい黄橙

7 8 E 5 深 鉢 口縁

（1 9 ．6）

外面

（＼）刻み、 口綾部 に斜位（／）連続刺突

文 と貝殻腹緑部横位刺突線文（2） にぷい橙 良
好

1 mm～ 2 mm の乳 白色 粒 を多

く含 む、 2 mm以下 の金色光

沢粒を含む

2 類

内面 ナデ にぷい橙

7 9 H 9 深 鉢 口線

（1 6 ．6）

外面 に斜位（／）、貝殻 腹緑部連 続刺突文

と横位刺突線文（2条）
明黄褐 良

好

3 m m以下の黒色 ・灰 白色 ・

橙色粒 1 mm以下 の金色光 沢

粒 を含む
2 類

内面 ナデ にぷい黄橙

8 0 E 4 深 鉢 口緑
外面

ナデ、 口唇部外端 に櫛？（箆）状工 具に

よる縦位刻み、 口綾部に連続刺突文
黄桂 良

好

2 m m以下の黒褐色 ・金 色光

沢粒 を含む
2 ．類

内面 ナデ 橙

8 1 F 6 深 鉢 口 緑
外面

綾部斜位 （＼）刻 み、 口綾部 に貝殻 腹

緑部斜位（／）連続刺突文
橙 良

好

2 mm以下の灰 白色 ・黒色透

明粒 を含む
2 類

内面 ナデ にぷい黄橙
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第21表　縄文時代【二次堆積K－Ah層下】包含層出土土器観察表（2）
・．，．．ぺ 一

／

8 2 G 4 深鉢 口縁
外面

丁寧なナデ、口唇部に棒状工具押圧
刻み、口綾部に貝殻腹縁横位刺突線

文 （4条）
にぷい黄橙

良
好

1mm以下の乳白透明 ・黒色

・灰色 ・白色粒を含む
3 類

内面 丁寧なナデ にぷい黄橙

8 3 F 6 深鉢

口線

～
胴部

外面
横～斜位（＼）の貝殻条痕、口唇～口
緑部に箆状工具？（貝殻腹綾部）斜位（＼
）（／）連続刺突文

にぷい橙 良
好

2mm以下の乳白色 ・灰色粒

を含む
4 類

内面 横～斜位（＼）の貝殻条痕 にぷい橙

8 4 H 7 深鉢

口線
i

胴部

外面
斜位（＼）の貝殻条痕、箆状工具？（貝殻
腹綾部）斜位（＼）連続刺突文 にぷい橙 良

好

1mm以下の灰色・乳白色粒，1

mm程度の黒色光沢柱状粒を
含む

4 類

内面 ナデ にぷい橙

8 5 G 4 深鉢 口線 外面
横～斜位（＼）の貝殻条痕、口唇部外

端に貝殻腹縁部斜位（＼）連続刺突文 にぷい橙 良
好

2mm以下の赤褐色 ・黒色 ・

灰色 ・白色 ・無色透明粒を
含む

4 類

内面 ナデ たぷい橙

8 6 H 9 深鉢 口線
外面

風化により不明瞭、斜位（＼）の貝殻
条痕、箆状工具？（貝殻腹綾部）斜位（＼

）（＼）連続刺突文
にぷい橙 良

好

3mm以下の白色 ・淡黄色 ・
黒色透明の粒を含む 4 類

内面 風化著しい、不明 橙

8 7 H 9 深鉢 口線
外面

風化により不明瞭、斜位（＼）の貝殻
条痕、箆状工具？（貝殻腹縁部）斜位（＼
）（＼）連続刺突文

明黄褐
良
好

5mm以下の灰白色粒，mmの褐

灰色粒，3mm以下の黒色粒を
含む

4 類

内面 ナデ 明黄褐

8 8 H 5 深鉢 口綾部 外面
横～斜位（＼）の貝殻条痕、貝殻腹縁

斜位（＼）連続刺突文 明黄褐
良
好

4mm以下の灰白色 ・黒色粒
を含む 4 類

内面 ナデ 黄橙

8 9 H 5 深鉢 胴 部
外面 斜位（＼）の貝殻条痕 明黄褐 良

好

3mm以下の明赤褐色粒、2mm

以下の浅黄色粒を含む 4 類
内面 ナデ 明黄褐

9 0 G 7 深 鉢 口緑
外面

斜位（＼）の貝殻条痕、貝殻腹綾部斜

位（＼）連続刺突文
明褐 良

好

2mm以下の灰色透明粒、黒
色柱状粒、2mm浅黄橙色粒
を含む

4 類
内面 粗い斜位（＼）貝殻条痕 明褐

9 1 E 5 深 鉢 胴部
外面 斜位（＼）の貝殻条痕 明黄褐 良

好

1mm以下の灰色透明 ・淡黄色
粗　 3mm以下の黒色粒を含む 4 類

内面 粗い縦位の貝殻条痕 明黄褐

9 2 G 5 深鉢 口緑
外面

斜位（＼）の貝殻条痕、口綾部に縦位

の箆状工具による刻み
明褐 良

好

1mm以下の灰白色 ・灰色透明

・黒色粒、2mmの赤橙色粒、
4mmのオリーブ黒色粒を含む

4 類
内面 ナデ 明褐

9 3 D 6 深鉢 口線
外面

横位太い貝殻条痕、口綾部に棒？（箆）
状工具による連続押圧文 にぷい黄橙良

好

2mm以下の乳白色粒を多く
含む 4 類

内面 風化により不明瞭、ナデ？ にぷい黄橙

94 F 4 深鉢 口緑
外面

ナデ、口唇部外端に箆？（櫛）状工具縦

位刻み目 にぷい橙 良
好

1mm以下の黒色透明 ・無色
透明 ・白色 ・灰色粒を含む 4 類

内面 ナデ にぷい橙

9 5 E 4 深鉢 口線
外面

斜位（＼）の貝殻条痕、口唇部外端に
箆状工具縦位刻み にぷい褐 良

好

1mm以下の無色透明 ・黒色
透明 ・白色粒を含む 4 類

内面 ナデ にぷい褐

9 6 G 5 深鉢 口緑
外面

風化により不明瞭、横～斜位（＼）の貝
殻条痕？、口綾部に縦位連続刺突文？

にぷい黄橙良
好

1mm以下の乳白色粒を含む

4 類

内面 横位ナデ にぷい黄橙

9 7 F 9 深鉢 胴部
外面 横位貝殻腹緑部刺突線文 にぷい黄橙良

好

1mm以下の白色 ・黒色 ・無
色透明粒を含む

5 類
内面 横位貝殻腹緑部刺突線文 にぷい黄橙

9 8 B 9 深鉢 口線
外面

ナデ、口緑部に櫛？状工具横位連続刺
突文（4条）、胴部に放射状連続刺突文 にぷい黄 良

好

4 mm 以下の淡黄色粒1mm以

下の金色光沢鱗状粒を多く
含む

6 類

内面 横位ナデ にぷい黄

9 9 G 4 深鉢 口線～胴部
外面 斜位（＼）の貝殻条痕 黄橙 良

好

2mm以下の淡黄色 ・無色透
明粒を多く含む

7 類
内面 風化により不明瞭、ミガキ？ 明黄橙

1 0 0 G 9 深鉢 口緑
外面 斜位（＼）の貝殻条痕 浅黄 良

好

2mm以下の乳白色粒、無色
透明粒を含む

7 類
内面 風化により不明瞭、ミガキ？ 浅黄

1 0 1 F 8 深 鉢 胴 部
外面 風化のため不明瞭、斜位（＼）の貝殻条痕 浅黄橙 良

好

1mm以下の乳白色、無色透

明粒を含む
7 類

内面 風化により不明瞭、ミガキ？ 浅黄橙

10 2 G 5 深 鉢 口線
外面 風化により不明瞭、横位（やや波状）貝殻条痕 にぷい橙 良

好

2 mm以下の灰色 ・乳白色粒

を含む
8 類

内面 ナデ にぷい黄橙

10 3 F 4 深 鉢 口緑
外面 風化により不明瞭、横位（やや波状）貝殻条痕 橙 ・浅黄 良

好

微細な黒色粒を多数、1mm以

下の乳白色粒を少し含む
8 類

内面 ナデ 橙

10 4 C 7 深 鉢 口緑
外面 横位（やや波状）貝殻条痕 にぷい黄橙良

好

2 mm以下の灰色 ・黒色粒を
多く含む

8 類
内面 ナデ こぶい黄橙

10 5 D 4 深 鉢 口縁
外面 横位（やや波状）貝殻条痕 にぷい橙 良

好

2mm以下の淡黄色粒を含む
8 類

内面 ナデ 明黄橙

10 6 G 5 深 鉢 口線
外面 横位（やや波状）貝殻条痕 にぷい黄橙良

好

2 mm以下の淡黄色粒を多く
含む

8 類
内面 ナデ 黄橙
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第22表　縄文時代【二次堆積K－Ah層下】包含層出土土器観察表（3）

1 0 7 G 4 深鉢 口轡
外面 横位（やや波状）貝殻条痕 明褐色

良
好

2 mm の淡黄橙色粒、1mm の
褐灰色粒を含む

8 類
内面 ナデ 橙

10 8 F 5 深鉢 口縁
外面 横位（やや波状）貝殻条痕 こぶい黄橙

良
好

1mm以下の白色 ・灰色 ・無

色透明 ・黒色透明粒を含む
8 類

内面 ナデ にぷい黄橙

10 9 G 5 深 鉢 口線
外面 横位（やや波状）貝殻条痕 黄橙

良
好

1mmの黒色柱状粒、灰白色

・淡黄色粒を含む
8 類

内面 ナデ 淡黄橙

1 1 0 G 5 深 鉢 口縁～胴部
（19 ．8 ）

外面 横位（やや波状）貝殻条痕 こぶい黄橙
良
好

1mm以下の乳白色粒を含む 8 類
内面 ナデ にぷい黄橙

1 1 1 B l O 深鉢 胴部～底部
外面 横位（やや波状）貝殻条痕 こぶい黄橙

良
好

2mm以下の乳白色 ・灰色粒

を多数、金色光沢粒を含む
8 類

内面 ナデ にぷい黄橙

1 1 2 B l l 深鉢 胴部
外面 縦位楕円押型文 橙

良
好

2mm以下の灰色粒を含む
9 類

内面 ナデ 浅黄

1 1 3 F 4 深鉢 口緑～胴部
外面 横位（節の大きな）撚糸文 に．ぷい赤褐

良
好

4mm以下の乳白色粒、1mm以下の
灰色、黒色・赤褐色・淡黄橙色

・無色透明・灰色透明粒を含む

9 類

内面 ナデ にぷい赤褐

1 1 4 G 6 深鉢 胴部
外面 縦方向の撚糸文 にぷい黄橙

良
好

6mm以下の灰色・灰白色粒、1

mm以下の白色・黒色・黄橙色・
灰色透明・無色透明粒を含む

9 類

内面 ナデ にぷい黄橙

1 1 5 C 9 深鉢 胴部
外面 縦方向の撚糸文 にぷい橙

良
好

4mm以下の灰白色 ・黄褐色

・黒色 ・白色 ・無色透明 ・
灰色透明粒を含む

9 類

内面 ナデ にぷい黄橙

1 16 E 3 深鉢 胴 部
外面 縦方向の撚糸文 黄橙

良
好

1mmの無色透明 ・灰色透明・

黒色 ・明赤褐色 ・黒褐色粒

、3mmの灰白色粒を含む

9 類

内面 ナデ 浅黄

1 17 A lO 深 鉢 口線～胴部
外面 全体に縦位撚糸文 にぷい黄橙

良
好

2mm以下の乳白色粒粒を含

む
9 類

内面 ナデ、口綾部横位撚糸文 にぷい黄橙

1 1 8 B l O 深 鉢 底部
外面 縦方向の撚糸文 明黄褐

良
好

1mm の灰色透明・黒色 ・灰白
色粒，2mmの灰白色・浅黄橙色
粒、4mmの灰白色粒を含む

9 類

内面 ナデ にぷい黄橙

1 1 9 E 3 深鉢 胴部
外面 縦位山形押型文 橙

良
好

1mmの黒色光沢柱状粒、1mmの黒色

透明・灰色透明・灰白色粒、3mm以
下の明黄褐粒、4mm以下の浅黄橙粒

9 類

内面 ナデ にぷい黄橙

1 2 0 A l l 深鉢 胴部
外面 不定方向山形押型文 黄橙

良
好

1mm以下の灰色透明粒、2

mm以下の浅黄色粒、1mm以
下の黒色粒を含む

9 類

内面 ナデ 浅黄橙

1 2 1 A l O 深鉢 胴部
外面 不定方向山形押型文 黄橙

良
好

2mm以下の淡黄色粒、1mm

以下の灰色透明 ・淡黄色粒
を含む

9 類

内面 ナデ 浅黄橙

1 2 2 B 8 深鉢 口緑
外面 変形撚糸文 にぷい赤橙

良
好

3mm以下の褐色 ・乳白色粒

、黒色光沢柱状粒を含む

9 類
内面 ナデ、口綾部に変形撚糸文 にぷい黄橙

1 2 3 A l O 深鉢 胴部
外面 変形撚糸文 にぷい黄橙

良
好

微細な黒色 ・乳白色粒を多

く含む
9 類

内面 ナデ にぷい黄橙

12 4 C 6 深鉢 胴部
外面 変形撚糸文 にぷい褐

良
好

3mm以下の褐色 ・乳白色 ・

灰色粒、微細な、無色透明

粒を含む

9 類

内面 ナデ にぷい赤褐

12 5 B l O 深 鉢 口縁
外面 ナデ、口唇部に斜位刻み、口緑部に沈線 明黄褐

良
好

2mm以下の褐灰色 ・褐色粒

を含む
10 類

内面 ナデ 明黄褐

12 6 A l l 深 鉢 頭 部
外面 ナデ、沈線文、撚糸文 にぷい黄橙

良
好

3mm以下の乳白色 ・白色 ・

灰色粒を含む
10 類

内面 ナデ にぷい黄橙

1 2 7 C l O 深 鉢 胴 部
外面 撚糸？文 橙

良
好

2mm以下の灰白色 ・黒色透

明粒を含む
1 0類

内面 ナデ 明黄褐

1 2 8 A 8 深鉢 胴部
外面 沈線文、網目状撚糸文 にぷい黄橙

良
好

1mm以下の乳白色 ・黒色粒

・無色透明粒を多く含む
1 0 類

内面 ナデ にぷい黄橙

1 2 9 B 9 深鉢 胴部
外面 ナデ、網目状撚糸文、沈線文 にぷい黄橙

良
好

1mm以下の淡黄橙色・黒色・灰

色透明・無色透明 ・黒色透明
粒、3mm以下の灰白色粒を含む

1 0 類

内面 ナデ にぷい黄橙

1 3 0 D 9 深鉢 口縁～頭部
外面 ナデ、口唇部に斜位（）刻み、口縁部に沈線 明黄褐

良
好

3mm以下の黄橙色 ・黒色粒

を含む
1 0 類

内面 ナデ 黄榎

1 3 1 B lO 深鉢 口線
外面 ナデ、沈線文 浅黄橙

良
好

3 mm のにぷい黄橙色粒、2

mm以下の灰白色粒を含む
1 0 類

内面 ナデ 黄橙

13 2

13 3

B l O

D l O

深鉢

深 鉢

口縁

口縁～頚部

外面
ナデ、口唇部に棒？状工具による斜位
刻み、口綾部に沈線文

にぷい褐

良
好

良
好

1mm以下の乳白色 ・黒色透 1 0 類

10 類

内面 ナデ にぷい黄橙 明粒を多く含む

外面 ナデ、口唇部に斜位刻み、口緑部に沈線 にぷい黄橙 3mm以下の淡黄橙色粒、1mm以下

の乳白色・里色・白色・淡黄橙色
内面 ナデ 浅黄橙 ハlヽ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．1エ．

・無色透明・灰色透明粒を含む

－148　－
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J
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1 34 G 4 深 鉢 口緑
外面 曲線貝殻条痕文 にぷい黄橙

良
好

1mm以下の灰 ・乳白色粒を多く
含む、黒色光沢柱状粒を含む

1 1類
内面 ナデ にぷい黄橙

1 3 5 B l O 深 鉢 胴 部
外面 貝殻条痕？（風化により不明瞭） 明褐

良
好

1mm灰白色 ・黒色粒、黒色光
沢柱状粒、2mmの黒色板状粒

、2mm以下の淡黄色粒を含む

1 1類

錘？内面 風化により不明 橙

13 6 B l O 深 鉢 口縁
外面 斜 ・横位の貝殻条痕文 にぷい黄橙

良
好

5mm 以下の灰色粒、3mm以
下のにぷい黄褐粒、2 mm以
下の無色透明粒を含む

1 1類
内面 貝殻条痕→ナデ にぷい黄橙

13 7 B l O 深 鉢 口縁～胴部

17．4

外面 丁寧なナデ→縦・横・斜位・曲線状の貝殻条痕文 明黄褐
良
好

4mm以下の淡黄色粒、3mm以下

の灰白色粒、1mm以下の橙色粒

、2mm以下の黒色光沢柱状粒

1 1 類
内面 貝殻条痕→丁寧なナデ にぷい黄褐

13 8
C l l

F 5
深鉢 口縁

外面 ナデ、‾貝殻条痕、板状工具による曲線？ にぷい黄橙
良
好

1mm以下の淡黄色 ・灰色 ・
灰白色透明 ・・黒色光沢粒
を多く含む

1 1 類
内面 横位貝殻条痕 橙

13 9 E 8 深鉢 胴部
外面 貝殻条痕 にぷい黄橙

良
好

1mm以下の淡黄色 ・灰色 ・
にぷい赤褐色 ・黒色光沢粒
を多く含む

1 1 類
内面 横位のナデ にぷい黄橙

14 0 G 3 深鉢 口縁
外面 縦 ・斜位の微隆起線文 にぷい橙

良
好

1mm以下の淡黄橙色 ・黒色

・赤褐色 ・灰色 ・灰色透明
・無色透明粒を含む

1 2 類
内面 ナデ にぷい橙

14 1 A l l 深鉢 口緑
外面 貝殻条痕？微隆起線文？（風化により不明瞭）淡黄

良
好

3 mm以下の灰白色粒を多く
含む

1 2 類
内面 風化著しく不明 にぷい黄

14 2 B l O 深鉢 口縁
外面 縦位の微隆起線文、横位の連続刺突文 褐

良
好

1mm以下の乳白色 ・灰粒 ・
微細なガラス状の粒を含む

1 2 類
内面 横位の貝殻条痕 にぷい褐

14 3 F l O 深鉢 胴部
外面 菓脈状の微隆起線文に棒状？工具で刺突 暗赤褐

良
好

1mm以下の淡黄・橙・灰白色の砂
粒、黒色光沢粒、2mmの黒色光沢
柱状粒、黄橙・橙色粒を含む

1 2 類
内面 ナデ にぷい赤褐

14 4 D 7 深鉢 胴部
外面 菓脈状の微隆起線文 橙

良
好

1mmの淡黄橙色 ・黄橙色 ・
灰白色粒、2mm の灰白色 ・
浅黄橙色粒を含む

1 2 類
内面 ナデ 灰

14 5 F 3 深鉢 胴部
外面 菓脈状の微隆起線文 にぷい橙

良
好

1mm以下の淡黄色 ・白色 ・
灰色 ・黒色透明 ・灰色透明

・無色透明粒を含む

1 2 類
内面 ナデ にぷい橙

1 4 6 F 3 深鉢 胴部
外面 菓脈状の微隆起線文 にぷい橙

良
好

2mm以下の淡黄色 ・白色 ・
灰色 ・黒色透明 ・灰色透明

・無色透明粒を含む

1 2 類
内面 ナデ にぷい橙

1 4 7 F 3 深鉢 胴部
外面 葉脈状の微隆起線文 にぷい黄橙良

好
微細な乳白色粒、黒色光沢
粒を多く含む

1 2 類
内面 ナデ にぷい黄橙

14 8 F 3 深鉢
頸緑？

胴部？

外面 菓脈状の微隆起線文 にぷい黄橙良
好

1mm以下の乳白色粒、黒色
光沢粒を多く含む

1 2 類
内面 ナデ にぷい黄橙

14 9 A l l 深鉢 胴部
外面 4条の微隆起線文状、列点文（一列） 淡黄 良

好
1mm以下の黒色光沢粒を含

む
1 2 類

内面 横位の貝殻条痕 浅黄

1 5 0 A l l 深鉢 胴部
外面

ナデ、列点文（横一列）と板状工具に

よる幅広沈線文で微隆起線文状
にぷい黄橙良

好

微細な乳白色 ・灰色粒を含
む 1 2 類

内面 ナデ、横位の太い貝殻条痕 にぷい黄橙

1 5 1 B lO 深鉢 口緑
外面 貝殻条痕、微隆起線文（3条）、口唇刻目 にぷい褐 良

好
4mm以下の灰白色粒、2mm以下

の黒色光沢柱状粒を多く含む
1 2 類

内面 貝殻条痕 褐

1 5 2 B lO 深鉢 口縁
外面

貝殻条痕→ナデ、刻日突帯文（棒状工
具で刺突）

明赤褐 良
好

1mm以下の黒色光沢粒 ・淡
黄色粒を含む 1 2 類

内面 貝殻条痕 橙

1 5 3 B lO 深鉢 口緑
外面 横位の突帯文（2 条） 明褐

良
好

2mm以下の赤褐色 ・淡黄色

・乳白色透明 ・黒色光沢柱
状粒を含む

1 2 類
内面 風化著しく不明 明褐

1 5 4 深鉢？ 胴部？
外面 貝殻条痕二ナデ、微隆起突帯2条 にぷい橙 良

好
3mm以下の褐色 ・灰色粒を
多く含み粗い

1 2類
内面 貝殻条痕→ナデ 浅黄

1 5 5 F l O 深鉢 口縁？
外面 ナデ、刻目突帯文 にぷい黄橙

良
好

1mm 以下の乳白色透明、2

mm以下の黒色光沢柱状粒を
含む

12 類
内面 ナデ にぷい黄橙

1 5 6 F 3 深鉢
頸縁？

胴部？

外面 貝殻条痕、微隆起線文 にぷい黄橙良
好

1mm以下の黒色光沢粒を含

む
12 類

内面 ナデ にぷい黄橙

1 5 7

1 5 8

1 5 9

1 6 0

D l O

G 2

B l O

深鉢

深鉢

深鉢

深鉢

口緑

口縁

外面

内面

外面

内面

貝殻条痕→ナデ、刻目突帯文（櫛？箆？
状工具で上から刺突）

貝殻条痕→ナデ

ナデ？細沈線文

貝殻条痕？（風化により不明瞭）

明赤褐

にぷい褐

にぷい褐

にぷい橙

良
好

良
好

2mm以下の乳白色透明粒、

黒色光沢柱状粒を含む

4 mm以下の灰白色粒、黒色
光沢柱状粒、2mm以下の淡
黄色粒を含む

12 類

1 3類

1 3類

13 類

胴部～

頸縁？

外面

内面

丁寧なナデ、横位、縦位の平行沈線文

丁寧なナデ

にぷい黄橙
暗灰黄

暗灰黄

良
好

2mm以下の灰白褐色粒、黒
色光沢柱状粒、5mm四方程
度の灰白色粒を1個含む

胴部
外面

内面

ナデ、綾杉状短沈線文

ナデ

淡黄

淡黄

良
好

1mm以下の灰色 ・にぷい黄
褐色 ・無色透明粒を含む
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16 1 F 2 深 鉢 胴 部
外面 風化、縦位 ・横位の平行沈線 にぷい橙

良
好

1mm前後の灰色粒を含む
13 類

内面 横位のナデ にぷい黄橙

16 2 深 鉢 口縁
外面

ナデ→貝殻条痕、2本単位の平行沈線
文、連続刺突線文

明黄褐 良
好

1mm前後の灰色粒を多く含

む、黒色光沢柱状粒を含む 14 類

内面 ナデ、連続刺突線文 黄褐

1 6 3 B l l 深 鉢 口縁
外面

ナデ→貝殻条痕、2本単位の平行沈線

文、連続刺突線文
橙 良

好

1mm前後の灰色粒を多く含

む、黒色光沢柱状粒を含む 14 類

内面 ナデ、連続刺突線文 にぷい黄褐

1 64 B l l 深鉢 口緑
外面

ナデ→貝殻条痕、2本単位の平行沈線

文、連続刺突線文
灰褐 良

好

1mm前後の灰色粒を多く含
む、黒色光沢柱状粒を含む 14 類

内面 ナデ、連続刺突線文 にぷい黄褐

1 6 5 C l l 深鉢 口縁
外面 風化により不明瞭、2本単位の平行沈線文 にぷい橙 良

好
黒色光沢柱状粒をやや多く
含む

14 類
内面 ナデ、刺突文、2本単位の平行沈線文 にぷい褐

1 6 6 C l l 深鉢 口縁
外面 風化により不明瞭、2本単位の平行沈線文 にぷい橙 良

好
黒色光沢柱状粒をやや多く
含む

14 類
内面 風化により不明瞭、刺突文、2本単位の平行沈線文 にぷい橙

1 6 7 B l l 深鉢 胴部
外面

ナデ→貝殻条痕、2本単位の平行沈線

文、連続刺突線文
にぷい黄褐良

好

1mm前後の灰色粒を多く含

む、黒色光沢柱状粒を含む 14 類

内面 横位のナデ？（風化により不明瞭） にぷい黄褐

1 6 8 B l l 深鉢 胴部
外面

ナデ→貝殻条痕、2本単位の平行沈線
文、連続刺突線文

にぷい黄褐良
好

1mm前後の灰色粒を多く含

む、黒色光沢柱状粒を含む 14 類

内面 横位のナデ？（風化により不明瞭） にぷい黄褐

1 6 9 B l l 深鉢
胴部

（口縁に
近い）

外面
ナデ→貝殻条痕、2本単位の平行沈線

文、連続刺突線文
にぷい黄褐良

好

1mm前後の灰色粒を多 く含
む、黒色光沢柱状粒を含む 14 類

内面 ナデ、連続刺突線文 褐灰

1 7 0 C 9 深鉢 胴部
外面 ナデ→貝殻条痕、2本単位の平行沈線文 にぷい橙 良

好

2mm以下の灰色 ・淡黄色 ・

黒色粒を多く含む、黒色光
沢柱状粒を含む

1 4 類
内面 ナデ にぷい橙

17 1 B l l 深鉢 胴部
外面

ナデ→貝殻条痕、2本単位の平行沈線

文、連続刺突線文
にぷい褐 良

好

1mm前後の灰色粒を多く含

む 1 4 類

内面 横位のナデ？（風化により不明瞭） にぷい褐

17 2 F 9 深鉢 口緑
外面 ナデ、連続押引線文 にぷい赤褐

良
好

1mm以下の灰白色 ・黒色粒

を含む
15 類

内面 横位貝殻条痕 にぷい橙

17 3 F 9 深 鉢 胴 部
外面 ナデ、連続押引線文 にぷい赤褐

良
好

1mm以下の灰白色 ・黒色粒

を含む
15 類

内面 横位貝殻条痕 にぷい赤褐

17 4 E 2 深 鉢 口緑
外面 貝殻条痕→ナデ 橙

良
好

3mm以下の赤黒色 ・淡黄色

・黒色粒を含む
16 類

内面 貝殻条痕→ナデ 明赤褐

17 5 B l O 深 鉢 口縁
外面

貝殻条痕→ナデ、斜位（＼）の貝殻腹

緑部刺突文
明赤褐 良

好

2mm以下の乳白色 ・黒褐色
粒、1mm以下の無色透明粒

を含む
16 類

内面 貝殻条痕→ナデ 橙

17 6 B l l 深 鉢 口線
外面 貝殻条痕→ナデ 明赤褐

良
好

3mm以下の淡黄色、暗赤色

粒を含む 16 類
内面

貝殻条痕→ナデ、斜位（＼）の貝殻腹

縁部刺突文
橙

1 7 7 E l O 深 鉢 口緑
外面

貝殻条痕→ナデ、斜位（＼）の貝殻腹

綾部刺突文
明赤褐 良

好

1mm以下の黒色粒を多く含

む 16 類

内面 貝殻条痕→ナデ 明赤褐

1 7 8 F l O 深鉢 口緑
外面

貝殻条痕→ナデ、斜位（＼）の貝殻腹

綾部刺突文
赤褐 良

好

5mm以下の赤褐色 ・白色 ・

黒色 ・無色透明粒を含む 16 類

内面 貝殻条痕→ナデ 赤褐

1 7 9 D lO 深鉢 口縁
外面

貝殻条痕→ナデ、斜位（＼）の貝殻腹

綾部刺突文
明赤褐 良

好

3mm以下の乳白色 ・赤褐色

・黒色 ・無色透明粒を含む 1 6類

内面 貝殻条痕→ナデ 明赤褐

1 8 0 B l l 深鉢 頚部
外面

貝殻条痕→ナデ、斜位（＼）の貝殻腹

綾部刺突文
にぷい褐 良

好

2mm 以下の黒色 ・灰色 ・浅

黄橙 ・無色透明粒を含む 1 6 類

内面 貝殻条痕→ナデ にぷい褐

1 8 1 E lO 深鉢 頸部
外面

貝殻条痕→ナデ、斜位（＼）の貝殻腹

綾部刺突文
にぷい褐 良

好

2mm程度の褐色粒、1mm以
下の灰色粒を含む 1 6 類

内面 貝殻条痕→ナデ 明赤褐

1 8 2 B l l 深鉢 頸部
外面

貝殻条痕→ナデ、斜位（＼）の貝殻腹

綾部刺突文
にぷい赤褐良

好

2mm以下の乳白色 ・灰色粒

を多数、微細な黒色光沢粒

を少し含む

1 6 類

内面 貝殻条痕→ナデ にぷい赤褐

1 8 3 B l l 聾

口線
？

胴部 14 ．4 5

外面
横位ミガキ、箆状工具による斜位（／）

の連続刺突文、沈線文
にぷい褐 良

好

2mm以下の乳白色 ・灰色粒

を多く含む 1 7 類

内面 横位ミガキ、沈線文 にぷい赤褐

18 4 E 8 深鉢 口緑
外面 ナデ 橙

良
好

2mm以下の灰白 ・黒色、灰
色透明粒を含む

1 7 類
内面 ナデ、沈線？ 明赤褐

18 5 F l O 深 鉢 口緑
外面 貝殻条痕→ナデ にぷい黄橙良

好
3 mm以下の黄褐色粒、2mm

以下の明赤褐色粒を含む
1 7 類

内面 貝殻条痕→ナデ にぷい黄橙
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1 8 6 E 9 深鉢 口緑
外面 ナデ にぷい黄褐良

好
3mm 以下の明赤褐色 ・灰 白
色粒を含む

1 7類
内面 ナデ にぷい黄褐

1 8 7 A l O 深 鉢 口縁
外面 ナデ にぷい橙 良

好
6mm の黄灰色粒、4mm以下の

暗赤褐色 ・灰黄色粒を含む
17 類

内面 ナデ にぷい橙

18 8 E l 深 鉢
墜

胴部

外面 ナデ 橙
良
好

2mm以下の灰白色 ・黒褐色

・黒色透明粒を含む

17 類
内面 ナデ 橙

18 9 E l 深 鉢 口緑
外面 ナデ 桂

良
好

1mmの灰白色 ・淡黄色粒、2mm

以下の褐灰色 ・にぷい赤褐色
粒、1mmの黒色板状粒を含む

1 7 類

内面 ナデ 橙

19 0 F 3 深 鉢 口縁
外面 横位ナデ 橙 良

好
2mm以下の褐灰色 ・灰白色

粒を含む ‘
1 7 類

内面 横位ナデ 橙

19 1 D 5 深 鉢 口緑
外面 箆ケズリ にぷい黄橙良

好
1mm以下の黒色 ・赤褐色 ・
白色 ・無色透明粒を含む

1 7 類
内面 箆ケズリ にぷい橙

19 2 E 3 深 鉢 口縁
外面 箆ケズリ、箆状工具による連続刺突文 にぷい黄橙良

好
2mm以下の淡黄 ・赤褐色 ・

黒色 ・無色透明粒を含む
1 7 類

内面 箆ケズリ にぷい橙

19 3 D l O 深 鉢 口緑
外面 箆ケズリ にぷい橙 良

好
2mm以下の黒色 ・無色透明

粒を含む
1 7 類

内面 箆ケズリ にぷい橙

19 4 D l O 深 鉢 口縁
外面 箆ケズリ 橙 良

好
2mm以下の灰色 ・灰色透明
粒を含む

1 7 類
内面 箆ケズリ 橙

19 5 G 8 深 鉢 口緑
外面 ケズリ 橙 良

好
3mmの淡黄色粒、2mm の暗

褐色粒を含む
1 7 類

内面 ケズリ にぷい黄褐・橙

19 6 B lO 深 鉢 口縁
外面 ケズリ 明黄褐 良

好
3mm以下の灰白色粒、2mm

以下の橙色粒を含む
1 7 類

内面 ケズリ 明黄褐

19 7 F 3 深 鉢 口縁
外面 ケズリ 橙 良

好
6mm ～2 mm の赤褐色 ・褐色

粒を含む
1 7 類

内面 ケズ リ 褐灰

19 8 B 9 深 鉢 口緑
外面 ケズ リ 橙 良

好
3 mm 以下の明赤褐色粒、2

mm以下の黒色透明粒を含む
1 7 類

内面 ケズ リ 橙

19 9 G 2 深 鉢
墜

胴 部

外面 ケズリ 浅黄橙 良
好

1mmの淡黄色、灰白色粒、2mmの
明赤褐色・無色透明粒を含む

17 類

波状口縁内面 ケズリ 橙

2 0 0 F 2 深 鉢 口縁
外面 ケズリ 橙

良
好

2mmのにぷい黄褐色 ・灰白
色粒、4mmのにぷい赤褐色

の粒を含む

1 7 類

波状口緑内面 ケズリ 浅黄橙

2 0 1 E 3 深 鉢 口縁
外面 ケズリ にぷい黄橙 良

好
2mm以下の明赤褐色 ・灰白

色粒を含む

1 7 類

波状口緑内面 ケズリ 明黄褐

2 0 2 B 9 深鉢 口緑
外面 ケズリ、口唇部刻目 にぷい黄橙 良

好
微細な乳白色粒を含む

1 7 類

波状口縁内面 ケズリ 灰黄褐

2 0 3 E l 深 鉢 口縁
外面 ケズリ にぷい橙 良

好
1mm以下の乳白色 ・褐色 ・
無色透明粒を含む

1 7 類

波状口縁内面 ケズリ にぷい黄橙

2 0 4 B 9 深 鉢 口縁
外面 横位のナデ？（風化により不明瞭） 灰褐 良

好

1mm以下の乳白色、粒微細

な無色透明粒を含む
1 7 類

波状口縁内面 貝殻条痕 灰褐

2 0 5 D l O 深 鉢 口縁
外面 ケズリ、口唇部刻目 にぷい黄橙 良

好

微細な灰色 ・褐色粒を多く

、3 mm程度の褐色粒を少し
含む

1 7 類

波状口緑内面 ケズリ にぷい黄橙

2 0 6 B 9 浅鉢 日録
外面 横位ミガキ、沈線文 灰白 良

好
1mm以下の灰白粒、2 mm以

下の浅橙色粒を含む
1 8 類

内面 横位ミガキ 灰黄

2 0 7 A l O 浅鉢 口線
外面 横位ミガキ？（風化により不明瞭） 黄橙 良

好 微細な灰白色粒を少し含む 1 8 類
内面 横位ミガキ？（風化により不明瞭）、沈線文 療橙

2 0 8 D l l 浅鉢 口縁
外面 ミガキ、沈線文 灰黄褐 良

好
1mm以下の乳白色、黒色粒

、微細な無色透明粒を含む

1 8 類
内面 横位ミガキ？（風化により不明瞭） 灰黄褐

2 0 9 C 6 浅鉢 口緑
外面 横位ミガキ 暗灰黄 良

好
1mm の灰白 ・黄橙色 ・黒色
透明粒を含む

1 8 類
内面 横位ミガキ？（風化により不明瞭）、沈線文 灰

2 1 0 C 6 浅鉢
野 β

胴 部

外面 横位ミガキ にぷい黄褐良
好

1mm の灰白 ・黄橙色 ・黒色

透明粒を含む
1 8 類

内面 横位ミガキ 黒褐

2 1 1 C 6 浅鉢
璽嬰 β

胴 部

外面 横位ミガキ 浅黄 良
好

微細な灰白色粒を含む 1 8 類
内面 横位ミガキ 暗灰黄

2 1 2 B l O 浅鉢 口線

1 8．6

外面 ミガキ？（風化により不明瞭） 淡黄 良
好

1mm以下の白色 ・淡黄色 ・

黒色 ・灰色透明粒を含む
1 8 類

内面 ミガキ？（風化により不明瞭） 淡黄

2 1 3 D 9 浅鉢
口線 外面 横位→縦位のミガキ、口縁部に鰭状突起 にぷい黄橙良 1mm以下の乳白色粒、微細 1 8 類
～

頚部付近？ 内面 横方向のミガキ にぷい黄橙好 な黒色 ・白色透明粒を含む

2 1 4 C 3 浅鉢
頚 部 外面 横位のミガキ にぷい橙 良 微細な乳白色 ・黒色 ・無色 1 8 類
月面 内面 横位のミガキ にぷい黄橙好 透明粒を含む

2 1 5 D 8 浅鉢 頚 部
外面 横位のミガキ にぷい黄橙良 微細な黒色 ・無色透明粒を

1 8類
内面 横位のナデ にぷい黄橙好 含む
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第26表　縄文時代【二次堆積K－Ah層上】包含層出土土器観察表（4）
法．・白（．．．．）． ．j臨＿・
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2 1 6 B l O ？ 口緑
外面 ミガキ 浅黄 良

好
1mm以下の赤褐色 ・黒色粒

を含む
1 8 類

内面 ミガキ 浅黄

2 17 D 8 浅鉢
墜

底 部 4 6．0

外面 横位の箆ミガキ にぷい黄橙良
好

1mm以下の乳白色・淡黄色 ・

黒色透明・無色透明粒を含む
1 8 類

内面 横位の箆ミガキ 黒褐

2 18 D 9 浅鉢
墜

底部 36．7 5

外面 箆ミガキ、口綾部に鰭状突起 浅黄 良
好

きめ細かい 1 8 類
内面 横位の箆ミガキ？（風化により不明瞭）浅黄

2 19 F 2 浅 鉢
墜

胴部 33．5

外面 横位ミガキ？（風化により不明瞭） にぷい黄橙良
好

微細な黒色 ・白色透明粒を

含む
1 8 類

内面 横位ミガキ？（風化により不明瞭） にぷい黄橙

2 2 0 F 2 深 鉢 口緑
外面 ミガキ？（風化により不明瞭） 橙 良

好
2mm以下の黒色 ・灰白色粒

を含む
19 類

内面 ミガキ 明褐

2 2 1 F 2 深 鉢 口緑
外面 ミガキ 灰黄褐 良

好
2mm以下の乳白色 ・灰色 ・

褐色粒を含む
19 類

内面 ミガキ にぷい黄橙

2 2 2 B 9 深 鉢
墜

胴部

外面 工具によるナデ にぷい黄橙
良
好

1mmの黒色光沢 ・無色透明粒

、4 mm以下の灰色粒、7mm以
下のにぷい橙色粒を含む

19 類
内面 工具によるナデ にぷい黄橙

2 2 3 E 7 深 鉢 口線
外面 工具によるナデ にぷい橙 良

好
1mm以下 の乳 白色粒、3 mm

以下の灰色 ・褐色粒を含む
19 類

内面 工具によるナデ にぷい黄橙

2 2 4 D 7 深 鉢
墜

胴部

外面
工具によるナデ、口緑部幅広突帯に

よる肥厚
にぷい
橙、褐灰 良

好

2mm以下の乳白色粒を含む
19 類

内面 工具によるナデ にぷい
黄橙、褐灰

2 2 5 E 6 深 鉢 口縁
外面

工具によるナデ、ロ綾部幅広突帯に

よる肥厚
淡黄

良
好

3mm 以下の暗褐色 ・明赤褐

色 ・灰色粒を含む 1 9類

内面 工具によるナデ 淡黄

2 2 6 E 8 深鉢 口緑
外面

工具によるナデ、口縁部幅広突帯に

よる肥厚
にぷい橙 良

好

3mm以下の赤褐色 ・にぷい

黄褐色 ・灰色 ・灰白色粒を

多く含む

1 9 類

内面 工具によるナデ にぷい橙

2 2 7 G 7 深鉢 口緑
外面

工具によるナデ、口縁部幅広突帯に

よる肥厚
にぷい黄 良

好

4mm以下の灰色 ・暗褐色 ・

灰白色粒を含む 1 9 類

内面 工具によるナデ オリーブ黒

2 2 8 B l O 深鉢 口縁
外面

工具によるナデ、口緑部幅広突帯に

よる隆起線文状
暗灰黄

良
好

6 mm 以下の乳白色粒、2mm

以下の灰色粒を含む 1 9 類

内面 工具によるナデ 黄褐

2 2 9 B 8 深鉢 口緑
外面

工具によるナデ、口綾部幅広突帯に

よる隆起線文状
灰黄褐 良

好

3mm以下のにぷい橙色 ・乳
白色 ・黒色 ・無色透明粒を

含む

1 9 類

内面 工具によるナデ にぷい黄橙

2 3 0 E 6 深鉢 口縁
外面

工具によるナデ、口緑部幅広突帯に

よる隆起線文状
にぷい黄 良

好

3mm以下の淡黄色 ・灰白色

粒を含む 1 9 類

内面 工具によるナデ にぷい黄

2 3 1 D 3 深鉢 胴 部
外面 工具によるナデ にぷい橙 良

好
1mm以下の灰色粒を含む 1 9 類

内面 工具によるナデ にぷい橙

2 3 2 H 9 深鉢
墜

胴 部 （4 2．2）

外面 工具によるナデ、孔列文 にぷい橙 良
好

1～8mmの乳白色の粒を多

く含む
2 0 類

内面 工具によるナデ 黄灰

2 3 3 C l l 深 鉢
口線

口緑

外面
工具によるナデ、口綾部幅広貼付突帯

による隆起線文状、孔列文
にぷい黄橙良

好

2mm以下の乳白色 ・褐色 ・

黒色粒を多く含む 2 0 類

内面 工具によるナデ 褐灰

2 3 4 H 8 深 鉢
q 轡

胴部

外面
工具によるナデ、口縁部幅広貼付突帯

による隆起線文状、孔列文
にぷい黄橙良

好

4 mm以下の乳白色 ・赤褐色

・灰色粒を多く含む
2 0 類

内面 工具によるナデ にぷい黄橙

2 3 5 H 8 深 鉢
噂 に

底部

外面 工具によるナデ 橙 良
好

4mm以下の乳白色 ・赤褐色

・灰色粒を多く含む
2 0 類

内面 工具によるナデ 橙

2 3 6 C 9 深鉢
墜

胴 部
（36．7）

外面
工具によるナデ、口緑部幅広貼付突帯

による隆起線文状（2条）、孔列文
明黄褐 良

好

3mm以下の褐灰色粒、2 mm

以下の灰黄褐粒を含む 2 0 類

内面 工具によるナデ にぷい黄橙

第27表　縄文時代【二次堆積K－Ah層下】包含層出土土器観察表（4）

．‾．・立・．．軒． 擁 ．・．．．：．．．．‾・ ・車線焼
成° ・〕．帝 ・． ．ヽ ？・・研 一・軍 　 日 畢 華 一一 畢 ．・

・・・．畢
．且径∴‾．・．．・．．．：．・底径章・．．．・・‾・．・．．．こ・瀬 高

2 3 7 E 5 深鉢 口緑
外面

ナデ、口唇外端に押圧刻み？口綾部に
斜位（／ ・＼ ・／）連続刺突文

黄褐 良
好

2 mm以下の淡黄粒、3mm 以

下の明赤褐色粒を含む 2 1類

内面 横位のナデ 黄褐

2 3 8 G 5 深鉢 口緑
外面 横位のナデ にぷい黄橙良

好
1mm以下の無色透明粒 ・明

赤褐色粒を含む
2 1類

内面 横位のナデ 桂

2 3 9 D l O 深鉢 胴 部
外面 縄文 黄灰 良

好
3mm以下の明赤褐色粒・黒色粒

、2mm以下の灰白色粒を含む

2 1 類
内面 丁寧なナデ にぷい黄褐
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第28表　縄文時代【二次堆積K－Ah層上】包含層出土土器観察表（5）
‥．・．！．軽 ．．こ車 軸 奉 料 ・．立 ・LL．！ 傭

賎
・．・∴・・－．ム．・・・：・・　 －‥こ吐舶 ・・∴

・・・‡勝 幸 卑蝉 徴 ．．．∴．・．…・・．・．華 隼 ．十日径．：．‾∴・・・．・・＿∴底鮮・－・∴‾．工瘍蘇．．‥．． 圭草津 三軍 賢 「・ 野 草牟 l・

24 0
F lO 深鉢 日録 外面 貝殻条痕？ （風化により不明瞭） にぷい褐良

好
1nlm以下の赤褐色・黒色・灰色の粒

、無色透明・黒色透明の粒を含む
22類

内面 ナデ？ （風化により不明瞭） にぷい橙

24 1
C l O 深鉢 胴部

外面 丁寧なナデ、横位沈線 浅黄 良
好

1mm以下の橙色 ・黒色透明
粒・淡黄色粒を多く含む

22類
内面 丁寧なナデ 浅黄

24 2 深鉢 胴部
外面 ナデ、棒？状工具による刺突文 明褐 良

好
2mm以下の浅黄色粒、黒色
光沢柱状粒を含む

22類
内面 貝殻条痕 にぷい褐

24 3 D l O 深鉢 胴部 外面 ミガキ？（風化により不明瞭）横位の沈線 浅黄 良
好

3mm以下の褐色 ・淡黄色粒

、黒色光沢柱状粒を含む
22類

内面 ナデ 浅黄

24 4 F 8 深鉢 胴部
外面 風化、ナデ？櫛状工具による帯状連続文？にぷい褐 良

好

1mm以下の灰白色、2mm以下の灰色粒

、3nlm以下の白色粒、2mnl以下の黒色光沢柱状粒、灰白色透明粒を含む
2 2類

内面 風化、ナデ？ 褐

24 5 B ll／12 深鉢 口緑
外面 斜位？の丁寧なナデ、櫛状工具による右下がりの帯状連続刺突こぶい橙 良

好
4mm以下の灰白色粒、2mm以下
の黒色光沢柱状粒を多く含む

2 2類
内面 丁寧なナデ 黄褐

24 6 B 8 深鉢 口縁
17．6

外面 貝殻条痕→ナデ にぷい橙 良
好

1mm以下の白色・赤褐色・淡黄
色・黒色透明・無色透明を含む

22類
内面 貝殻条痕→ナデ にぷい橙
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24 7 G 4 深鉢 底部
底径

8．0推

外面 ナデ にぷい黄橙良
好

1mm以下の無色透明粒、黒
色光沢柱状粒を含む

23類
内面 ナデ にぷい橙

24 8 F 4 深鉢 底部
底径

推11．6

外面 ナデ？ （風化により不明瞭） 橙 良
好

1mmの黒褐色・灰白色・浅黄橙色

・無色透明粒、2mmの灰褐色粒、
1mmの黒色光沢板状粒を含む

2 3類
網代底内面 ナデ？ （風化により不明瞭） にぷい黄橙

24 9 E 2 深鉢 底部
外面 ナデ？ （風化により不明瞭） にぷい橙 良

好
1mm以下の乳白色・淡黄色・赤
褐色・黒色・灰色透明粒を含む

2 3類
木の葉底内面 ナデ？ （風化により不明瞭） にぷい橙

25 0 D 4 深鉢 底部
底径

11．2推
外面 貝殻条痕 にぷい黄橙良

好
1mm以下の赤褐色・白色・灰色透
明・黒色透明・無色透明粒を含む

2 3類

上げ底内面 ナデ にぷい橙

25 1 C l O 深鉢 底部
底径

推13．0
外面 ナデ？ （風化により不明瞭） 橙 良

好
1mの金色・無色透明粒、2mm以下の褐
灰色、5nlnl以下の灰色・黒色粒を含む

23類
内面 ナデ？ （風化により不明瞭） 浅黄橙
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25 2 B 9 深鉢 底部
底径

10．8推
外面 箆状工具？を用いたナデ 橙、黄橙 良

好
2mm以下の明赤褐色粒、1

mm以下の黒色粒

24 類
網代底内面 箆状工具？を用いたナデ 橙

25 3 C l l 深鉢 底部
底径
9．0推

外面 箆状工具？を用いたナデ 橙 良
好

4mm以下の明赤褐色・灰色
透明粒を含む

24 類
網代底内面 箆状工具？を用いたナデ 褐灰

25 4 A l O 深鉢 底部
底径

9．3推
外面 貝殻条痕 浅黄 良

好
5mm以下の乳白色・赤褐色・
にぷい橙色・灰白色粒を含む

24類
内面 ナデ にぷい黄

2 5 5 E 9 深鉢 底部
底径

推 13．0
外面 貝殻条痕 明赤褐 良

好
2mm以下の赤褐色・灰色 ・
無色透明粒を含む

24類
内面 ナデ にぷい赤褐

2 5 6 D l O 深鉢 底部
底径

推10．0
外面 ナデ？ （風化により不明瞭） 明黄褐 良

好
3mm以下の淡黄色粒、2mm
以下の橙色粒を含む

24類
網代底内面 ナデ？ （風化により不明瞭） にぷい黄褐

2 5 7 E 2 深鉢 底部
底径

推12．0
外面 ナデ？ （風化により不明瞭） 桂 良

好
2mm以下の灰白色粒を含む 24類

網代底内面 ナデ？ （風化により不明瞭） 橙

2 5 8 D 7 深鉢 底部 底径
推13．0

外面 ナデ 橙 良
好

2mm以下の明赤褐色・灰白色・灰褐色

・黒褐色粒、5nlm以下の橙色粒を含む

24類
網代底内面 ナデ 橙

2 5 9 B 9 深鉢 底部
底径

5．7推
外面 ナデ？～ミガキ？（風化により不明瞭）にぷい黄橙良

好
4mm以下の乳白色粒 ・橙色
粒・灰色粒を多く含む

24類
上げ底内面 ナデ 灰黄褐

2 6 0 F 8 深鉢 底部
底径
推7．5

外面 ナデ？～ミガキ？（風化により不明瞭）にぷい黄橙良
好

2mm以下の褐色粒を多く含
む

24 類
内面 ナデ にぷい橙

2 6 1 D 5 深鉢 底部
底径
推8．0

外面 貝殻状痕 にぷい橙良
好

2mm以下の乳白色 ・灰色粒
を多く含む 24 類

内面 ナデ にぷい橙
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・．・・．．．∴柿
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2 6 2 土 器 片 錘
－

（3 ．8 ） （0 ．8） （3 8 ．3 ） 無 文 ・胴 部

2 6 3 土 器 片 錘
－

（2 ．9 ） （0 ．7） （2 2 ．5 ） 貝 殻 条 痕 ・胴 部

2 6 4 土 器 片 錘 8 ．3 4 ．3 （0 ．9） 6 0 ．0 貝 殻 条 痕 ・胴 部

2 6 5 土 器 片 錘 － （4 ．2 ） （0 ．7） （2 3．1） 無 文 ・胴 部

2 6 6 土 器 片 錘 － （3 ．6 ） （0 ．7） （3 2 ．9 ） 貝 殻 条 痕 ・胴 部

2 6 7 土 器 片 錘 7 ．6 4 ．9 （0 ．9） 4 2 ．3 貝 殻 条 痕 ・胴 部

2 6 8 土 器 片 錘 5 ．0 2 ．9 （0 ．6） 3 1．3 貝 殻 条 痕 ・胴 部

2 6 9 土 器 片 錘
－

（4 ．1 ） （0 ．9） （3 1．0 ） 貝 顛 条 痕 ・胴 部

2 7 0 土 器 片 錘 － － （0 ．7） （2 3．1） 無 文 ・胴 部

2 7 1 土 器 片 錘 － － （0 ．7） （1 0．8 ） 無 文 ・胴 部

2 7 2 土 器 片 錘 6 ．2 4 ．8 1 ．2 3 4 ．4 無 文 ・胴 部

2 7 3 円 盤 12 ．3 （6 ．9 ） 1 ．8 2 0 3 ．1 底 部

2 7 4 円 盤 1 1．4 （6 ．7 ） 1 ．5 2 0 7 ．8 底 部

2 7 5 円 盤 1 1．7 （7 ．1 ） 1 ．6 2 0 8 ．9 底 部

2 7 6 円 盤 12 ．6 1 2 ．5 1 ．7 3 3 5 ．9 底 部 、 穿 孔

第32表　弥生時代出土遺物観察表
日 ：．！ ・．・：′こヰ圭一・・J7－

．．揮 ：・‾‡口・・・－・．！
・・‾T

－ ；：∴．．．・・欄・・甘再 ．．・・：∴‥：∴ニ・∴．．′・1・冊．．＿．： ・川．町．．．．・・・・．こ：・：
J′

構 こ．・…．．・．・粧 ・．．・・．・．・　 鼎 ∴乳 こ‥｛

4 4 5 F 9 賓
墜

底部 （29．7） 8．0 （34．5）

外面 へラミガキ、パケ目、突帯3条 橙 良
好

5mm以下の浅黄橙色・褐灰色・黒
色光沢粒、1mmの金色粒を含む

柱状脚

台付嚢内面 風化著しく不明 明赤褐

4 4 6 B l l 士宝E 頭 部
外面 ナデ、突帯2条 にぷい褐 良

好
2mmの浅黄橙粒、1mmの黒色光
沢柱状粒、無色透明粒を含む内面 ナデ 明赤褐

4 4 7 C l l 賓 口線
（18．0）

外面 パケ目 橙 良
好

4mm以下の褐灰色、赤褐色

、灰白色粒を多く含む
内面 パケ目 橙

4 4 8
C l l

C 1 2
聾 口縁

（18．0）

外面 パケ目 橙 良
好

4mm以下の褐灰色、赤褐色

、灰白色粒を多く含む
内面 パケ目 橙

4 4 9 E 6 －＝ヒ宝互 口線
外面 ナデ、櫛描波状文 にぷい褐 良

好
3mm以下の褐色 ・灰色粒を

多く含み粗い

複合

口縁壷内面 ナデ にぷい赤褐

4 5 0
C 9

D 9
士宝E 口緑

（1 1．4）

外面 縦位へラミガキ にぷい黄橙良
好

2mm以下の淡黄色、にぷい
橙色、灰白色粒を含む内面 工具によるナデ にぷい黄橙

4 5 1 E 6 士宝E 底部
4．6

外面 縦位パケ目 にぷい黄橙良
好

2～5 mmの灰色、褐色粒を

多く含む内面 風化著しく不明 にぷい黄橙

4 5 2 D l O －＝土ご宝亘 底部
3．4

外面 ナデ にぷい黄橙良
好

2mm以下の灰白色粒を含む

内面 縦位パケ目 にぷい黄橙

4 5 3 G 7 賓 底部
（8．0）

外面 ナデ にぷい橙 良
好

3mm以下の灰色、乳白色、

赤褐色粒を含む内面 ナデ にぷい褐

第33表　古墳時代出土土器観察表
J ．：王」 潔，II量 iII，IIIII，IIIII車ir・を

専一．
・．：‾－こ．．－．広三．・・・ ．諭韮∠・・∴ 頼

・．㌧ I，、 ． ：＿．：′．；・‥・・・沖押
・．r‾こ．．・・

欒

4 5 7 H 9 士宝E

野 β

胴部

外面 横位のへラミガキ 橙 良
好

4 mm以下の灰色 ・赤褐色 ・

灰白色粒を含む内面 ナデ？（風化により不明瞭） 浅黄

4 5 8 H 9 一＝ヒ宝E

空輿 β

胴部

外面 横位のへラミガキ 橙 良
好

4mm以下の灰色 ・赤褐色 ・

灰白色粒を含む内面 風化著しく不明 浅黄

4 5 9
D 8

D 8
鷺 底部

外面 パケ目？（風化により不明瞭） にぷい橙 良
好

3mm以下の灰色 ・褐色粒を
多く含む内面 風化著しく不明 にぷい橙

4 6 0 D 8 士宝E 肩部
外面 パケ目？（風化により不明瞭） にぷい橙 良

好
2～3 mm以下の灰白色 ・褐

色粒を多く含む内面 風化著しく不明 暗灰黄

4 6 1 E 7 甑 底部
外面 ナデ 橙 良

好
3mm以下の暗赤褐色、灰色

粒を多く含む内面 ナデ 黄橙
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第34表　 古代遺構出土土器観察表
・．ヽ ・．J ＿J．・

歴

4 62
SI3 9
B 12

須恵器
賓 胴部

外面 格子目タタキ後カキ目 灰白 良
好

1mm以下の灰白と灰の粒を
含む

261と同一
個体か？内面 同心円当て具痕 灰白

4 63
SI39
B 12

須恵器
‾‾i壬rJLヽ同　ロ
ゴ不士宛

坪身

底部 （8．8）
外面 回転へラ削り 灰黄、灰白良

好
きめ細かい

内面 回転ナデ 灰白

4 64 SC 3 胴部
外面 ナデ にぷい橙良

好
1mm以下の灰白色、褐色粒
を含む内面 布目圧痕 にぷい赤褐

4 65 SC 3
須恵器
高台
ま不士宛

坪蓋

完形 15．°5
外面 回転へラ削り 灰 良

好
きめ細かい 転用硯

内面 回転ナデ 灰

4 66 S C4
須恵器
高台
ま不碗

杯蓋
（13．8）

外面 回転へラ削り 灰黄 堅
緻

精良 蔵骨器；蓋
内面 回転ナデ 灰黄

4 67 S C4
須恵器
短頚壷

完形
11．3 13．5 21．3

外面 回転へラ削り 灰 堅
緻

精良 蔵骨器；身
外面一部に
自然粕内面 回転ナデ 灰

第35表　古代包含層出土土器観察表
・：．．ト

4 6 8 D lO

妄 転義

坪
体 部

外面 回転へラ削り後ナデ 橙 良
好

1mm以下の灰白色・灰粒を多く含む、

3mm程度の褐色粒を所 に々含む内面 回転ナデ 橙

4 6 9 D l l 胴 部
外面 ナデ 橙 良

好

1mm以下の灰色粒を含む

内面 布目圧痕 にぷい橙

4 7 0 E lO
土 師器

坪
底部

（1 0．0）

外面 回転へラ削 り後ナデ にぷい黄橙良
好

2mm以下の暗赤褐色、灰色

粒を含む内面 ナデ 黒褐

4 7 1 C 6
土師器
高 台
ゴ不二痢

底部
（1 3．0）

外面 回転ナデ、底部回転へラ削り 橙 良
好

1mm以下の灰白の粒を含む 回転台

土 師器内面 回転ナデ にぷい橙

4 7 2 G 7
ラ頁恵 器
高 台
付碗

坪蓋

撮

外面 回転ナデ 灰 良
好

きめ細かい

内面 回転ナデ 暗灰黄

4 7 3 G 7
須恵 器
高 台
付二碗

坪蓋

口縁

外面 回転へラ削り 灰 良
好

きめ細かい 転用硯、外
面一部に自
然粕内面 回転ナデ 灰

4 7 4 E 5
須恵 器
‾古，上ヽ同　日
付士宛

坪蓋

口緑

外面 回転へラ削り 灰白 良
好

1mm以下の淡黄色、黒色粒

を含む内面 回転ナデ 灰

4 7 5 E 7
≠頁恵 器
‾古一Lヽ同　日
付土宛

坪蓋

口縁

外面 回転へラ削り 灰 良
好

1mm以下の黒色、淡黄色粒

を含む内面 回転ナデ 灰

4 7 6 G 7
須 恵器
高 台
付 士宛

杯蓋

天井～口縁 （1 0．2）

外面 回転へラ削り 灰 良
好

きめ細かい 内面に
黒色付
着物内面 回転ナデ 灰

4 7 7 C 7
須 恵器
‾古，」Lヽ同　日
付 土宛

坪蓋

口縁 （13．8）

外面 回転へラ削り？（風化により不明瞭） 灰白 良
好

1mm以下の灰色の砂粒を含

む内面 回転ナデ？（風化により不明瞭） 灰白

4 7 8 G 7
須 恵器
高 台
付 土宛

杯 蓋

口線 （12．8）

外面 回転へラ削り 灰白 良
好

1mm以下の灰色、白色粒を

含む

外面一部に

自然粕？内面 回転ナデ 灰

4 7 9 G 7
須 恵器
音 JLゝ、同　口
付 碗

坪 蓋

天井～口縁 （1 2．7）

外面 回転へラ削り 灰白 精
微

1mmの黒色、灰白色粒を含

む
転用 硯

内面 回転ナデ 灰黄

4 8 0 C 7
壬頁恵器
音JLヽl司　口
付碗

坪 身

口縁

外面 回転へラ削り 灰白 良
好

1mm以下の淡黄色、黒色粒

を含む内面 回転ナデ 灰白

4 8 1 D 8
須 恵器

長 頚壷
頚 部

外面 回転ナデ 灰 良
好

1mm以下の白色、淡黄色、

灰色粒を含む内面 回転ナデ 灰黄

4 8 2 C 7
須 恵器

長 頸壷
胴 部

外面 回転ナデ 黒褐、黄灰 良
好

きめ細かい 外面一部に

自然粕？内面 回転ナデ 明赤褐

4 8 3 B 1 2
須 恵器

賓
胴 部

外面 格子目タタキ後カキ目 灰白 良
好

きめ細かい

内面 同心円当て具痕 灰黄

4 8 4
須 恵器

鷺
胴 部

外面 平行タタキ 黄灰 良
好

きめ細かい

内面 平行当て具痕 暗灰黄

4 8 5 B 1 2
須恵器
‾古，」h同　日
付土宛

坪 身

底部 （7．6）

外面 回転へラ削り 灰白、財lトブ良
好

きめ細かい

内面 回転ナデ 灰オリーブ

4 8 6 E lO
須恵器
高台
付士宛

坪身

底部

外面 回転へラ削り 灰黄 良
好

きめ細かい

内面 回転ナデ 灰白
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第36表　旧石器時代I期石器計測表
・－．rr′ ‥1．：・．：：・権当‾‾：l：．！土．‥ ．：．i．．‥・揚石樟一・ヱ1‥：：・．．・． ノ．－：．・．：∴．一七当ヱ・．・．．：．．嫌1．．・．・・斗日：‥・．・・．－・‾＿J＿；．・：・：・r÷

．‾－．・

1 ナイ フ形石 器 流 紋 岩 4 ．2 1．7 0 ．8 5．9

2 C l O ナイ フ形石 器 流 紋 岩 6．0 2 ．3 1．1 1 3．3

3 D l O ナイ フ形石 器 流 紋岩 5．9 2 ．2 0 ．9 1 2．2

4 D l O ナイ フ形石 器 流 紋岩 3．5 1．9 1．1 7．6

5 B l l ナイ フ形石 器 流 紋 岩 5．9 2 ．3 1．0 1 2．5

6 B l O ナイ フ形石 器 流 紋岩 4 ．2 1．9 0 ．9 6．6

7 C l O ナイ フ形石 器 流 紋 岩 5．6 1．6 1．0 7．4

8 C l O ナイ フ形 石 器 流 紋 岩 5．2 1．5 0 ．9 7．8

9 A l l ナイ フ形 石 器 流 紋 岩 5．4 2 ．5 0 ．8 8．6

1 0 C l O ナイ フ形 石 器 流 紋 岩 5．6 1．9 1．4 1 5．7

1 1 ナイ フ形 石 器 流 紋 岩 3．4 1．2 0．8 3．2

1 2 E 3 ナイ フ形 石 器 流 紋岩 4 ．2 1．4 0．5 3．5

1 3 角 錐 状石 器 流 紋岩 4 ．8 1．8 0．8 7．6

1 4 A l O 削器 流 紋岩 4 ．5 4 ．1 1．6 2 7．2

1 5 C 9 二 次 加工 剥 片 流 紋岩 4 ．6 2 ．5 0．7 5．6

1 6 D l O 二 次 加工 剥 片 流 紋岩 4 ．0 2 ．6 0．8 6．9

1 7 C l O 微細剥離のある剥片 流 紋岩 3 ．7 1．7 1．0 4 ．7

1 8 E l O 微細剥離のある剥片 流 紋岩 6 ．7 2 ．2 0．7 9．1

1 9 D l O 剥片 流 紋岩 6 ．7 3 ．3 1．6 2 0．8

2 0 D l O 剥片 流 紋岩 5．4 1．8 0．9 8．5

2 1 C l O 剥片 流 紋岩 7．0 3 ．8 1．0 2 4 ．0

2 2 E 9 剥片 流 紋岩 7．5 3 ．3 1．4 4 0．4

2 3 E l O 剥片 流 紋岩 5．0 4 ．3 1．5 3 1．4

2 4 A l O 剥片 流 紋岩 4 ．4 3 ．8 1．2 1 8．3

2 5 E l O 石核 流 紋岩 7．9 5 ．9 2．5 1 1 5．7

2 6 C l O 石核 流 紋岩 5 ．9 5 ．9 2．3 4 7．8

2 7 D l O 磨石 尾鈴山酸性岩類 6 ．7 5 ．4 4 ．2 2 1 4 ．2

2 8 D l O 磨石 砂岩 8 ．9 6．5 5．8 4 9 5．5

2 9 D l O 敲石 砂岩 （11．8） 5．7 4 ．5 5 0 1．3

3 0 D l O 敲石 砂岩 16 ．5 5．4 3．5 4 7 9．8

第37表　旧石器時代Ⅱ期石器計測表（1）

：：：．＿・．・燵 鋸 J‥ ：：：．‥．・．．‾揺 瑚 ∴；：：．：．．．・ 斗印 粧 ・：．粟 井

3 1 石 核 黒 曜 石 接 合 資 料 1

3 2 C l O 剥 片 黒 曜 石 接 合 資 料 1

3 3 D l O 剥 片 黒 曜 石 接 合 資 料 1

3 4 D l O 剥 片 黒 曜 石 接 合 資 料 2

3 5 B l l 剥 片 黒 曜 石 接 合 資 料 2

3 6 B l O 剥 片 黒 曜 石 接 合 資 料 2

3 7 G 9 掻 器 緑 色 石 1 0 ．1 5．0 1．9 8 7 ．8

3 8 二 次 加 工 剥 片 流 紋 石 6 ．6 2．7 0．9 1 6 ．4

3 9 C l O 細 石 刃 黒 曜 石 2 ．0 0．8 0．2 0 ．3

4 0 C 9 細 石 刃 黒 曜 石 1．3 0．5 0．2 0 ．1

4 1 H 8 細 石 刃 黒 曜 石 1．3 0．5 0．2 0 ．1

4 2 B l O 細 石 刃 黒 曜 石 1．1 0．5 0．2 0 ．1

4 3 B 9 細 石 刃 黒 曜 石 1．2 0．6 0 ．2 0 ．1

4 4 G 4 細 石 刃 黒 曜 石 1．6 5．5 0 ．2 0 ．3

4 5 C 8 細 石 刃 黒 曜 石 1．8 0．6 0 ．2 0 ．2

4 6 B l O 細 石 核 黒 曜 石 1．8 0．6 0 ．2 0．2

4 7 B 9 細 石 核 黒 曜 石 1．8 1．2 1．6 6．0

4 8 D 2 細 石 核 黒 曜 石 2．2 1．4 1．1 4．6
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第38表　 旧石器時代Ⅱ期石器計測表 （2 ）

：．．J．．．日日．． ノ

：＿十：揺杜若 誹叩粧

4 9 C 9 細石 核 黒 曜石 1．7 1．6 1．3 3．7

5 0 C 9 細石 核 黒 曜 石 2 ．4 1．8 1．6 5 ．9

5 1 C l O 細石 核 黒 曜 石 1．9 1．4 1．3 3 ．8

5 2 B 9 細石 核 黒 曜 石 3．3 1．7 1．2 7 ．6

5 3 C 9 細石 核 黒 曜 石 2．0 1．0 0．9 1．9

5 4 C 9 細 石核 黒曜 石 2．4 1．9 1．5 5．6

5 5 B l l 細 石核 黒曜 石 2．1 1．4 1．1 4 ．4

5 6 E l O 細 石核 黒 曜石 1．5 1．6 1．3 3．9

5 7 C l O 細 石核 黒 曜石 2．0 1．1 1．1 3．1

5 8 B l O 細 石 核 黒 曜石 2 ．3 2．1 1．5 7．8

5 9 B l l 細 石 核 黒 曜石 2 ．2 1．6
1．2　 1 4．8

6 0 B l l 細石 核 黒 曜石 2 ．4 1．5
1．2　 1 5 ・3

第 3 9 表　 縄 文 時 代 （K － A h 層 下 ） 石 器 計 測 表 （1 ）

．一一．・・・：．：‥．・．C肝．ニ：‥・．・三‾ ：l・：；ノ．．・・F．讃叫声・－．：

27 7
素面 黒曜 石 3 ．5 1．2 1．0 2 ．6 接 合 資料 3

27 8 剥 片 黒 曜石 2 ．9 1．0 0．4 0 ．8 接合 資料 3

2 7 9 石 鉱 チ ャー ト 3 ．0 1．6 0．2 0 ．8

2 8 0 石鉱 チ ャー ト 3 ．2 （1．6） 0．3 0 ．9

2 8 1 石鉱 チ ャー ト （2 ．4 ） 1．5 0．3 1．0

2 8 2 石鉄 チ ャー ト （2．4 ） 2．1 0．3 1．6

2 8 3 石鉄 チ ャー ト （2．6） （1．9） 0．3 1．4

2 8 4 石 嫉 チ ャー ト （2．2） 2．1 0．4 1．6

2 8 5 石 鉱 頁 岩 （2．3） 1．7 0．4 1．2

2 8 6 石 金族 チ ャー ト （2．0） 1．7 0．3 0．9

2 8 7 石 金族 チ ャー ト 2．3 1．9 0 ．3 0．9

2 8 8 石 鉄 チ ャー ト 1．5 1．1 0 ．3 0．3

2 8 9 石 嫉 チ ャー ト 1．4 （1．2 ） 0．2 0 ．4

2 9 0 石 鉄 チ ャー ト 2 ．6 1．9 0．3 0 ．9

2 9 1 石鉄 チ ャー ト 1．9 1．7 0．5 1．1

2 9 2 石鉄 チ ャー ト 2．2 2．3 0．4 1．8

2 9 3 石鉱 黒 曜石 2．3 （1．4 ） 0．4 0．8

2 9 4 石 鉄 黒 曜 石 3．4 1．8 0．4 1．4

2 9 5 石 鉄 黒 曜 石 2．5 （1．6） 0 ．4 0．8

2 9 6 石 鉄 黒曜 石 1．2 1．3 0 ．4 0．5

2 9 7 石 金族 黒曜 石 1．6 1．4 0 ．3 0．3

2 9 8 石 鉱 黒曜 石 1．5 1．3 0 ．3 0．4

2 9 9 石 鉄 黒 曜石 3 ．1 （1．8 ） 0 ．4 1．5

3 0 0 石鉱 黒 曜石 1．1 1．1 0．2 0 ．2

3 0 1

3 0 2

3 0 3

3 0 4

3 0 5

3 0 6

3 0 7

3 0 8

3 0 9

3 1 0

石鉱 黒 曜石 1．4 1．0 0．3 0 ．2

石鉱 頁 岩 1．8 1．5 0．3 0 ．6

石鉱 頁 岩 1．7 1．6 0．5 0 ．9

石 鉄 頁 岩 3．2 1．8 0．4 1．3

石 鉱 頁 岩 1．9 1．2 0．3 0．5

尖 頭器 チ ャー ト 2．2 （1．9） 0 ．5 1．3

尖 頭器 頁岩 3．6 1．5 0 ．4 2．2

尖 頭 器 チ ャー ト 3 ．8 1．3 0 ．3 1．8

尖 頭 器 頁 岩 3 ．0 1．7 0．4 1．9

異形 石器 黒 曜石 3．0 2 ．4 0．8 6 ．5

3 1 1 異 形石 器 チ ャー ト 3．1 2．2 0．7 6．3
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3 1 2 削 器 頁 岩 1 1 ．8 4 ．1 0 ．8 5 2 ．3

3 1 3 掻 器 頁 岩 6 ．4 7 ．6 1 ．5 7 2 ．7

3 1 4 掻 器 ホ ル ン フ ェ ル ス 1 0 ．1 7 ．5 3 ．2 2 5 6 ．8

3 1 5 掻 器 頁 岩 8 ．8 5 ．5 1 ．5 8 2 ．9

3 1 6 微細剥離のある削片 頁 岩 7 ．8 2 ．2 0 ．9 1 2 ．2

掻 器 剥 片 6 ．5 5 ．9 1 ．6 5 1 ．1

3 1 7 礫 器 砂 岩 9 ．1 1 3 ．2 2 ．8 4 2 5 ．5

3 1 8 打 製 石 斧 緑 色 岩 1 0 ．2 4 ．8 1 ．6 9 7 ．1

3 1 9 打 製 石 斧 ホ ル ン フ ェル ス 1 4 ．3 5 ．8 3 ．9 3 9 1 ．7

3 2 ，0 打 製 石 斧 ホ ル ン フ ェ ル ス 1 0 ．5 5 ．2 2 ．6 1 9 7 ．8

3 2 1 打 製 石 斧 ホル ン フ ェ ル ス （5 ．7 ） 3 ．8 1 ．7 4 4 ．5

3 2 2 打 製 石 斧 ホ ル ン フ ェ ル ス 1 5 ．1 6 ．0 3 ．7 4 4 0 ．8

打 製 石 斧 砂 岩 （5 ．4 ） 5 ．1 2 ．2 8 7 ．5

3 2 3 打 製 石 斧 ホ ル ン フ ェ ル ス 2 1 ．8 6 ．4 3 ．2 7 1 4 ．3

3 2 4 打 製 石 斧 ホ ル ン フ ェ ル ス 1 4 ．4 5 ．8 2 ．3 1 9 7 ．9

3 2 5 打 製 石 斧 ホ ル ン フ エル ス 1 2 ．9 6 ．2 3 ．1 2 5 8 ．7

3 2 6 打 製 石 斧 ホ ル ン フ ェル ス 1 3 ．3 5 ．4 2 ．0 1 6 0 ．1

3 2 7 打 製 石 斧 ホ ル ン フ ェル ス 1 2 ．2 5 ．7 1 ．5 1 3 5 ．3

3 2 8 打 製 石 斧 ホ ル ン フ ェル ス 1 7 ．3 6 ．2 3 ．0 4 5 4 ．8

3 2 9 磨 石 石 斧 ホ ル ン フ ェル ス 1 5 ．7 1 5 ．0 5 ．2 3 0 7 ．0

3 3 0 磨 石 砂 岩 6 ．9 5 ．4 3 ．4 1 6 6 ．2

3 3 1 磨 石 尾 鈴 山 酸 性 岩 類 4 ．3 3 ．9 3 ．1 6 7 ．4

3 3 2 磨 石 尾 鈴 山 酸 性 岩 類 9 ．0 8 ．0 4 ．3 4 4 1 ．1

3 3 3 磨 石 尾 鈴 山酸 性 岩 類 1 2 ．4 7 ．3 5 ．2 7 4 5 ．7

3 3 4 磨 石 尾 鈴 山酸 性 岩 類 1 2 ．8 9 ．2 4 ．4 8 4 3 ．4

3 3 5 磨 石 尾 鈴 山酸 性 岩 類 1 1 ．7 8 ．4 4 ．7 7 4 6 ．3

3 3 6 磨 石 砂 岩 8 ．7 7 ．2 3 ．4 3 2 4 ．8

3 3 7 磨 石 砂 岩 9 ．0 7 ．2 5 ．2 4 7 9 ．3

3 3 8 敲 石 ホ ル ン フ ェル ス 5 ．7 2 ．8 1 ．9 4 1 ．2

3 3 9 台 石 砂 岩 1 7 ．2 1 6 ．2 4 ．2 1 6 1 0 ．0

3 4 0 凹 石 砂 岩 1 1 ．9 8 ．3 3 ．9 5 5 5 ．8

3 4 1 凹 石 砂 岩 1 1 ．2 6 ．1 3 ．5 3 5 9 ．5

3 4 2 凹 石 砂 岩 1 0 ．4 7 ．2 2 ．6 2 6 4 ．9

3 4 3 凹 石 砂 岩 9 ．0 7 ．7 3 ．2 2 6 0 ．0

3 4 4 凹 石 砂 岩 9 ．6 8 ．3 3 ．1 3 6 2 ．5

3 4 5 石 錘 砂 岩 6 ．1 7 ．2 2 ．1 1 3 6 ．0

3 4 6 石 錘 砂 岩 4 ．9 5 ．8 1 ．4 5 9 ．8
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3 4 7 石 鉄 黒 曜 石 2 ．4 1 ．4 0 ．3 0 ．．8
・ト．－r

3 4 8 石 嫉 黒 曜 石 （1 ．9 ） 1 ．7 0 ．3 0 ．6

3 4 9 石 鉄 黒 曜 石 1 ．9 1．6 0 ．4 0 ．9

3 5 0 石 鉱 黒 曜 石 （2 ．3 ） （1 ．8 ） 0 ．4 1 ．1

3 5 1 C 8 石 嫉 黒 曜 石 2 ．6 1 ．8 0 ．3 1 ．1

3 5 2 撹 石 鉄 チ ャ ー ト 2 ．6 1 ．8 0 ．3 1 ．1

3 5 3 石 嫉 チ ャ ー ト 2 ．3 1 ．6 0 ．3 0 ．8

3 5 4 石 鉱 チ ャ ー ト 2 ．4 1 ．7 0 ．2 0 ．6

3 5 5 石 鉄 チ ャ ー ト 2 ．6 2 ．1 0 ．4 1 ．9

3 5 6 石 鉄 チ ャ ー ト 1 ．8 1 ．7 0 ．3 0 ．7
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第 4 2 表　 縄 文 時 代 （K － A h 層 下 ）石 器 計 測 表 （2 ）
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35 7
云鉄 チ ャー ト 1 ．9 （1．2） 0 ．3 0 ．5

3 5 8 石鉱 チ ャー ト （1．4 ） （1．6 ） 0．3 0 ．5

3 5 9 E l O 石鉱 チ ャー ト 2 ．0 1．6 0．3 0 ．8

3 6 0 石 鉄 チ ャー ト 2 ．1 1．4 0．3 0 ．6

3 6 1 石 鉄 チ ャー ト （2 ．0） 1．3 0．3 0．7

3 6 2 石 嫉 チ ャー ト （2．6） 2．1 0．5 2．1

3 6 3 石 鉄 微 密 3．1 1．8 0．3 1．4

3 6 4 局 部 磨製 石嫉 チ ャー ト 2．5 1．6 0．2 0．7

3 6 5 石 匙 黒 曜 石 6．5 1．7 0．8 7．6

3 6 6 B l O 石 匙 黒 曜 石 2．3 （3．1） 0 ．7 2．8

3 6 7 石 匙 チ ャー ト 2．1 （3．0） 0 ．5 2．6

3 6 8

3 6 9 l

A l O 石匙 微密 4 ．3 2 ．6 0 ．6 6．9

掻器　　　　 貢岩 1 0．8 1 0．1 1．8 2 7 4．0

3 7 0 掻器 尾鈴山酸性岩類 （15．5） （1 2．6） （4 ．1） 9 3 5 ．6

3 7 1 掻 器 ホルンフエルス 11．8 9．0 3．2 4 1 2 ．0

3 7 2

3 7 3

3 7 4

3 7 5

3 7 6

3 7 7

3 7 8

3 7 9

3 8 0

3 8 1

3 8 2

3 8 3

3 8 4

3 8 5

3 8 6

3 8 7

3 8 8

3 8 9

3 9 0

3 9 1

3 9 2

3 9 3

3 9 4

3 9 5

3 9 6

3 9 7

3 9 8

3 9 9

4 0 0

掻 器 ホルンフェルス 6．7 5．1 1．6 6 1．8

打 製 石斧 ホルンフエルス 1 1．8 4 ．1 1．3 9 5．2

打 製 石斧 ホルンフエルス 14 ．5 8．7 3 ．1 5 0 6．4

打製 石斧 ホルンフエルス 15 ．3 5．4 3 ．0 3 1 5．8

G 6 打製 石斧 ホルンフエルス 12 ．4 4 ．7 1．7 1 1 7．3

D 2 打製 石 斧 ホルンフエルス （1 2．1） 6 ．4 3 ．5 4 1 3．2

H 4 打製 石 斧 ホルンフェルス 8 ．3 4 ．8 1．8 1 0 6．7

D 6 打 製石 斧 ホルンフエルス （9 ．5） 6 ．1 3．6 2 1 3．2

D 6 打 製石 斧 ホルンフエルス （9 ．5） 6 ．1 3．6 2 1 3．2

F 4 打 製石 斧 ホルンフエルス （11．0） 4 ．7 2．0 9 1．3

打 製石 斧 ホルンフエルス 7．7 4 ．7 2．0 9 0．0

打 製石 斧 ホルンフエルス 9．1 6．1 3．7 2 1 2．7

D l O 磨 製石 斧 砂 岩 ？ （8．2） 5．5 2．7 1 9 8 ．1

E 8 磨 製 石斧 砂 岩 ？ 15 ．3 5．1 2 ．3 2 4 3．4

磨 製 石斧 砂 岩 ？ （9．4） 7．4 3 ．8 3 7 5．7

磨製 石 斧 2種 （1 2．7） 5．8 3 ．1 4 0 1．3

磨 製石 斧 砂岩 ？ （1 0．7） 5 ．8 3．9 2 9 5．1

D 6 磨 製石 斧 緑色 （1 0．4 ） 4 ．6 2．5 1 7 0．1

磨 製石 斧 緑色 （10．5） 6．9 3．7 3 2 1．4

磨 製石 斧 ホルンフエルス 10．9 5．1 2．7 2 3 8 ．8

磨 製石 斧 ホルンフエルス 11．0 4 ．0 2．5 1 8 6 ．3

D 4 磨 製 石斧 ホルンフエルス 17．5 6．3 3．4 5 0 1．0

B 9 磨 製 石斧 ホルンフェルス （9．1） 4．5 2．8 1 7 2 ．6

磨 製 石斧 ホルンフエルス （8．7） 6．5 3．1 2 8 5．0

磨製 石斧 ホルンフエルス （9．5） 6．3 3 ．2 3 1 1．6

磨製 石 斧 ホルンフエルス （6 ．9 ） 4 ．3 3 ．6 1 3 0．0

G 8 磨製 石 斧 ホルンフエルス （9 ．1） 5 ．7 3．7 2 7 9．0

磨 製石 斧 ホルンフエルス （1 0．2） 5 ．2 3．3 2 5 2．4

磨 製石 斧 ホルンフエルス （5．0 ） 3 ．9 1．3 3 7．8

4 0 1

4 0 2

F 3 磨 製石 斧 ホルンフエルス （13．7） 5．8 5．1 5 8 1．7

D 3 磨 製石 斧 ホルンフエルス （12．4） 6．2 2．4 2 9 6 ．4

4 0 3

4 0 4

D 9 磨 製 石斧 ホルンフェルス （8．6） 5．5 3．2 2 1 2 ．7

磨 製 石斧 ホルンフエルス （1 1．7 ） 6．1 3．0 2 8 9 ．3

4 0 5

4 0 6

4 0 7

4 0 8

G 9 磨石 尾鈴山酸性岩類 7．5 7．4 3 ．8
3 3 2 ．8 1

磨石 尾鈴山酸性岩類 8．6 6 ．7 3 ．9 3 4 0．5

H 6 磨石 尾鈴山酸性岩類 6 ．0 5 ．4 2 ．8 1 4 1．1

F 4 磨石　　　　 尾鈴山酸性岩類 1 0．6 8 ．7 4 ．7 6 6 0．7



第43表　縄文時代（K－Ah層上）石器計測表（3）
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4 0 9 磨 石 尾鈴 山酸性岩類 1 1．1 8．1 5 ．3 7 0 6．1

4 1 0 磨 石 尾鈴 山酸性 岩類 1 1．6 8．5 5．8 9 2 6 ．0

4 1 1 磨 石 砂 岩 9．7 8．1 3．8 4 3 6 ．6

4 1 2 F 4 磨 石 砂 岩 1 0．4 9．1 4．2 5 7 7 ．6

4 1 3 磨 石 砂 岩 8．9 7．7 4．5 4 1 7 ．7

4 1 4 磨 石 砂 岩 1 2．7 9．1 4．6 7 6 2 ．9

4 1 5 磨 石 砂 岩 8．0 5．6 2．8 1 8 9 ．3

4 1 6 A l O 敲 石 頁 岩 7．7 5．2 2．6 1 5 2．2

4 1 7 A l O 敲 石 砂 岩 （5．0） 4 ．4 2．6 8 1．3

4 1 8 G 2 敲 石 砂 岩 1 3．5 5 ．7 4 ．9 4 4 7．1

4 1 9 敲 石 砂 岩 1 8．4 5 ．1 4 ．6 7 2 3．8

4 2 0 F 4 敲 石 砂 岩 （6 ．4 ） 4．8 2 ．5 1 1 3．2

4 2 1 F 2 敲 石 砂 岩 1 2 ．7 7．4 3 ．8 4 2 4 ．5

4 2 2 敲 石 砂 岩 8．2 6．2 2 ．9 1 9 0．6

4 2 3 G 9 凹 石 砂 岩 9．7 8．0 2．9 2 8 9．6

4 2 4 砥 石 砂 岩 1 0．5 3．6 2．1 1 1 9 ．9

4 2 5 G 9 砥 石 砂 岩 1 1．4 6．2 3．2 2 5 6 ．2

4 2 6 石 錘 微 密 5．4 2．7 0．9 1 9．5

4 2 7 石 錘 微 密 7．2 4 ．9 2．2 1 0 3 ．6

4 2 8 石 錘 砂 岩 8．3 4 ．0 1．8 8 8．9

4 2 9 E 8 石 錘 砂 岩 6．9 5．8 1．8 1 0 6．0

4 3 0 H 6 石 錘 砂 岩 1 0．5 7．7 1．8 2 2 4．7

4 3 1 石 錘 砂 岩 1 0．5 8 ．0 2．9 3 9 1．0

4 3 2 石 錘 砂 岩 5 ．5 4 ．4 1．5 5 7．9

4 3 3 F 7 石 錘 ホルン フェルス 6 ．7 5．8 1．5 9 1．0

4 3 4 B 9 石 錘 砂 岩 7 ．8 6．6 2 ．4 1 9 0．1

4 3 5 F 5 石 錘 砂 岩 （6．7 ） 6．5 1．7 1 0 7．3

4 3 6 F 3 石 錘 ホル ンフ ェルス 6．8 5．7 1．6 8 9 ．5

4 3 7 石 錘 ホル ンフ ェルス 8．7 3．6 1．4 5 1．5

4 3 8 F 3 石 錘 ホル ンフェルス 1 0．2 3．9 2．1 1 2 7．9

4 3 9 E l O 石 錘 ホル ンフェルス 8．0 4 ．8 1．9 1 0 8 ．5

4 4 0 F 3 石 錘 ホル ンフェルス 7．2 5．8 1．6 1 0 1．5

4 4 1 F 3 石 錘 ホル ンフェルス 7．5 4 ．4 1．8 8 3．0

4 4 2 石 錘 ホル ンフェル ス 8．7 4 ．3 1．4 7 8．4

4 4 3 F 3 石 錘 ホル ンフェル ス 8 ．4 3 ．7 1．7 8 2．2

4 4 4 F 2 石 錘 ホル ンフェル ス 5 ．7 5 ．5 2 ．1 9 0．0

第44表　弥生時代石器計測表

巨ヨ 満 未峠
品‾・干・・・．．・．擁｝・・．． ．‾－．．－．・．（魂†－．－‥‥．・＿－． ．．総鉦 畢華・‥・・・

4 5 4 E 7 磨 製 石鉄 緑 色 凝灰 岩 4．8 2．6 0 ．3 5．5

4 5 5 G 9 磨 製 石鉄 緑 色 凝灰 岩 （2．5） 1．7 0 ．2 0．9

4 5 6 D l l 石 錘 砂 岩 6．0 3．5 2．8 6 9．3
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旧石器時代I期　SIl

旧石器時代I期　SI3

旧石器時代Ⅱ期　SI5

旧石器時代I期　SI2

旧石器時代I期　SI4

旧石器時代Ⅱ期　SI6

一161－



SI32下配石

SI34下配石

SI19・20・SCl

ー162－
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縄文土器出土状況1

打製石斧出土状況

縄文土器出土状況2

塚（掘削前）

－164－



図版5

受 14

嘗

15

：こ：・

20

16

…：＿＿、・

旧石器時代I期の石器（1）

4
32

旧石器時代Ⅱ期の石器（1）
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㊧
17

撃

等
33

旧石器時代Ⅱ期の石器（3）

与

42

29

旧石器時代I期の石器（2）

警 撃 琶

旧石器時代Ⅱ期の石器（2）

バイ

40

43 竺

旧石器時代Ⅱ期の石器（4）

事、



166

縄文時代（二次堆積K－Ah層下）遺構出土遺物

74

縄文土器（1）

縄文土器（3）

し／
68

縄文時代（二次堆積K－Ah層上）遺構出土遣物

縄文土器（2）

縄文土器（4）



縄文土器（5）

縄文土器（7）

縄文土器（9）
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縄文土器（6）

105

縄文土器（8）


