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第3章 FP層下面の調査

6-Iブロック

畦状遺構 25号畦 ：幅2.6m、高 さ18cm、走向 N-2°-

W。RI-63グリノドで僅かに走向が乱れ、この北側で

は、畦の西側に畦本体よりも低い高まりがある。畦の

東側は、畦に沿って僅かに低い。RK-63グリッドに炭

I ¥) ¥) I¥¥)誓11 63 ( 

1 ( ¥ I I ¥ ¥ ) 

( ¥ ¥ ¥ ¥ i ( 

＼ ＼） ＼ ＼ ＼ ＼ ＼尽

¥ lI ［ ＼ □ ＼ざ

＼』 ＼い 。¥e◎ ¥ ¥ ¥ ¥ 

／／：三□＼） ） ＼ （） 

こ ／ ／ ／ （（＼ ](<k;63 (! ¥¥ 
し

第266図 畦下の炭化材・焼土位悩図

破線は叫と畦上の炭化材の位置を示す。

2m 

化材があり、木l=fが畦に直行しているものが多い。炭

化材の分布状況から、長さ 3mにおよぶ木材であ っ

た可能性がある。断而Cでは、畦下部分のFAに黒褐

色土が混じる。 蹄跡 畦の東脇で少ないが、その

他は中程度の分布で、畦上にも蹄跡が残る。

、しら9、aヽ ．＇ツ 9 •9 ・で•

現地説明会の様子

6-Iブロック全漿 （北から）
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第 5節 白井北中道遺跡
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第 5節 白井北中道遺跡

6-Jブロック

畦状遺構 30号畦：幅2.2m、高さ 8cm、走向N-4°-E。

畦の西側は、畦に沿って僅かに低い。 蹄跡 多く

の蹄跡が残存するが、行跡（歩いた跡など）は認めら

れない。30号畦の端にも僅かに蹄跡が検出された。

30号畦断面A （南から）

A L0201. 70m 
30号畦

A' 

第269図 30号 畦 断 面 図

゜
50cm 

北中逍 6区畦セクション

遺構 断面 輻 高さ FP滉
炭化物 焼土

FAの FA下面
そ 他

番号 番号 じり土 残存 の凹凸
の

m cm 

21 A 1. 9 8 不明 FA t面凹凸あり。断続的。蹄跡あり。

22 A 2.3 14 △ 畦の西脇がやや低い。畦上に蹄跡あり 。

23 A 3.1 lO △ 中央部でFA乱れる。畦上に蹄跡あり。

25 A 2. 4 ， △ 不明 畦の北脇がやや低い。畦上に蹄跡あり。

25 B 1. 9 13 

゜
△ 不明 畦下に落ち込みあり 。畦上に蹄跡あり。

25 C 2.4 15 △ 不明 吐下部分のFAに黒褐色土が混しる。畦上に蹄跡あり。

25 D 2.0 18 

゜
△ 不明 畦卜．に蹄跡あり 。

26 A 1.3 7 △ △ 僅かに凹 畦の北脇がやや低い。畦上に蹄跡あり 。

26 B 2.8 8 △ 吐の南側凹凸あり。畦上に蹄跡あり。

27 A 1.2 5 

゜
S-11△ 凸 北中追 11遺跡12号畦と同一。畦上に蹄跡あり。

28 A 1.0 5 

゜
S-100 北中道 U遺跡11号畦と同一。畦卜に蹄跡あり 。

29 A 0.8 5 △ S-50 僅かに凹 北中氾 11遺跡］0号畦と同一。畦上に蹄跡あり。

30 A 2.2 8 △ 不明 畦の西脇が低くなっている。畦上に蹄跡あり 。

6-Jブロック全景（南から）
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第5節 白井北中道遺跡

ウマの蹄跡計測値一覧表 辿跡名 区 No. 輻 艮さ 方向 削後 保存1文 グリッド 備 考

辿跡名 区 No. 幅 長さ 方向 前後 保＃段 グリソド 備 考 一位：厨 3 14 93 110 NW  後 B C T-70 

一位屋 l l 90 90 SW  後う B 0-81 位屋 3 15 83 99 NW  後？ C C U-70 

一位屋］ 2 60 90 N 後う B E-81 ―位屋 3 l 6 99 106 E 後 A C T-70 

二位屋 l 3 80 90 N 則• 1— B D-81 一位）豆 3 17 97 107 SW  後 B C U-70 

＿位屋 l 4 102 90 S _I.JI,I . B D-81 ・位屋 3 18 ll2 122 SW  後 B C T-70 

＝位屋 l 5 63 90 SW 後 B 0-81 ー・位）立 3 19 103 124 SE 則・' C C T-70 長さ？

二位屋 l 6 80 105 SE _11.,11 . B D-81 左足？ ＿位屋 3 20 111 117 SW  前 B C T-71 

:...:位屋 l 7 65 70 SE -131. • 1・ 1 B C-82 ―位屋 3 21 84 90 E 後 B C V-71 

二位届 l 8 - 欠番 二位）立 3 22 140 154 NE 後 C C V-71 

二位屋 l ， 90 100 SW  後 B C-82 二位屋 3 23 117 130 NE 後 C C V-70 長さ？

一位屋 l lO 90 85 NW  前う B C-82 ―位屈 3 24 117 124 SW  削 B CW-71 

二位屋 1 11 100 75 SE B C-82 二位屋 3 25 112 120 NE 前 B CW-71 

二位屋 1 12 70 75 NE B C-82 一位屋 3 26 101 106 NE 後 B CW-71 

一位届 l 13 100 80 SW  前？ B B-82 左足 位届 3 27 101 108 NW  後 A C X~70 

二位屋 l 14 85 80 N "ij B B-82 ＿位届 3 28 103 103 w ―,‘1J11 • A C X-70 

二位屋 l 15 80 95 N 
_則.,. 

B B-82 一位屋 3 29 95 105 NW  後 C C X-70 

一位届 l 16 105 90 w _11.,11 _ B B-82 ―位屋 3 30 116 120 NW  ・則"・ B C X-71 

二位屋 1 17 100 105 SW  後 B B-82 二位屋 3 31 134 143 SW  前 C C Y-70 

二位屋 I 18 90 95 NW  A V-89 一位l至 3 32 96 111 SW  後？ C C X-70 

一位I至 l 19 90 100 SE A U-88 ―位屋 3 33 116 110 前・， C X-70 

二位屋 l 20 55 65 NE A U-88 ＿位屋 3 34 108 120 C C X-70 

二位屋 l 2 l 80 110 NW  A U-88 一位／丞 3 35 107 l l3 NW  後 B D C-69 

一位屋 l 22 85 115 NW  A U-88 ―位屋 3 36 105 134 NE 後 B D C-69 長さ？

二位屋 1 23 75 80 SW  A T-88 二位屋 3 37 90 105 NW  C 0-68 

一位屋 l 24 100 125 E A S-88 -{、i:I至 3 38 85 90 SE C 0-68 

二位屋 2 l 117 142 SW 後 A B H-79 ―位屋 3 39 85 100 SW C 0-68 

二位屋 2 2 119 128 NE tirJ A B H-79 二位屋 3 40 100 115 NW  C N-66 

一位I至 2 3 102 118 SE _A., 1J B B H-79 一位）至 3 41 80 95 SW C N-66 

＿位屋 2 4 105 123 NE 後 B B H-79 ―位屋 3 42 95 110 NE C N-66 

二位屋 2 5 104 125 NE 後 B B H-79 二位）韮 3 43 75 90 NW  CM-68 

一位屋 2 6 124 123 NE ーH、,II_ C B H-79 位屋 3 44 85 90 SE CM-68 

二位屋 2 7 118 122 S 削 B BJ -78 1立屋 3 45 95 JOO NE CM-68 

二位屋 2 8 99 108 E -則"・ B BJ -78 一位屋 3 46 80 105 NE CM-68 

＿位）至 2 9 119 124 前 B BJ -78 位屋 3 47 85 105 SW  CM-68 

二位屋 2 JO 128 130 w 削 B B K-79 ―位尻 3 48 90 100 N CM-68 

一位屋 2 ll 126 128 NW  則．． C BJ -78 一位屋 3 49 90 100 w D L-69 

一位屋 2 12 107 llO S ー則9 — B BI -77 ――位1立 3 50 90 100 NW  C K-69 

二位屋 2 13 110 132 w 後 C BM-78 二位屋 3 51 90 95 NE C K-69 

二位屋 2 14 l l 2 137 NE 後 C BM-77 一位屋 3 52 85 105 NW  C L-67 

一位屋 2 15 108 117 SE ―則̀’・ C B N-77 位）呈 3 53 65 75 SE C L-67 

二位屋 2 16 102 107 S 前 C BN→77 二位屋 3 54 100 110 NW  C K-67 

一位 屋 2 J 7 83 99 NW  後 C B Q-75 一位1立 3 55 95 105 SW  C K-67 

＿位屋 2 18 96 106 SE 後 C B R-74 ―位届 3 56 85 100 N C K-68 

二位屋 2 19 72 90 NW  後 C BS→74 二位屋・ 3 57 l 0 5 120 SE C K-68 

二位屋 2 20 105 120 後 C B T-73 二位屋 3 58 95 120 w C K-68 

一位屋 2 21 100 105 SW  
_ 削• 9 

C B T-73 ―位屋 3 59 100 110 E CJ -69 

二位屋 2 22 97 98 E 則．． 
C B T~73 二位屋 3 60 100 llO NW  CJ -69 

一位屋 2 23 92 102 NW  則9 9 

C B U-72 一位屋 3 61 95 110 w C I -69 

一位届 2 24 116 121 E 前 B B U-73 南中道 2 I 105 127 後 E L-53 

二位屋 2 25 109 114 E -削‘’ C BW-72 南中道 2 2 110 109 ―則̀1囀 EM-54 

一位屋 2 26 131 N 後？ B BW-71 幅計測 南中追 2 3 100 126 後

一位屋 2 27 94 96 N ij~!. J A C G-69 南中誼 2 4 - 欠番

二位屋 2 28 103 113 SW  一即‘ム B C G-70 南中道 2 5 84 89 後 EM-55 

＿位屋 2 29 110 116 NW  即ヽヽ B C G-70 南中道 2 6 89 95 後 E N-56 

一位屋 2 30 92 97 S →H'-IJ A B V-78 南中姐 2 7 100 100 削

二位屋 2 31 110 112 E 前 C B V-79 南中道 2 8 95 120 後？ E P-63 

二位屋 2 32 9 j 100 SE C B V-79 南中道 2 ， 97 118 後

一位屋 3 l 117 119 NE 一月ょ'-lj B CM-72 南中述 2 JO 107 105 即 E R-60 

二位屋 3 2 101 105 S 一則‘ ’ C C N-71 南中道 2 ]] 104 107 前 E R-61 

一位）至 3 3 105 115 w 後 C C 0-71 南中道 2 12 88 117 後 E Q-61 

二位屋 3 4 103 110 S 後 C co~73 南中道 2 13 98 95 後 E Q-58 

二位屋 3 5 126 l l l SE HヽI・J A C T-71 南中姐 2 14 102 106 E N-59 

＿位屋 3 6 105 112 SW  前 B C U-70 南中道 2 15 108 116 別ヽ・ E 0-60 

二位屋 3 7 110 117 w 削 A C U-70 南中道 2 16 97 94 前？

二位屋 3 8 113 126 SE 後 B C U-70 南中道 2 17 84 90 後 E P ~63 
＿位屋 3 9 105 112 s 後 B C U-71 南中道 2 18 95 100 前 E P-64 

二位屋 3 10 98 109 s 後 C C T-71 南中逍 2 19 94 108 後 E P-63 

二位屋 3 11 97 110 s 後 C C S-71 南中道 2 20 99 87 前

＿位屋 3 12 107 120 N 前9 C C S-71 南中道 2 21 70 80 前？ E P-62 

二位屋 3 13 95 112 SE 後？ C C T-70 南中逍 2 22 103 101 —刑‘'-
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第 3章 FP層下面の調査

迪跡名 区 No. 幅 長さ 方向 前後 保存疫 グリッド 備 考 逍跡名 区 No. 幅 長さ 方向 前後 保存1支 グリッド 1liii 考

南中述 2 23 106 110 ―I’J上IJ E S-61 南中珀 3 57 110 」20 E 後 A G L-51 

南中道 2 24 113 124 後 南中道 3 58 94 100 w 前 A G L-51 

南中道 2 25 120 ll 7 -r9l.91. 1 E T-60 南中迎 3 59 1 03 110 N W  後 B G L-51 

南中姐 2 26 95 111 削 E T~60 南中迅 3 60 100 ] 04 SW  加 B G L-51 

南中道 2 27 102 100 後 南中道 3 61 116 127 w 前 B G L-51 

南中誼 2 28 J 16 120 削 E U-60 南中近 3 62 110 127 NW  後 B G L-51 

南中道 2 29 114 101 
_則., E V-60 南中道 3 63 100 95 E 則．． B GM-51 長さ＋ a 

南中道 2 30 104 125 後 E X-60 南中道 3 64 119 117 SE 前 A GM-51 

南中道 2 31 106 JO] -1L/1L 1 F F-58 南中道 3 65 119 124 NW  11．． 11 A G M-50 

南中道 2 32 84 90 .即•C F G-58 南中道 3 66 107 124 SW  後 A GM-50 

南中逍 2 33 102 76 削ヽ・ 南中道 3 67 104 l l8 w 後 A GM-50 

南中道 2 34 100 100 
_即_,_ 

E T-61 南中道 3 68 107 109 E ー則ヽ,. A GM-50 

南中道 2 35 115 116 t̀I ’ Ii F F-58 南中道 3 69 107 118 SW  後 A G M-50 

南中道 2 36 99 103 F F-58 南中誼 3 70 107 Jl5 SE Hヽ・IJ A GM-50 

南中道 3 l 88 91 SW  前 B G R-50 南中道 3 71 99 101 w 後 A GM-50 

南中逍 3 2 100 102 NW  別‘’ B G R-50 南中道 3 72 105 114 NE 後 C G L-49 

附中道 3 3 97 119 S 後 B G Q-49 南中道 3 73 79 97 SW  後 B G L-49 

南中道 3 4 97 120 SE 後 C G Q-50 長さ土ウ 南中道 3 74 62 62 NE 前 A G L-50 

南中道 3 5 96 95 N 後 C G Q-50 長さ ＋a 南中道 3 75 80 87 w 則ヽ・ C G L-50 

南中道 3 6 69 88 N 後 B G Q-50 南中道 3 76 110 113 s 前 C G L-50 

南中道 3 7 74 78 SW  削ヽ・ B G P-50 南中道 3 77 106 99 s 削ヽ・ B G L-51 

南中道 3 8 67 86 NW  後 B G P-50 南中道 3 78 106 106 N ー則、2 B G K-51 

南中道 3 ， 72 78 NE 即‘’ B G 0-50 南中道 3 79 103 110 SW  即‘’ A G K-51 

南中道 3 10 82 103 SW  後 B G N-50 南中追 3 80 92 93 SW  後 B G K-51 長さ＋ a 

南中道 3 11 100 112 SW  ー削、上 B G N-50 南中道 3 81 112 127 SE 後 B G K-51 

南中道 3 12 105 115 NW  削 B G N-51 南中道 3 82 112 112 s 削‘’ B G K-51 

南中道 3 13 98 118 SE 後？ B G N-51 南中道 3 83 102 96 SE 後 C G L-50 

南中道 3 14 97 107 NE 後 B G N-51 南中道 3 84 97 105 w ー削・ー• • C G I -52 
南中姐 3 15 77 80 NW  削 B G N-51 南中追 3 85 113 130 E 後 C G H-52 

南中道 3 16 91 94 NW  則．． B G N-51 南中道 3 86 76 97 後 C G H-52 

南中道 3 17 91 110 w 後 A G N-50 南中道 3 87 117 109 N W  別．． B G F-52 

南中道 3 18 85 110 NE 後 B G N-50 南中道 3 88 95 109 S 後 C G E-52 

南中道 3 19 96 104 則．． 
C G N ~50 南中道 3 89 107 107 削’ B G F-52 

南中道 3 20 97 100 SW 削 B G N-50 南中道 3 90 112 126 SW  H・ • IJ A G F-53 

南中道 3 21 80 89 N -則・,・・ A G N-50 南中道 3 91 102 102 NE -則'L B G H-52 

南中道 3 22 97 110 SE 後 B G N-49 南中迫 3 92 107 125 NE 後 B G H-52 

南中道 3 23 97 110 w 後 A G N-50 長さ 9 南中道 3 93 102 120 N 後 B F R-52 

南中道 3 24 81 80 SE 削 B G N-50 長さ十 a 南中道 3 94 88 90 SE 削 B F S-52 

南中道 3 25 105 130 NE 後 C G N-51 南中逍 3 95 105 110 E 後 C F S-51 

南中道 3 26 72 84 NW  後 C G Q-50 南中道 3 96 113 113 N W  前 C F V-50 

南中逍 3 27 67 79 NW  後 B G Q-50 南中道 3 97 99 103 w 削 B G F-52 

南中道 3 28 96 126 NW  後 C G Q-50 南中道 3 98 117 106 SE 前 B G I -52 
南中道 3 29 69 75 削ヽ・ C G P-49 南中道 3 99 115 100 SE 別．． B G J -51 

南中道 3 30 100 115 N ー則更9・ C G P-50 南中逍 3 100 91 9l 1i11 B G I -51 
南中道 3 31 64 70 SE 前‘) G 0-50 南中道 3 101 60 62 NE -則9 9— A G K-52 

南中道 3 32 88 105 S 後 C G 0~49 南中道 3 102 102 110 NE H‘’ IJ B G N-51 

南中道 3 33 106 119 w 前 B G N-50 南中道 3 103 l02 l l2 削 A G N-50 石脅型

南中道 3 34 105 114 SW  後 B GP ~48 南中道 3 104 115 116 前 A G L -50 石脅型

南中道 3 35 132 132 N 削 B G 0-48 南中道 3 105 90 95 後 A G J -51 石行型

南中道 3 36 107 110 NW ー則、ょ． B G N-48 南中道 3 106 93 96 則 A G J -5l 石脅型

南中道 3 37 107 110 E 則‘’ A G N-48 南中道 3 107 104 108 則．． A G F-53 石背型

南中道 3 38 101 110 S 後 C G N-49 南中道 4 l 97 101 E 月．．lj B G V-48 長さ 9

南中道 3 39 81 92 SE 前 B G N-48 南中道 4 2 97 l l3 SE 後 B G Y-47 長さ？

南中道 3 40 91 96 SE 即‘’ B G N-49 南中道 4 3 92 109 SE 後 B H A-48 

南中道 3 41 75 87 w 後 B GM-50 南中道 4 4 107 99 SE 後 B H A-48 

南中道 3 42 72 85 w 前？ B GM-49 南中道 4 5 106 108 E 削．． B H B-47 

南中道 3 43 110 103 w 月．．lj A GM-50 南中道 4 6 119 136 NW  則．． B H A-47 

南中道 3 44 107 120 SW  後 B GM-50 南中氾 4 7 87 77 NE 後 C H A-48 

南中道 3 45 100 123 w 後 B GM-50 南中道 4 8 96 」30w 後 C H B-48 

南中逍 3 46 87 100 S 前 B GM-49 南中道 4 9 97 105 N 後 C H C-48 長さ‘)

南中道 3 47 102 97 SE 則．． B GM-49 南中道 4 10 105 122 N 前 B H C-48 

南中逍 3 48 .1 0 7 103 S H9 9 ll B GM-49 南中逍 4 11 96 92 NE 前う C H D-48 

南中道 3 49 115 114 SW ー則、 B GM-49 南中道 4 12 90 110 NW  後 C II B-47 

南中道 3 50 110 100 w 則．， 
B G L-49 南中道 4 13 96 112 E 前 B H C-47 

南中姐 3 51 108 131 E 後 B GM-49 南中道 4 14 102 120 w 後 B H C-47 

南中道 3 52 105 119 NE 前 B GM-49 南中道 4 15 97 87 NE 前 C H B-46 

南中道 3 53 103 113 w 削 B G L-50 南中追 4 16 l05 100 NW  後 B H B-46 

南中逍 3 54 100 125 NW 後 B G L-49 南中道 4 17 107 110 S ―則‘上 A H C-45 

南中道 3 55 115 120 NE 前 B G L-50 南中道 4 18 108 115 w 前？ C H B-44 

南中道 3 56 102 125 E 後 B G L-50 南中追 4 19 97 122 SW  後 C H D-44 
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第 5節 白井北中道遺跡

遺跡名 区 No. 輻 長さ 方向 前後 保存1支 グリノド 価 考 造跡名 区 No. 幅 長さ 方向 前後 保存段 グリJド 備 考

南中道 4 20 126 110 NE 削‘’ B H 0-45 南中道 4 90 97 126 N 後 B H R-90 

南中氾 4 21 114 127 NW  則 B 1-1 D-45 南中述 4 91 89 88 E 削 B H P-40 

南中道 4 22 109 93 SW  後 C H D-45 長さ＋ a 南中道 4 92 111 115 SE 前 A H Q-41 

南中道 4 23 117 125 NW  後？ A H D-46 南中迫 4 93 69 81 N W  後 C G T-49 

南中述 4 24 98 127 SE 後 A 1-1 E-46 南中追 4 94 72 77 削 C G U-49 

南中道 4 25 109 135 NW  後 A H E-47 南中道 4 95 74 74 E 前 B G T-48 

南中道 4 26 102 122 w 削ヽ・ A H F-47 南中道 4 96 94 94 w 則．． A G T-48 

南中氾 4 27 105 l05 NW  後 A H F-47 南中道 4 97 121 130 w 則9 9 B G T-49 

南中道 4 28 100 113 SW  後 B H F-47 南中道 4 98 86 86 w 前 B G U-49 

南中道 4 29 104 135 N 後 A H F-47 南中逍 4 99 104 108 N W  削 B G U-49 

南中道 4 30 106 116 SW  前 A H G-47 南中道 4 100 105 105 w 前 B G V-49 

南中道 4 31 130 136 w 削ヽ・ B H G-46 南中道 4 101 80 86 S 後 B GW-49 

南中迎 4 32 102 105 S ー削しム→ C H G-47 南中道 4 102 69 90 S 後 B G V-49 

南中道 4 33 86 102 NE 後 B H G-45 南中道 4 103 9J 102 S 後 B G V-49 

南中道 4 34 105 107 E 後 B H G-45 南中道 4 104 75 74 則9 9 B G V-48 

南中道 4 35 85 90 NE 
_ 則• -9 

B H G-45 南中道 4 105 70 76 S 前 B GW-48 

南中道 4 36 92 95 NE 削 B H G-46 南中道 4 106 100 J 13 N W  後 B GW-49 

南中道 4 37 96 117 WE  後 B H G-45 南中道 4 107 89 105 NE 後 B G X-49 

南中道 4 38 102 64 NW  則‘’ C H G-45 南中道 4 108 66 77 N W  後 C G Y-49 

南中道 4 39 110 120 S 削 C H G-45 南中逍 4 109 103 92 削 C G Y-48 

南中追 4 40 92 115 S 後 B H F-45 南中道 4 110 119 116 S H．I． I C G Y-48 

南中道 4 41 97 117 B H G-45 南中追 4 111 86 90 w 後 B G Y-48 

南中道 4 42 100 110 NE 後 A H G-43 南中道 4 112 74 86 後 C G X-48 

南中道 4 43 116 117 E 即̀’ A H H-43 南中道 4 113 121 155 S 後 B G X-47 

南中道 4 44 91 116 w 後 C K G-45 南中道 4 114 l l2 112 S 削‘’ B G Y-47 

南中逍 4 45 102 124 w 後 B H G-42 南中道 4 115 84 95 SE 後 B G Y-48 

南中道 4 46 95 103 N 後 C H G-42 南中道 4 ]]6 97 99 S ―則̀' A G Y-47 

南中道 4 47 132 106 w 削 B H H-41 南中逍 4 117 107 97 S 削 B G Y-47 

南中迎 4 48 105 101 w ー削、 B HJ -40 南中道 4 ll8 71 71 A,. IJ B G Y-47 

南中道 4 49 94 124 S 後 C H K-43 南中道 4 119 123 124 NW  則‘’ C G Y-47 

南中逍 4 50 96 97 NE 削 B HJ -43 南中道 4 120 98 101 N 則，． B G Y-47 

南中道 4 51 83 104 NE 則‘’ B HJ -43 南中道 4 121 110 110 SE 前 B G Y-47 

南中道 4 52 108 95 S 削 A H I -45 南中道 4 122 98 121 N 後 B HA-47 

南中道 4 53 101 128 NW  後 A H I -47 南中道 4 123 104 104 SE -則ELュ B HA-47 

南中道 4 54 95 102 N 後？ C H I -47 南中道 4 124 108 108 N 則．． C G Y-46 

南中道 4 55 106 90 S 後 C HJ -47 南中道 4 125 104 101 S 則‘’ C G Y-46 長さ十 a

南中道 4 56 90 108 w 後？ C H J ~47 南中逍 4 126 89 82 N W  削 B H A-47 

南中道 4 57 96 107 E 後 C HI -46 南中道 4 127 90 96 ーH、IJ C HA-47 

南中道 4 58 SW  則‘’ HJ -46 南中道 4 128 117 108 SW  前 B H B-48 

南中道 4 59 108 120 後 B H K-46 南中道 4 129 92 102 N W  後 C H B-48 

南中道 4 60 103 109 NE 前 B H K-46 南中道 4 130 105 100 S 前 A 1-1 B-47 

南中道 4 61 105 124 NW  後 B H K-45 南中道 4 131 94 90 NE 1i11 C HA-47 

南中迫 4 62 JO] 110 w 後 C H L -45 南中道 4 132 101 101 NW  則ヽ・ B H C-48 

南中道 4 63 103 102 w 前 B H L-46 南中道 4 133 118 118 SE 後 C H C~48 
南中道 4 64 100 96 SE 削ヽ・ B H L-46 南中道 4 134 85 IOI SE 後 B H D-48 

南中迎 4 65 92 105 SE 則ヽ・ B HM-46 南中道 4 135 84 100 SE 後 B H 0-48 

南中道 4 66 106 112 S 後 C H L-44 南中道 4 136 88 110 S 後 C H D-48 

南中道 4 67 108 110 NE 則‘’ B H K-44 南中氾 4 137 94 ]JO N 後 A H D-48 

南中逍 4 68 98 120 NW  後 C H L-41 南中道 4 138 102 108 SW  月．l．j A H D-47 

南中道 4 69 89 103 SW 後 C H L-40 南中道 4 139 105 122 w 後 C H E-47 

南中道 4 70 98 118 NE 後 C H P-38 南中道 4 140 79 89 w 後 B H E-45 

南中道 4 7l 98 108 NW  後 C H P-39 南中道 4 141 114 85 SW  則ヽ・ C H G-47 長さ＋ a 

南中道 4 72 122 116 NW  後 A H P-39 南中道 4 142 116 96 s ←削9ム B HI -47 長さ十 a

南中道 4 73 104 116 NW  後 A H 0-40 南中道 4 143 112 135 E 後 B HJ -45 
南中逍 4 74 122 126 SW  則ヽ・ B H N-42 南中道 4 144 102 118 s 後 C HI -45 

南中道 4 75 119 100 E 削ヽ• C H P-43 南中道 4 145 98 J 09 E 後 B HI -45 

南中道 4 76 85 98 S 後 B H P-43 南中道 4 146 105 108 w 則ヽ・ B H I -44 

南中道 4 77 108 110 E H‘’ Ij B H 0-43 南中道 4 147 122 127 SW  ー則、 B HJ -46 
南中道 4 78 115 112 E 則ヽ・ B H 0-43 南中道 4 148 122 121 N W  削．． B H L-46 

南中道 4 79 102 108 E 即 B H P-43 南中道 4 149 91 105 NE 削 C H L-46 

南中追 4 80 120 124 SE 前？ B H 0-44 南中道 4 150 129 150 SW  後 C H K-45 

南中道 4 81 130 102 SW  即‘’ B H 0-45 南中道 4 」51 92 102 E 後 B H K-45 

南中迫 4 82 104 110 w 後 B H 0-44 南中道 4 152 114 123 E 即 B H L-45 

南中姐 4 83 106 130 E 後 C H P-45 長さ 9 南中道 4 153 127 137 S 後 B H L-44 

南中道 4 84 105 85 S 月ヽ・lj B H R-44 南中逍 4 154 100 ]20 S 後 B H L-44 

南中道 4 85 ]13 110 SE 削 B H R-44 南中道 4 155 89 84 E 削 C H K-43 

南中道 4 86 129 130 NW  則`＇ B H Q-44 南中道 4 156 117 113 S 前 B H K-42 

南中道 4 87 92 ] 05 s 後 C H Q-43 南中道 4 157 117 129 w 後 B H K-42 

南中道 4 88 121 123 SW  前 B H R-41 南中道 4 158 100 107 N 削 C HJ -40 
南中道 4 89 130 154 SE 後 C H R-42 南中道 4 l 59 129 131 N W  後 C HJ -45 
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第3章 FP層下面の調査

辿跡名 区 No. 幅 長さ 方向 前後 保存1斐 グリッド 備 考 追跡名 区 No. 幅 艮さ )j | h) 則9.俊9 9 俣存疫 グリノド 備 考

南中迎 4 160 65 76 後 C H 0-45 南中道 5 24 96 115 w 後 A I A-40 

南中道 4 161 97 104 SW  前 B H S-43 南中道 5 25 99 l lO N ―則‘上 A I A-40 

南中道 4 162 103 110 SE 後 B H R-42 長さ＋ a 削中道 5 26 131 153 NW  前 C I B-41 

南中迎 4 163 l25 l4 7 NE 後 B H R-41 南中道 5 27 98 98 SW B I B-43 

南巾道 4 164 102 111 NW  後 B H P-42 南中道 5 28 110 112 N 前 B I 0-42 

南中氾 4 165 88 l09 N 後 C H P-43 南中道 5 29 l ] 8 118 SW 即‘’ B I D-42 

南巾道 4 166 72 70 E 後 B II 0-46 長さ十 a 南中誼 5 30 83 90 w 月..IJ A I D-43 

南中道 4 167 110 削 C 艮さ計測不能 南中道 5 31 94 105 S 前 B I D-43 

南中追 4 168 l l 4 l l 4 削 C 南中道 5 32 97 97 SE 削．． A I D-43 

南中道 4 1 69 119 119 前 C 南中道 5 33 122 132 w ―A‘,l) _ B I E-42 

南中道 4 170 92 90 削 C 長さ＋ a 南中道 5 34 97 110 S t．J． lj B I E-42 

南中道 4 171 88 99 後 C 南中道 5 35 l21 115 NE A.. IJ A I E-42 

南中道 4 172 100 119 後 B 南中道 5 36 97 l04 N 後 B I E-42 

南中氾 4 173 123 135 後 B 南中逍 5 37 107 107 SW 後 B I J -42 

南中道 4 174 108 108 前 B 南中道 5 38 92 110 w 後 B I I-:I -41 

南中道 4 175 107 107 削ヽ・ B 南中道 5 39 95 95 SE 後 B I H-39 長さ十 a

南中道 4 176 lOl 101 後 B 南中姐 5 40 103 108 NE 則•• A I H-38 

南中道 4 177 110 123 後 C 南中道 5 41 108 108 SW 後 A I H-38 

南中追 4 178 118 118 削 C 南中迎 5 42 94 74 E 削 A I H-36 艮さ十 a

南中道 4 179 124 124 一則‘"・ B 南中道 5 43 101 103 E 後 A I H-37 

南中道 4 180 133 150 後 B 南中道 5 44 96 99 SE -則•よ B I G-44 

南中道 4 181 96 127 B II K -45 石行型 南中道 5 45 94 94 N 後 A I G-35 

南中道 4 182 100 129 後 B H K-46 石秤型 南中道 5 46 106 119 S 後 A I G ~38 

南中道 4 183 97 114 B H K~46 石秤型 南中道 5 47 115 117 E 後 A I G-38 長さ 十a

南中逍 4 184 85 l26 B H K-46 石腎型 南中道 5 48 96 96 S MIJ A I G-39 

南中道 4 185 110 131 削．． B H L-46 石音型 南中道 5 49 88 107 S 後 B I F-39 

南中道 4 186 92 97 後 A 石脅型 南中道 5 50 107 102 SE 後 A I F-37 

南中道 4 187 109 137 B 石科型 南中逍 5 51 98 98 SW 削 B I E-35 

南中道 4 188 88 93 B H N-44 石秤型 南中道 5 52 97 97 NW  後 B I E -36 

南中道 4 189 91 119 後 B H N-44 石行型 南中姐 5 53 91 91 E 即ヽ・ A I F-37 

南中道 4 190 103 120 後 A H N-44 石背型 南中道 5 54 90 92 NE 後 B I F-37 

南中道 4 191 89 108 B HN-44 石脅型 南中道 5 55 105 117 SE 後 A I E-37 

南中道 4 192 94 100 B I-IM-43 石酋型 南中道 5 56 88 89 N 月LJ A I D-38 

南中道 4 193 101 108 「．Ji．． l B HM-43 石科型 南中道 5 57 96 107 E 後 A I D-37 

南中道 4 194 125 1 2J 
則．． B HN-42 石秤型 南中道 5 58 100 115 E 後 A I C-36 

南中道 4 195 10] 106 B HM-42 石竹型 南中道 5 59 99 lOl NW  後 B I C-37 

南中道 4 196 99 95 B H L-41 石秤型 南中逍 5 60 93 118 E 後 B I C-38 

南中道 4 197 98 95 B H 0-42 石音型 南中道 5 61 90 77 N 前 B I D-38 長さ＋ a 

南中道 4 198 84 88 B H N-43 石科型 南中道 5 62 141 161 NE 削‘’ C I E-37 

南中道 4 199 87 106 後 B H0-43 石科型 南中道 5 63 83 103 E 後 A I F-38 

南中道 4 200 86 98 後 B H P-43 石秤型 南中道 5 64 116 116 NE 後 A I E -38 長さ＋ a 

南中道 4 201 84 94 後 A H P-43 石科型 南中逍 5 65 115 113 E 削 A I E-40 

南中道 4 202 90 107 後 B H P-43 石背型 南中道 5 66 105 109 E AIJ B I D-40 

南中道 4 203 100 ll4 後 B H P-43 石秤型 南中道 5 67 109 113 w 後 B I E-41 

南中道 4 204 78 92 後 A H P-43 石秤型 南中道 5 68 105 108 E 月̀I‘J A I D-42 

南中道 4 205 95 105 後 A H K-47 石音型 南中道 5 69 62 68 w 後 B I D-42 

南中道 4 206 lOl l l 4 NW  後 A 石秤型 南中道 5 70 92 92 S 後 A I B-39 長さ 十a

南中逍 5 l 121 104 N 後 A HW-43 南中逍 5 71 105 ] 05 w 月II A I B-40 

南中道 5 2 106 82 SW 削• • B HW-44 南中道 5 72 125 128 S ・R"IJ • A I A-39 

南中道 5 3 1 06 」09 S 後 A H V ~43 南中道 5 73 110 96 N W  削．． A H Y-40 長さ十 a

南中道 5 4 108 105 w "H'IJ • A H V-42 南中道 5 74 ] 24 108 E 削 A H Y-39 

南中道 5 5 101 105 NW -則•J— A H U-42 南中道 5 75 106 106 S H．I． J A HW~38 

南中道 5 6 124 124 E 後 A H U-42 長さ＋ a 南中道 5 76 109 104 N 月．．1J A H S-39 

南中逍 5 7 100 115 SE 則̀  • B H U-42 南中道 5 77 ]05 125 N 後 A H S-40 

南中道 5 8 84 87 E 後 A H T-41 南中道 5 78 123 138 N 後 C H T-41 

南中道 5 9 103 124 SE 月ヽ・LJ B H T-41 南中道 5 79 103 119 w 後 A I K-40 

南中道 5 10 91 109 N 後 A H S-40 南中述 5 80 j 02 ]08 S 削 B I K-39 

南中道 5 11 85 98 w 後 A H S-39 南中道 5 81 104 96 NW  則ヽ・ B I L -39 

南中道 5 12 106 90 w 削 A H S-38 長さ十 a 南中道 5 82 105 107 w 後 B I L -39 

南中道 5 13 91 87 S 削 A H U-41 南中道 5 83 99 93 N 削．． A I L -37 

南中道 5 14 72 78 NW  削~ • A H U-41 南中迎 5 84 106 104 SW 則•• B I M-36 

南中道 5 15 94 101 S 後 B H V-42 南中道 5 85 98 114 E 後 A I K-37 

南中道 5 16 98 108 N 削~ • B HW-43 南中道 5 86 JOO 102 E 後 B I J -35 
南中道 5 17 111 125 N 則• • A H Y-43 南中道 5 87 92 95 NE 後 B I M-37 

南中道 5 18 103 98 E 則•• A H Y-44 南中道 5 88 108 108 N W  後 B I G-42 

南中道 5 19 122 122 E 削• • B H Y-43 南中道 5 89 96 112 S 後 B I G-42 

南中道 5 20 99 106 SW 後 B I A-44 南中道 5 90 106 110 SE 削• • B I G-41 

南中道 5 21 96 100 SW 後 B H Y-43 南中道 5 91 105 107 w 削 A I F-42 

南中道 5 22 91 103 N 後 A HY ~43 南中道 5 92 97 107 E ―則̀,. B I F-42 

南中逍 5 23 94 125 w 後 B H Y-41 南中逍 5 93 103 110 SW 後 B I E-42 
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第 5節 白井北中道遺跡

遺跡名 区 No. 輻 長さ 方向 前後 保存襄 グリ）ド 備 考 遺跡名 区 No 輻 長さ 方向 前後 保存度 グリ）ト 備 考

南中迫 5 94 87 JOO w 後 A I D-42 丸岩 l 42 124 124 NE 削 C J I -31 

南中道 5 95 115 130 w 前 B I C-42 丸岩 l 43 55 55 SW  則‘’ B J I -32 

南中道 5 96 88 99 S 後 A H Y-42 丸岩 l 44 57 57 SW 1i11 C J I -32 

南中道 5 97 100 110 w 後 A H Y-43 丸岩 l 45 92 92 w 前 B J J -32 
南中道 5 98 61 64 E 後 B H X-43 丸岩 l 46 54 45 E 則ヽ・ B J J -32 

南中氾 5 99 」07 l lO SW 後 B HX-43 丸岩 l 47 47 53 E 後 B J J -32 
南中道 5 100 lOl 97 NW  後 A HW-43 丸岩 l 48 62 57 SW 後 C J J -32 
南中道 5 101 80 96 N 後 A I P-40 丸岩 l 49 82 82 SW  後 B ] ] ~31 

南中道 5 102 90 91 N 後 A I P-40 長さ十 a 丸岩 l 50 84 75 NW  後 C J J -32 
南中道 5 103 86 104 N 後 B I N-41 丸凶 1 52 51 61 SE 後 C J J -31 

南中道 5 104 86 103 N 後 A I K-41 丸岩 l 53 49 49 NW  削 B J J -32 
南中道 5 105 102 107 w 前 A I L -41 丸凶 1 54 66 62 s 則‘’ B J K-31 

南中道 5 106 83 94 SE 後 A I L-41 丸岩 I 55 57 65 後 B J K-32 

南中追 5 107 78 89 S 後 B I K-41 丸岩 l 56 108 106 N 後 C J I -31 

南中道 5 108 92 100 SE 別．． A I L ~41 丸岩 l 57 90 85 NE 削 C J I -33 
南中道 5 109 101 92 E 後 A I L-41 長さ十 a 丸岩 I 58 53 45 後 C J I -33 

南中道 5 110 98 104 E 
則.,. 

A I L -41 丸む l 59 47 55 後 B J J -33 
南中道 5 111 92 95 w 則‘’ B I M-41 丸岩 1 60 92 82 S 則．． B J J -33 
南中逍 5 112 87 90 w 後 B I N-41 丸岩 l 6l 95 100 S 後 C J I -34 

南中道 5 113 79 101 SW 後 A I 0-40 丸岩 l 62 107 112 N W  後 B J K-34 
南中道 5 114 86 81 N 則．． A I P-41 丸岩 」 63 125 123 HIJ B J J -34 

南中道 5 115 78 80 S 削 B I Q-40 丸岩 l 64 102 102 N 後 B J J -35 
南中道 5 116 97 107 E H‘’ IJ B I R -41 丸岩 l 65 1 0 l 101 SE Hヽ・IJ C J H-33 
南中道 5 ll7 70 89 N 後 B I T-42 丸岩 l 66 90 90 N W  後 C J H-33 

南中迅 5 118 110 115 SW 後 B I R-42 丸岩 l 67 62 67 後 B J I-l -34 

南中道 5 119 103 121 B H T-40 石脅型 丸岩 J 68 50 50 B J H-33 
南中追 5 120 109 110 B H R-38 石背型 丸岩 l 69 64 70 NW  後 C J H-33 
南中道 5 121 104 99 ーHヽ,IJ_ B I D-42 石音型 丸岩 l 70 62 69 SE 後 C J G-33 
南中道 5 122 99 109 後 A I G-35 石秤型 丸岩 J 7l 50 62 w 後 B J H-33 

丸岩 l l 98 103 All? C J U-28 丸岩 l 72 99 105 NW  後 C J H-32 

丸岩 l 2 106 119 NW  後 C J U-28 丸宕 l 73 104 105 SW 後 C J H-32 

丸岩 l 3 111 l l J SW 後 B J T-31 丸岩 l 74 42 4 l E B J H-31 

丸岩 l 4 74 63 N 後 C J S -32 長さ＋ a 丸岩 l 75 116 l l2 NE 前 B I S -38 

丸岩 l 5 67 66 w 後？ B J T-34 丸岩 l 76 96 106 S 則‘’ B I S -38 

丸岩］ 6 62 48 w 月1J C J T-34 丸岩 l 77 99 122 SE 後 B I S -38 

丸岩 l 7 85 90 SW 後 C J T-34 丸岩 l 78 105 117 NE 後 B I S -38 

丸岩 l 8 86 100 後 C 丸岩 l 79 110 105 SW -•H9ll ュ B I U-39 

丸 罪 l 9 92 92 N H．． IJ C J Q-35 丸岩 l 80 112 127 SW 則‘’ B I U-39 

丸料 l 10 125 140 E 月LJ C J R -33 丸岩 l 81 103 120 SW 後 B I U-39 

丸岩 l l l 88 102 N ．~ヽ LIJ▲ C J R-29 丸岩 l 82 96 109 SW  ・月"lj• C I U-39 

丸岩 l 12 130 80 N 後 C J Q-29 長さ ＋ G 丸岩 l 83 104 104 SW 後 C I W-39 

丸岩 l 13 82 73 w ．A9 9 1J ▲ B J N-30 丸岩 l 84 100 120 SW  C I V-40 

丸岩 l l 4 130 120 SE 前 B J N-30 丸岩 l 85 96 107 SW 後 C I W-40 

丸岩 l 15 121 113 w 後 C J 0-31 丸岩 l 86 88 88 N C I W-40 

丸岩 l 16 102 84 w 後 C J N-32 長さ＋ a 丸岩 l 87 92 102 N W  RIJう C I W-40 

丸岩 l l 7 100 90 E 則ヽ・ C J N ~32 丸岩 l 88 94 100 SE 後 B I V-40 

丸岩 l 18 109 104 S 削 C J N ~33 丸岩 l 89 123 123 SE 削 B I V-39 

丸岩 l 19 97 86 削 C J 0-33 丸岩 l 90 l l5 109 SW 後 A I V -39 

丸岩 l 20 91 - s 前 B J 0-35 長さ計測不能 丸宕 l 91 105 119 N W  後 B I V-38 

丸岩 1 21 82 75 w 後 C J P-34 丸岩 l 92 104 115 w 後 B I V-38 

丸岩 l 22 69 69 S C J L -35 丸岩 l 93 99 99 SW 削 B I V-38 

丸岩 I 23 l04 118 w 月.,LJ• C J K-36 丸岩 l 94 86 104 S 後 B IV ~39 

丸岩 l 24 92 92 SW H．． IJ C J L-34 丸岩 l 95 88 105 N 後 B I W-39 

丸岩 l 25 116 130 SW 則 B J K-34 丸岩 l 96 107 lO l SE 削 A I w ~39 
丸岩 I 26 110 107 SE 削．． B J K-33 丸岩 l 97 117 109 SE ーAIJ• B I W-39 

丸岩 l 27 115 111 w 後 B J K-33 丸岩 l 98 78 81 SW  後 A I W-39 

丸岩 l 28 102 138 w 後 B J K-33 丸岩 l 99 102 121 S 後 B IV ~38 

丸岩 I 29 124 150 SW 後 B J L-33 丸岩 l 100 101 125 SW  後 B I W-38 

丸岩 l 30 65 59 後 C J K-32 丸岩 l 101 120 120 NE 削．． B 
丸岩 l 31 100 123 NE 後 B J K-32 丸岩 l 102 114 104 SW  則．． B I W-39 

丸岩 l 32 119 119 月lj B J K-31 丸岩 l 103 96 100 S 後 B I W-39 

丸岩 l 33 101 110 SE 後 C J L-30 丸宕 1 104 102 102 N 月、!•J B I W-39 

丸岩 l 34 110 90 S 削 B J M-30 丸岩 l 105 102 102 S 則 B 
丸岩 l 35 98 98 NE H.,IJ • B J M-30 丸岩 l 106 80 80 S 削 B I X-39 

丸岩 l 36 107 115 w 後 B J K-30 丸岩 1 107 94 JOO SE 削‘’ B I X-39 

丸岩 l 37 122 107 S 削 B J K-30 丸岩 l 108 91 95 w 月1J B I X-38 

丸岩 l 38 104 84 N 別̀’ C J K-30 丸岩 l 109 91 116 NE 後 A I W-38 

丸岩 l 39 95 85 SW 削 B J K-29 丸岩 l 110 93 93 S 削 B I X-38 

丸岩 l 40 127 122 N 月̀‘’LJ▲ C J K-30 丸岩 1 111 115 99 S ―H‘’IJ • B I Y-38 

丸岩 l 41 78 82 NE 後 C J I -30 丸岩 l 112 ]04 110 S Hヽ・IJ B I Y-38 
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第 3章 FP層下面の調査

遺跡名 区 No. 幅 艮さ 方向 削後 保存度 グリJド 備 考 逍跡名 区 No 幅 長さ 方向 前後 保存度 グリソド 伽 考

丸 岩 l 113 83 103 E 後 B I Y-38 丸岩 2 45 92 111 s 後 C K N-27 

丸 岩 l 114 106 107 N 後 B 丸岩 2 46 99 102 NE 則．． C K P-26 

丸 岩 l 115 102 110 SW 後 A J C-37 丸岩 2 47 102 102 NE -削·~ B K 0-25 

丸 岩 l 116 109 109 w 則 A J C-37 丸岩 2 48 102 87 E ・則"・ B K 0-25 長さ＋ a 

丸 岩 l 117 105 105 E 前 A J C-37 丸宕 2 49 91 86 E Hヽ・IJ C K 0-25 長さ＋ a 

丸岩 1 118 100 100 SE 削 B J 0-37 丸岩 2 50 97 97 w _H•上IJ C K0-26 

丸 岩 l 119 J E-37 石脅型 丸岩 2 51 86 93 NW  後 C K0-26 

丸岩 l 120 J E-37 石膏型 丸岩 2 52 JOO 110 N W  後 C KN-26 

丸岩 l 121 J E-37 石脅型 丸岩 2 53 97 97 SW H~I. J C KN-26 

丸 岩 l 122 J E-37 石脅型 丸岩 2 54 86 78 N W  後 B K 0~24 長さ＋ a 

丸岩 l 123 90 92 SE 削‘’ A 丸岩 2 55 90 76 NE 後 B K 0-24 

丸 岩 l 124 101 103 N 削 B 丸岩 2 56 104 104 N 前 A KM-24 

丸 岩 l 125 112 97 NE ・削ヽ,. B 長さ＋ a 丸岩 2 57 77 71 s 後 C KM-24 

丸岩 1 126 91 86 S 後 A 丸岩 2 58 99 99 ー則・ム C KM-25 

丸 岩 l 127 99 110 SE •則•• 9. B 丸岩 2 59 105 105 則̀  • C K K-24 

丸岩 l 128 105 84 SW 後 B 長さ十 a 丸岩 2 60 87 74 NE 削 A K L-25 

丸岩 1 129 113 113 S 則 B 丸岩 2 61 80 64 N 削• • C KM-26 長さ＋ a 

丸 岩 l 130 102 112 NW  後 B 丸岩 2 62 84 76 則̀  • C KM-25 

丸岩 1 131 118 105 NW  則 A 丸岩 2 63 82 93 N 後 C KM-26 

丸 岩 1 132 109 108 SW 則 A 丸岩 2 64 81 86 C K L-27 

丸 岩 l 133 117 126 N 後 B 丸岩 2 65 99 87 E 後 B K L-26 

丸岩 l 134 102 102 E MIJ C 丸岩 2 66 127 111 w 後 C K L-26 

丸岩 1 135 107 107 E 削 C 丸岩 2 67 90 107 s 後 C K K-27 

丸岩 l 136 94 94 w 後 A 丸岩 2 68 86 86 s 後 C K K-27 

丸岩 l 137 105 108 B J P-32 石背型 丸岩 2 69 109 95 w 一則‘,, B K L-27 

丸 岩 l 138 80 88 後 B J N-31 石脅型 丸岩 2 70 122 125 w 後 B KM-27 

丸 岩 2 l 125 132 S 削．． B K L-24 丸岩 2 71 122 105 SE ー則、,.
C K K-29 

丸 岩 2 2 92 110 N 削 B K L-25 丸岩 2 72 110 110 SE -削 C K L-29 

丸 岩 2 3 106 115 NW  後 B K L-24 丸岩 2 73 82 82 NE 後 C K J -29 
丸 岩 2 4 65 73 NW  後 A K L-29 丸岩 2 74 87 93 N 後 C K J -29 
丸岩 2 5 121 106 NW  則 A K P-30 丸宕 2 75 95 64 N H̀’ IJ C KI -29 長さ＋ a 

丸岩 2 6 107 107 w 月．．lj A K P-30 丸岩 2 76 74 74 N H‘’ II B KI -28 

丸岩 2 7 65 74 NW  後 A K P-30 丸岩 2 77 88 95 SW  後 C KI -28 

丸 岩 2 8 66 67 NW  削~ • B K P-30 丸岩 2 78 84 90 w 後 B K J -28 
丸岩 2 9 97 97 w 則．． A K 0-30 丸岩 2 79 96 106 SE 後 B K J -28 
丸岩 2 10 104 102 削 C K 0-29 丸岩 2 80 106 106 SE 後 B K J -28 
丸岩 2 11 102 107 w 則．． B K Q-24 丸岩 2 81 105 120 N 後 C K K-24 

丸 岩 2 12 86 77 E 則ヽE 

B K Q-24 丸名 2 82 65 65 SW 削ヽ・ C K G-25 

丸 岩 2 13 101 92 則．． C KQ-24 長さ十 a 丸岩 2 83 l04 104 NE 削 C K G-25 

丸岩 2 14 100 113 NE 後 B K Q-25 丸 岩 2 84 97 88 NE 後 C K F-26 

丸 岩 2 15 102 107 NW  一月,,ll• B KQ-25 丸岩 2 85 102 102 NE 則ヽ・ C K G-27 

丸岩 2 16 102 120 N 後 B K Q-26 丸岩 2 86 81 75 NW  前う C K G-28 

丸 岩 2 17 110 117 削 C K Q-25 丸岩 2 87 70 80 NE 後 B K H-28 

丸 岩 2 18 83 91 E 後 C K Q-25 丸岩 2 88 82 85 SW 後 C K H-29 
丸 岩 2 19 74 74 NE 削‘’ B K Q-25 丸岩 2 89 l l8 118 E 則ヽ・ C K G-30 

丸 岩 2 20 70 70 SE 削 B KQ-26 丸岩 2 90 107 102 SW Hヽ・IJ C K H-31 

丸 岩 2 21 106 112 E 則．． A KQ-27 丸岩 2 91 86 91 SE 則 C K E-29 

丸 岩 2 22 98 104 w 削ヽ・ B KQ-26 丸岩 2 92 80 80 —月̀1IJ C K E-28 

丸 岩 2 23 85 103 後？ C KQ-26 丸岩 2 93 93 100 N W  前？ C K E-27 

丸 岩 2 24 l07 112 SW 後 B K Q-27 丸岩 2 94 92 8l SW 後 C K E-26 

丸岩 2 25 58 65 w 後 C K P-27 丸岩 2 95 109 108 SW 後 C K A-28 

丸 岩 2 26 108 116 E 月IJ A K Q-27 丸岩 2 96 80 85 N W  後 B K B-29 
丸岩 2 27 86 86 E 則．． B KQ-27 丸岩 2 97 102 98 N W  月．I．J B KA-30 

丸岩 2 28 71 71 SE 則 B KQ-27 丸岩 2 98 88 88 NE 月‘’rJ C K B-32 

丸 岩 2 29 93 97 NW  則 B KQ-27 丸岩 2 99 79 75 N 月．l．j C J Y-33 
丸岩 2 30 93 107 w 後 B KQ-28 丸岩 2 100 57 64 後 B J Y-33 

丸岩 2 31 85 85 w 則ヽ,. B KQ-28 丸岩 2 101 68 68 NE 前 C KA-32 

丸 岩 2 32 90 92 SW 則ヽ・ B KQ-27 丸岩 3 l 90 99 w 削 C K U-28 長さ十 a

丸岩 2 33 91 96 w 後 B KQ-27 丸岩 3 2 87 102 E 後 B K V-27 
丸岩 2 34 105 105 E Hヽ・IJ C K P-27 丸岩 3 3 98 105 S 則• • B K U-25 

丸岩 2 35 106 100 w 則ヽ・ B KQ-27 丸岩 3 4 81 72 w 後 A K U-24 長さ十 a

丸 岩 2 36 81 93 E 則• • C K P-28 丸岩 3 5 80 62 N 削 B K T-24 長さ十 a

丸岩 2 37 81 91 NE 後 C K P-28 丸 岩 3 6 114 109 S 則• • A K U-24 

丸岩 2 38 90 90 NW  削 B KQ-27 丸宕 3 7 102 115 E 後 B K U-23 

丸岩 2 39 lOl 109 w 前 C K P-28 丸岩 3 8 102 96 E 後 B K U-23 長さ＋ a 

丸岩 2 40 95 120 w 後 B K P-29 丸岩 3 9 87 92 E 後 A KW-23 

丸 岩 2 41 69 63 C K P-29 丸岩 3 10 100 100 N W  削 A KW-23 

丸 岩 2 42 101 90 N 月`I．J C K P-29 丸岩 3 11 87 102 NE 後 A K X-23 

丸 岩 2 43 111 111 w 月IJ C K P-30 丸岩 3 12 98 112 SW 後 A K X-23 

丸 岩 2 4 4 108 105 w 後 C K P-30 長さ＋ a 丸岩 3 13 97 116 N 後 B K X-24 
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第 5節 白井北中道遺跡

遺跡名 区 No. 幅 長さ 方向 削後 保存度 グリソド 備 考 遺跡名 区 No. 幅 長さ 方向 前後 保存度 グリッド 備 考

丸岩 3 14 l l2 l l6 SE 削 A K V-24 北中道 l 38 75 100 S 後 A MG-ll5 

丸 岩 3 15 110 106 SE 則．． B KW-24 北中道 l 39 62 80 w 後 A MG-115 

丸岩 3 16 97 90 w 削 A K X-24 北中道 1 40 94 110 S 後 A M H-116 

丸 岩 3 17 86 94 SW 後 A KW-25 長さ＋ a 北中道 l 41 61 75 SE 後 A MH-116 

丸岩 3 18 99 116 NW  一削 Ao KW-25 北中道 1 42 63 63 E 前 B MH-116 

丸岩 3 l 9 106 110 SW 削 A KW-25 北中道 1 43 88 107 SW 後 A MH-116 

丸岩 3 20 104 116 w 則 B KW-25 北中道 l 44 92 100 N 則 A MH-115 

丸 岩 3 21 100 116 N 則‘’ B KW-25 北中道 1 45 72 87 S 削．． A M G-115 

丸岩 3 22 83 106 E 後 B KW-27 北中道 1 46 67 77 SE 後 B M G-115 

丸 岩 3 23 92 102 S ―H‘’I一J B KW-27 北中道 1 47 108 115 w HヽI・J A M G-115 

丸 岩 3 24 91 92 N 郎̀’ A K X-28 北中道 1 48 117 117 w 則̀’ B M F-115 長さ＋ G 

丸 岩 3 25 114 93 NW  則 A K X-27 長さ十 a 北中道 l 49 70 70 E 削 B M G-115 

丸 岩 3 26 99 102 NE 後 A K X-25 北中道 l 50 60 75 S 後 A MG-115 

丸岩 3 27 108 105 S 月‘’lj B KW-23 北中道 l 51 69 83 N W  月ヽ・lj A M G-115 

丸岩 3 28 87 77 NW  後 B KW-23 北中道 l 52 60 82 N W  後？ A MG-115 

丸岩 3 29 102 106 w 後 B K Y-23 北中道 l 53 82 105 N -.削L A MG-115 

丸 岩 3 30 97 115 N 後 B L A-25 北中道 1 54 61 75 SW  月．．lj A MG-115 

丸岩 3 31 78 78 N 削 A L A-26 北中道 I 55 92 117 SW  月lj B MG-116 

丸岩 3 32 54 84 NW  後 B L A-26 北中道 1 56 59 83 S 後 B M G-115 

丸岩 3 33 74 85 w 即．． 
C L D-25 北中道 1 57 67 JOI N 後 A MI -116 

丸岩 3 34 100 107 NE 則 B L E-21 北中道 l 58 90 70 NE 削 A M J -116 長さ＋ a 

丸岩 3 35 97 100 S "則'・ B L F-21 北中道 l 59 56 67 w 後 A M J -116 

丸岩 3 36 96 96 N 則．． B L D-24 北中道 I 60 91 101 S 月ヽL・J B MI -116 

丸岩 3 37 63 79 E 後 B L D-25 北中道 l 61 92 115 SE 則ヽ・ A M J -115 
丸岩 3 38 85 91 N 後 B L D-25 北中道 l 62 89 100 N W  則̀’ A M J -115 
丸岩 3 39 86 95 NW  後 B K Y-24 北中道 l 63 81 91 N W  後 A M J -115 
丸岩 3 40 105 110 NW  前 A K Y-24 北中道 l 64 56 86 SE 後 A M J -115 
丸岩 3 41 95 105 S 則．． A KW-24 北中道 1 65 77 90 N W  削ヽ・ A M J -115 
丸岩 3 42 99 105 E 後 B K X-24 北中道 l 66 96 113 NE 後 A M J -115 
丸岩 3 43 102 112 N 後 A KW-25 北中道 l 67 63 81 S 後 A M J -115 
丸岩 3 44 85 86 SE 則‘’ B KW-26 北中道 l 68 92 92 NW  ー削• A MI -115 

丸岩 3 45 99 100 E 削 A KW-28 北中道 l 69 81 104 N 後 A M J -113 
丸岩 3 46 94 116 w 後 B K U-27 北中道 l 70 94 106 SW 則• • A MI -113 石粁型
北中道 1 1 80 80 w 後 B L X-118 長さ＋ a 北中道 l 71 76 95 N 後 A MI -113 

北中道 l 2 97 110 SW 後 A LY -120 北中道 l 72 94 104 E 後 A M J -113 
北中逍 l 3 72 100 NW  後 A MB-122 北中道 l 73 97 lll w 後 A M J -113 長さ＋ a 

北中道 l 4 71 92 S 後 A M B-121 No.4長さ＋ G 北中道 l 74 86 93 N 削 A M J -113 
北中道 l 5 63 70 SW 後 A MA-118 中央高まり有 北中道 1 75 85 98 w 後 A MI -113 

北中道 l 6 62 76 SW tt‘J’ J B MA-118 北中道 1 76 76 82 w 則• • A MI -113 

北中道 l 7 93 120 N MA-116 北中道 l 77 92 104 NE 月1J A MI -113 

北中道 l 8 59 86 NW  後 A L Y-118 北中道 1 78 90 105 N 後 A MI -114 

北中逍 l 9 92 114 S 後 B MA-117 北中道 l 79 93 103 N 後 A MI -114 

北中道 l lO 65 84 w 後 A MD-117 北中逍 l 80 67 77 w 削 A MH-115 

北中道 l 11 92 94 E 則ヽ・ A MD-119 北中道 l 81 84 84 N W  則ヽ・ B MH-115 

北中道 l 12 62 70 SW 後 A MD-119 北中道 1 82 72 90 N W  則ヽ・ B MG-115 

北中道 l l3 83 105 NW  後 B MC-122 北中道 l 83 58 64 SE 後 A MG-115 石膏型
北中道 l 14 99 105 NE 則．． A M B-119 北中道 1 84 89 82 NE 一則：ム A M G-115 

北中道 l 15 75 110 E 後 A M C-119 北中道 l 85 105 97 w 削• • A MH-117 

北中道 l 16 76 120 SW 後 A MD-119 北中道 l 86 110 115 N W  削 A MI -116 

北中道 1 17 65 72 S 即‘’ A MD-119 北中道 1 87 64 70 SE 後 A MI -116 

北中道 l 18 60 63 SW 削 A ME-119 北中道 l 88 92 116 s 後 A M I -116 

北中道 l 19 70 70 N 削`． A 北中道 l 89 63 83 NE 削ヽ~ A MI -116 

北中道 l 20 91 121 NW  後 A ME-118 北中道 l 90 67 75 N 削̀ • A MI -116 

北中逍 l 21 79 85 NE 後 B MD-117 北中道 l 91 57 74 s 後 A MI -116 

北中道 l 22 92 98 NE 則̀  • B MD-116 北中道 l 92 105 124 E 削 B MI -116 

北中道 l 23 88 99 w Hヽ・IJ B ME-117 北中道 l 93 84 79 SW  則̀  • A MH-117 長さ＋ a 

北中道 l 24 85 100 S 後 A ME-118 北中道 l 94 80 76 N 月lj B MI-117 長さ十 a

北中道 1 25 欠番 北中道 l 95 82 95 w 後 A MI -116 

北中道 l 26 87 105 S 後 A MH-118 北中道 2 l 95 97 SE 削̀’ A N C-116 

北中道 l 27 97 97 NW  削 A M G-118 北中道 2 2 90 100 SE 削̀' C N B-116 歩幅No3-67cm 

北中道 l 28 86 86 NE 則~. A MG-llS 北中道 2 3 96 103 SE 削 A N B-116 歩幅No.4-79cm

北中道 l 29 95 115 NW  後 B M F-116 北中道 2 4 95 98 SE ~~． IJ A N B-116 No.12-7cm、石膏

北中道 l 30 78 78 N 削 A M F-116 北中道 2 5 96 JOO SE 後 A N B-115 No.12-82、No.7-77
北中道 l 31 61 86 N 後 A MF-115 北中道 2 6 111 111 SE 即ヽ・ C N B-115 歩輻No.8-78cm 

北中道 l 32 64 84 s 削 A MF-115 北中道 2 7 91 102 SE 後 C N B-115 歩幅No.9-86cm 

北中道 l 33 76 9l s 後 B MF-115 北中道 2 8 96 100 E 則‘’ C N A-115 

北中道 l 34 61 80 s 後 A M G-115 北中道 2 9 89 106 SE 後 C N A-115 歩幅No.10-Slcm

北中道 l 35 64 75 NW  後 A M G-115 北中道 2 10 95 107 SE 後 A N A-115 歩幅No.ll-76cm 

北中道 l 36 73 84 s —月`,-lj A MG-115 石膏型 北中道 2 11 97 112 SE 後 A N A-115 

北中道 l 37 68 78 s 月ヽL・J A MG-115 北中道 2 12 計測不能
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第3章 FP層下面の調査

遺跡名 区 No. 幅 長さ 方向 前後 保什／斐 グリッド 備 名 辿跡名 区 No. 幅 長さ 方向 前後 保＃殷 グリjド 備 考
北中道 2 13 N B-1 l6 歩幅No.14-75cm 北中迎 2 83 9l 105 N 後 B M P-116 

北中逍 2 14 N B-116 北中道 2 84 89 102 SE C MP-116 

北中道 2 15 MS  -113 歩幅No.16-77cm 北中迎 2 85 94 l 0.l SE ーI、I ll B MP-116 

北中道 2 16 M S-J 13 歩幅Ko.17-69cm 北中逍 2 86 JOO 100 SE 前 A M 0-116 

北中道 2 17 94 100 NW  前 B MS  -113 歩輻No18-73cm 北中道 2 87 100 100 SE 前 B M0-116 

北中道 2 18 97 108 NW  削 A M S-114 歩幅No.19-7lcm 北中迅 2 88 115 110 E 則ミ£— B M 0-116 

北中逍 2 19 96 105 NW  削 A MS-114 歩幅No20-64cm 北中道 2 89 95 109 s 後 A M M-113 

北中道 2 20 90 95 NW  Hij B M S-114 歩幅No21-73cm 北中道 2 90 92 101 s 後 B M M-113 

北中道 2 21 94 100 NW  削ヽ・ A M S-114 歩幅~o.22 - 70crn 北中逍 2 9l 92 102 w 後 B M M-113 

北中逍 2 22 M S-114 北中道 2 92 106 120 NE  前 B M M-113 

北中道 2 23 M S-113 歩削恥o24-82cm 北中道 2 93 101 118 SE 削‘’ B M P-JJ5 

北中道 2 24 91 l l5 NW  後 A MS-113 歩幅No.25-72cm 北中誼 2 94 92 105 s 後 B M P-116 

北中逍 2 25 MS  -114 歩幅No26-7lcm 北中道 2 95 94 l lO SW  後 B MT-115 

北中道 2 26 M S-114 歩幅No.27-72cm 北中道 2 96 89 89 E 後 B M V -113 長さ 十a

北中道 2 27 92 」06 NW  後 A MS-114 歩幅No.28-77cm 北中追 2 97 102 113 後 A N D-115 石音型
北中道 2 28 M S-114 歩幅No29-66cm 北中道 2 98 100 115 NE  ←廿、lj A ND~ 115 石背型
北中道 2 29 MS-114 歩幅No.30-77cm 北中追 2 99 104 118 N W  後 A N E-115 石蒻型
北中道 2 30 M S-114 北中道 2 100 107 125 E -則"・ A N E-116 石膏型
北中道 2 31 87 125 NW  後 C MT-115 歩幅~o . 32-63cm 北中迫 2 101 I IO 124 E 則ヽ・ B N E-116 石廿型
北中道 2 32 MT-115 北中道 2 102 78 90 後 B NE -116 石音型
北中道 2 33 94 103 S 後 A M T-114 北中道 2 103 84 93 E 前 B N E-116 石膏型
北中道 2 34 94 122 w 後 C ND-114 北中道 2 104 95 ll8 E 削 A N E-114 石脅型
北中道 2 35 97 96 w 削 B N D-114 長さ＋ a 北中道 2 105 101 116 S 前 A ND-114 石音型
北中道 2 36 93 126 w 後 B N D-115 北中追 2 106 110 ] 1 6 E 則ヽ・ A N D-115 石脅型
北中道 2 37 90 107 w 後 B N D-115 北中逍 2 107 99 110 B N E-116 石裔型
北中道 2 38 96 125 w 後 C N D-116 北中道 2 108 72 86 後？ B N E-ll5 石膏型十ウマ
北中道 2 39 116 117 E 則．． 

B N C-115 北中追 2 109 70 89 B N E-115 石科型了• ウマ

北中追 2 40 116 120 SE 則 B N C-116 北中道 2 110 95 122 後 A N E-115 石科型
北中道 2 41 100 107 NE  後 B N B-115 北中道 2 111 98 117 B N E~115 石秤型
北中道 2 42 116 ll 6 N 即ヽ・ B N B-ll5 北中迅 2 112 92 108 w B N D-114 石背型
北中道 2 43 95 95 SW  A~I. J B N A-115 北中道 2 113 7l 70 N B N D-114 石脅型＋ウマ
北中道 2 44 l 2l 116 E 削．． 

B N B-115 北中道 2 114 86 105 S 後 A N F-113 石行型
北中道 2 45 96 116 w 後 C N B-116 北中道 2 115 120 180 E 後 B N F-116 型取り～No127 

北中逍 2 46 94 112 S 後 C N A-115 北中道 2 116 107 130 E 後 A N F-116 歩輻No.l 18-88cm 

北中道 2 47 101 112 SW  後 B N A-115 北中道 2 117 109 120 E 削 A N F-115 歩幅No.119-9lcm

北中道 2 48 94 l lO SW  後 B MY-115 北中道 2 118 101 124 NE  後 A N F-115 歩輻No.122-87cm

北中道 2 49 92 97 w 前？ C MY~ll5 北中迫 2 119 112 122 NE  削 A N F-115 歩幅No.l 24-89cm 

北中道 2 50 87 98 w 後 A MY-112 北中道 2 120 112 132 w 後？ B N F-115 型取り
北中道 2 51 94 94 w 前 B MY-112 北中道 2 121 111 120 w 前？ B N F-115 型取り
北中道 2 52 96 ll 5 NW  後 A M X-112 北中姐 2 122 84 110 E 後 C N F-115 歩幅No125-83cm 

北中道 2 53 100 110 w -H"II • C MX-113 北中道 2 123 112 109 S 則‘’ B N F-115 型取り
北中道 2 54 96 96 NW  月ヽI・J A MW-112 北中迅 2 124 J 14 128 E 

則．． 
C N F-115 歩幅No126-82cm 

北中追 2 55 89 102 SW  後 A MW-112 北中道 2 125 104 113 NE  後 A N F-115 歩輻No128-68cm 

北中道 2 56 96 105 E 後 B MV-112 北中道 2 126 110 124 NE  即ヽ・ A N F-115 歩幅No.128-70cm

北中道 2 57 80 88 S 
削•• 

A MV-112 北中道 2 127 120 115 NW  則．． B N F-115 型取り
北中道 2 58 87 97 E 後 B M V-113 北中道 2 128 N F-115 前後の蹄重複

北中道 2 59 90 90 SE 
削．． 

B M U-114 北中迫 2 129 N F-ll4 前後の蹄重複

北中道 2 60 97 97 S 削 B MV-ll3 北中逍 2 130 後 N F-114 歩幅No.129-86cm

北中道 2 61 100 100 SE 前 A M T-113 北中道 2 131 
則••. N F-114 歩幅No.129-89cm

北中道 2 62 109 109 SE 
削., 

A MT-113 北中追 2 132 
-則9. 9. 

NF~ 114 歩幅No.131-79cm 

北中道 2 63 104 ]]] SE 後 B MT-113 北中道 2 133 後 NF -114 歩幅No130-83cm 

北中道 2 64 104 110 NE  ー削立• A MU-113 北中道 2 134 N F-114 前後の蹄重複

北中道 2 65 102 106 N 後 B MU  -113 北中追 2 135 109 109 E 削 A N G-114 歩幅No.13H9cm

北中道 2 66 80 80 NE  後 B M U-113 北中道 2 136 82 104 E 後 A N G-114 歩詣No138-77cm 

北中道 2 67 97 100 w 後 B M U-113 北中道 2 137 109 125 E 前 N G-113 歩幡No.139-79cm

北中道 2 68 105 122 SW  後 C M U-114 北中迎 2 138 97 120 E 後 N G-113 歩輻No.l 40-82cm 

北中迎 2 69 103 103 S A・ I• J A MT-113 北中道 2 139 112 125 E 前 N G-113 

北中道 2 70 104 116 E 後 B M S-115 北中道 2 140 92 115 E 後 N G-113 

北中道 2 71 84 92 SE 後？ B M R-114 北中道 2 141 102 127 E 則ヽ・ N G-113 

北中道 2 72 81 92 SE 後 B MR-114 北中道 2 142 9J 114 w 後 A N E-116 

北中道 2 73 95 101 NE  
削．． 

A M0-113 北中道 2 143 90 l08 NE  
ー則、,_

B N E-116 

北中道 2 74 93 93 S 後 A MN-113 北中道 2 144 104 122 E Hヽ・IJ A N E-116 

北中道 2 75 92 92 SW  後 B MN-113 北中逍 2 145 74 83 E 後 A NE  -115 

北中道 2 76 90 97 SW  B MN-113 北中道 2 146 92 102 E 前 A N E-115 

北中道 2 77 94 108 SW  後 A MN-113 北中道 2 147 107 123 E 削ヽ・ A N E-115 

北中道 2 78 l 06 106 SE 削 A MM-ll3 北中道 2 148 91 92 E 後 B N E-115 

北中道 2 79 92 112 SW  後 A M0-115 北中道 2 149 84 104 w 後 A N E-114 

北中道 2 80 94 l ] 6 SE 後 A MP~ 115 北中迎 2 150 l 04 130 w rirJ A NE-l]4 

北中氾 2 81 92 107 SE 後 B M P-116 北中道 2 151 l04 126 -H9. I•. I B N E-114 

北中道 2 82 108 108 w 削ヽ9 B M P-116 北中道 2 152 119 140 別．． 
A N E-114 
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第 5節 白井北中道遺跡

遺跡名 区 No. 輻 長さ 方向 HヽIJ ｛9友し 保存度 グリッド 備 考 直跡名 区 No. 幅 長さ 方向 前後 保存）支 グリッド 備 考

北中氾 2 153 102 102 w 後 A N E-114 北中道 4 27 87 96 後 B P L-86 
北中道 2 154 111 119 E 則．． A N E-114 北中道 4 28 94 99 NE 後 A 0 V-99 
北中追 2 l55 102 124 SW 削 A N D-114 北中道 4 29 106 118 w 後 B 0 U-99 
北中追 2 156 103 112 後 A N D-114 北中道 4 30 97 102 w 削‘’ B 
北中道 2 157 58 64 B N E-114 北中道 4 31 95 l06 w 削 B 0 T-100 
北中追 2 158 96 112 NW  後 A N E-113 北中道 4 32 104 117 w 則．． A PM-87 石音型

北中追 2 159 94 105 SW 前 A N E-113 北中道 5 l 72 84 w 後 B QM-71 
北中道 2 160 92 105 w 後 A N E-114 北中逍 5 2 108 113 S 一月9l—j B Q N-71 
北中迫 2 161 95 !09 NE 削 A NE-114 北中道 5 3 105 121 w 後 B Q N-71 
北中道 2 162 95 106 NW  後 A N E-114 北中道 5 4 110 118 NE 削‘’ B Q N-72 
北中道 2 163 100 111 SW 則•• A N E-114 北中道 5 5 104 120 S 

_則.,_ 
B Q N-72 

北中氾 2 164 102 130 E _則v — B N E-114 北中道 5 6 119 119 則‘’ C Q N-73 
北中道 2 165 111 130 NE 前 A N E-115 北中道 5 7 124 140 NW  後 B Q N-73 
北中道 2 166 103 118 B N E-115 北中道 5 8 92 104 N —則‘’一 A Q 0-73 
北中迎 2 167 105 105 SW .月.,lj• A N F-115 北中道 5 9 102 115 NW  後 A Q 0-74 
北中道 2 168 98 119 E 後 A N F-115 北中道 5 10 119 115 N 後 C Q N-74 
北中道 2 169 90 114 w 後 A N F-115 北中道 5 11 134 125 w 則．， B Q 0-74 
北中追 2 170 84 lOl NW  後 A NF -115 北中道 5 12 134 122 w 則ヽ・ B Q P-75 
北中道 2 171 92 118 w 後 A N E-114 北中道 5 13 133 133 w _則., B Q N-74 
北中道 2 172 100 l l 4 w ―則‘― A N E-114 北中道 5 14 133 135 E 則., B Q N-75 
北中道 2 173 98 116 w 後 A N E-114 北中道 5 15 105 115 SW 後 B Q L-73 
北中道 2 174 96 110 w 後 A N E-113 北中道 5 16 111 132 NE 後 C Q L-73 
北中道 2 175 89 114 w 後 A N E-113 北中道 5 17 96 108 S 後 B Q L-72 
北中道 2 176 96 109 E 後 B N E-114 北中道 5 18 100 117 N W  後 B Q K-72 
北中道 2 177 103 113 w -A'" IJ A N E-115 北中道 5 19 105 112 SW 則‘’ B Q K-71 
北中道 2 178 94 103 SE 

-削9.9. B N E-116 北中道 5 20 133 118 N 後 B Q K-71 
北中道 2 179 108 l 2 6 削 A N F-115 北中道 5 21 119 119 削．． B Q J -72 
北中道 2 ]80 112 137 E ＿H．上IJ A N F-113 北中道 5 22 96 109 SW 後 A Q J -72 
北中道 2 181 86 100 E 削̀’ A N F-114 北中道 5 23 106 110 w 後 A Q J ~72 
北中道 2 182 102 124 E B N F-113 北中道 5 24 102 107 S 後 A Q K-72 
北中逍 2 183 60 70 E A N G-113 子ウマ 北中道 5 25 83 106 SW  後 A Q K-71 
北中道 2 184 92 111 E 後 N F-113 北中道 5 26 97 104 ．H．ムII B Q K-71 
北中道 2 ]85 87 109 w 後 A N F-113 北中道 5 27 108 105 w H．． IJ B Q K-71 
北中道 2 186 63 70 A N G-114 子ウマ 北中道 5 28 96 102 E 後 B Q K-71 
北中道 2 187 98 131 w 後 A N G-114 北中道 5 29 90 99 SW 後 B QK-72 
北中道 2 188 107 129 削̀’ A NG~ 114 北中道 5 30 97 115 S 前 B Q L-72 
北中道 3 1 130 148 S 後 A NW-110 北中道 5 31 94 100 S 則., B Q F-78 
北中逍 3 2 66 78 NW  前 A NU-110 北中道 5 32 99 99 N 削ヽ・ B Q L-73 
北中道 3 3 104 111 S 則．． B NU-110 北中道 5 33 112 115 w 則 A Q L-73 
北中道 3 4 90 101 SE 削 C N U-110 北中道 5 34 98 106 S 後 A Q L-73 
北中道 3 5 91 108 NW  後 B NU-110 北中道 5 35 108 108 N 則ヽ・ A Q L-73 
北中道 3 6 107 112 NW  -則'" B N Y-108 北中道 5 36 109 115 則• • B Q L-74 
北中述 3 7 89 89 w 削 B N V-105 石膏型 北中道 5 37 102 102 E 削ヽ・ A QM-75 
北中道 3 8 88 93 NW  後 B N V-105 石音型 北中道 5 38 111 115 SE ・則・,L・ A QM-75 
北中道 4 l 109 113 SE 後 A PM-84 北中道 5 39 116 107 N 後 A Q L-75 
北中道 4 2 100 116 SE 別．． B PM-84 北中道 5 40 107 103 s 削 A QM-75 
北中道 4 3 104 105 SE 削 C PM-84 北中道 5 41 119 121 NE —則’L B QM-75 
北中道 4 4 97 107 前？ C P N-84 北中道 5 42 87 98 N 後 A QM-75 
北中道 4 5 103 101 w 後 C P N-85 北中道 5 43 l l l 111 s 月lj A 
北中道 4 6 52 68 w 後 A P N-86 子ウマ‘) 北中道 5 44 109 122 w 後 A QM-76 
北中道 4 7 92 120 NW  後 B P 0-87 北中道 5 45 94 110 SW 後 B QM-77 
北中道 4 8 96 107 SW 後 C P 0-87 長さ士 a 北中追 5 46 90 90 w 削 B Q L-77 
北中道 4 9 103 110 SW 印 A P P-87 北中道 5 47 105 103 w 削‘’ C Q L-77 
北中逍 4 10 107 118 S 後 B P P-89 歩幅No.ll-90cm 北中道 5 48 99 110 NE 後 A Q K-77 
北中道 4 11 120 135 N H‘I’ J B P P-89 北中道 5 49 107 l25 後 C Q K-77 
北中道 4 12 123 128 S Aヽ・IJ B P 0-89 北中道 5 50 107 124 s 削‘’ A 
北中道 4 13 125 130 NW  後 B P 0-89 北中逍 5 51 100 llO 後？ C QM-76 
北中道 4 14 108 130 NW  後 B P 0~89 歩幅No.!6-90cm 北中道 5 52 103 117 s 後 B QM-75 
北中道 4 15 127 127 S -別9.2 B P N-89 北中道 5 53 105 103 SE 則̀’ B QM-75 
北中道 4 16 111 118 w 後 B No.14と対 北中道 5 54 105 105 N 削‘’ B QM-75 
北中追 4 17 l26 120 S 前 B P N-88 長さ十 a 北中道 5 55 96 119 SW  後 A QM-75 
北中道 4 18 104 117 SW 後 A P M-88 長さ士 G 北中道 5 56 107 105 N ―則‘£ B Q J -73 
北中姐 4 19 107 114 S 後 A PM-88 北中道 5 57 97 105 N 前 B Q L-75 
北中道 4 20 107 117 S 後 A P L-88 北中道 5 58 115 115 N W  則ヽ・ A Q L-75 
北中道 4 21 116 124 w 後 B P L-88 北中道 5 59 97 l l5 N W  後 A Q K-73 
北中道 4 22 95 105 E 後 B P L-88 北中道 5 60 100 102 N 則ヽ・ A Q K-73 
北中道 4 23 84 93 NW  即‘’ B P L-88 北中道 5 61 107 107 N 削 A Q L-73 
北中道 4 24 106 106 S 則．． B P L-88 北中道 5 62 107 125 s 後 B Q J -73 
北中迎 4 25 80 97 S 後 B P I -92 北中道 5 63 llO 110 N W  則‘’ C Q J -73 
北中道 4 26 90 90 S 前 A PM-86 北中道 5 64 113 123 SE 後 B Q J -73 
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第3章 FP層下而の調査

遺跡名 区 No. 幅 長さ 方向 前後 保存度 グリ・Jド 備 考 遺跡名 区 No. 幅 長さ 方向 前後 保存度 グリJド 備 考
北中道 5 65 118 118 前 C Q J -73 北中迅 5 135 118 l23 SW 後 A Q C-82 
北中泊 5 66 104 109 s 後 A Q J -73 北中道 5 136 84 99 N 9 仮C： B Q B-82 
北中道 5 67 105 115 E 削 A Q I -73 北中jり 5 137 77 84 SE [．J． IJ B Q B-81 石行型

北中道 5 68 109 120 SW 則• 9・ B Q I -73 北中逍 5」38 113 118 SE rirJ B Q C-81 
北中道 5 69 117 130 w 後 A Q H-73 北中道 5 139 112 122 E 前 A Q C-81 
北中道 5 70 110 127 s 後 A 北中逍 5 140 81 88 N 一I I II B QC-8] 

北中道 5 71 105 99 S 前 C Q H-73 北中道 5 141 100 l05 NW  前 B Q B-80 
北中道 5 72 104 104 SE 後 C Q J -73 北中迫 5 142 105 113 SE 後 B Q 0-80 
北中道 5 73 106 106 SW 後 C QI -73 北中道 5 143 107 107 SW 則ヽ・ A Q B-81 
北中道 5 74 110 115 N 後 A Q H-73 北中道 5 144 127 123 w 前 B Q A-83 
北中道 5 75 113 l l3 w 削 B Q J -74 北中道 5 145 117 110 NE 11ヽ・11 B QA-83 

北中道 5 76 99 121 SW 後 B Q J -74 北中道 5 146 94 102 N 」削1 A Q B-82 
北中道 5 77 102 110 N 後 A Q J -76 北中道 5 147 172 120 S D Q A-79 長さ 十a

北中道 5 78 97 97 N 削 B 北中姐 5 148 95 95 SW 後 A QA-79 長さ＋ a 

北中逍 5 79 91 107 S 後 A QI -76 北中道 5 149 114 124 SW 前 B QA-78 

北中道 5 80 110 116 N 則ヽ・ B Q I -74 北中道 5 150 115 107 w 後 B Q B-78 
北中道 5 81 115 102 NW  前 B QI -74 北中逍 5 151 95 100 N 削 A Q B-77 

北中道 5 82 94 94 w 則‘’ A Q H-74 5-No 84と 北中道 5 152 98 98 w 後 B Q B-76 
北中道 5 83 93 96 E HIJ B Q H-74 1,;J一個体？ 北中逍 5 153 101 111 SE C P Y-78 
北中道 5 84 97 105 w -削"・ B Q H-74 北中逍 5 154 98 107 S 後 B P Y-78 

北中道 5 85 127 127 E 則．． B Q H-74 北中道 5 155 85 95 E 後 A P Y-79 与真Nol 
北中道 5 86 98 105 N 後 B Q H-74 北中道 5 156 104 104 N W  則．． B P X-79 

北中道 5 87 110 110 w 前 B Q H-75 北中道 5 157 104 ll6 E 後 B 
北中道 5 88 112 122 w 後 A Q H-75 北中道 5 158 97 97 w ← 削 B P X-81 

北中道 5 89 l l l 110 SE 後 B Q H-75 北中辺 5 159 99 99 SW 後 B P X-81 長さ十 a

北中道 5 90 73 73 SW 削• • B QI -76 北中道 5 160 104 100 SW ―H‘上llュ A 
北中道 5 91 112 ll9 SW 削 B Q H-76 北中道 5 161 95 90 SE 前 A P X-81 

北中道 5 92 99 92 E —削̀・ • • B 北中迎 5 し62 99 100 NE 則‘’ B P Y-81 

北中道 5 93 95 95 S 則̀' B QM-76 北中道 5 163 97 100 SW 後 B P Y-82 

北中道 5 94 108 116 N 後？ C Q G~79 北中道 5 164 107 107 SW 則`・ B P Y-82 

北中道 5 95 109 110 SW 後 B Q G-79 北中逍 5 165 104 110 S 後 A P Y-83 

北中道 5 96 116 116 S 月ヽ・LJ A Q F-78 長さ十 a、2個 北中道 5 166 95 95 w 則• • B P Y-83 

北中道 5 97 86 100 w 後 A Q F-76 重複 北中迎 5 167 105 100 S 則ヽ・ B P X-83 長さ十 a

北中道 5 98 95 105 S 後 B Q F-76 北中道 5 168 9l 96 N 削 A P X-85 
北中道 5 99 105 111 C Q G-79 北中道 5 169 97 103 N 前 A 
北中道 5 100 88 110 S 後 B Q G-79 北中道 5 170 94 85 SW ・則''・ B P V-83 長さ十 G

北中道 5 101 103 125 S 後 B Q F-76 北中道 5 171 115 115 S Hヽ・IJ B P V-83 
北中道 5 102 98 120 N 後 B 北中道 5 172 123 120 SE 則ヽ・ A 
北中道 5 103 106 130 NE 則．． B Q F-75 北中道 5 173 92 87 N W  _H., II B P V-83 

北中道 5 104 88 100 w 削 A Q G-74 北中道 5 174 112 112 w 削ヽ・ B PW-84 

北中道 5 105 122 122 E -則9 9- A Q G-74 北中道 5 175 114 115 SW 則 B 
北中逍 5 106 110 120 N 則．． B Q G-74 北中道 5 176 116 116 NE 削． A P V-82 

北中道 5 107 114 114 NW  削 A 北中道 5 177 125 130 N 後 B 
北中道 5 108 91 91 SW 前 B 北中道 5 178 114 114 S 後 B P V-82 

北中道 5 109 94 101 SW 後 B Q E-76 北中道 5 179 107 107 N -削"・ B 
北中道 5 110 108 108 SW 後 A Q E-76 北中追 5 180 110 117 SE 後 B P V-82 

北中道 5 111 92 97 E 則．． A Q E-77 北中道 5 181 117 120 SE 一則ぇ・・ B P V-82 

北中道 5 112 85 85 NW  H̀' IJ B Q E-78 北中道 5 182 125 137 w 後 B PW-82 

北中道 5 113 89 91 S 削 A Q D-78 石秤型 北中道 5 183 107 115 N W  則ヽ・ B 
北中道 5 114 99 99 NW  削．． B Q D-79 北中道 5 184 105 120 w ―則̀  ~ •. B PW-81 

北中逍 5 115 100 87 NW  後 B 長さ＋ a 北中道 5 185 94 l06 S 後 A 
北中道 5 116 104 114 w 後 A Q E-79 北中道 5 186 lJO 105 SW 削ヽ・ A PW-78 
北中道 5 117 107 93 NW 則̀’ A Q F-79 北中道 5 187 110 124 NE 後 B PW-79 

北中道 5 118 112 120 N 後 B Q E-80 北中道 5 188 120 135 SE 後 B P V-80 

北中道 5 119 113 110 w 後 B Q E-80 長さ＋ a 北中道 5 189 88 98 S 後 B 
北中道 5 120 105 115 S 後 B Q D-80 北中道 5 190 82 85 N W  後 B PW-80 

北中道 5 121 107 107 SW 削 B Q 0-80 北中道 5 191 101 111 N 後 A 
北中道 5 122 103 103 S -月ZLJ A Q 0-80 北中道 5 192 123 136 E 後 A 
北中道 5 123 120 120 NW 即ヽ9 C Q 0-75 北中道 5 193 103 86 w -則」 B 長さ＋ a 

北中道 5 124 120 120 N 即‘’ C Q E-75 北中道 5 194 84 90 N 後 B PW-81 

北中逍 5 125 113 132 w 後 C Q D-75 北中道 5 195 97 107 SW 後 B PW-81 

北中道 5 126 105 108 S 削‘’ A Q D-76 北中道 5 196 98 90 SW 後 B PW-80 

北中逍 5 127 104 105 w 削 A Q D~76 北中道 5 197 107 70 w 後 B 
北中道 5 128 88 123 N 月LJ B Q B-77 5-No.129と紐 北中逍 5 198 106 90 S 前？ B P V-81 長さ十 a

北中道 5 129 82 91 N 後 B Q B-77 北中道 5 199 95 100 SW -削•4 B P U-80 

北中道 5 130 102 106 SW 削 A Q C-77 北中道 5 200 117 117 SW 別ヽ・ A P U-80 
北中道 5 131 104 120 SW 後 B 北中道 5 201 75 80 w 後？ B P U-80 

北中道 5 132 104 110 S 後 C Q D-80 北中道 5 202 115 115 N W  ー則、 A P V-82 

北中道 5 133 102 115 NW  後 A Q D-80 北中道 5 203 115 127 N W  後 A P U-82 石音型

北中道 5 134 101 120 N 後 A Q E-80 北中道 5 204 116 116 SW 後 B P U-82 長さ＋ a 
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第 5節 白井北中道遺跡

遺跡名 区 No. 幅 長さ 方向 削後 保存度 グリッド 備 考 遺跡名 区 No. 輻 長さ 方向 前後 保存段 グリソド 備 考

北中道 5 205 104 104 SE HIJ A 北中道 6 45 120 120 NE R N-59 
北中道 5 206 103 123 E 後 B 北中道 6 46 105 110 NW  R N-59 
北中道 5 207 107 107 w 後 B P U-82 北中道 6 47 105 110 NW  R N-59 
北中氾 5 208 110 110 SW ーH、IJ A P V-83 北中道 6 48 105 110 S RM-59 
北中道 5 209 110 112 SE H‘’ IJ A P V-83 北中道 6 49 120 120 SE RM-59 
北中道 5 210 96 116 S 後 B P V-83 北中道 6 50 100 125 E RM-59 
北中逍 5 211 ll8 123 E —則̀’ー B P S-81 北中道 6 51 100 100 SE RM-59 
北中道 5 212 107 107 SE 即‘’ B P T-81 北中誼 6 52 90 90 NW  RM-59 
北中道 5 213 103 103 SW 即 A PW-83 北中道 6 53 110 120 SW RM-59 
北中道 5 214 110 114 w eJ則→ A 北中道 6 54 110 JOO SW RM-59 
北中道 5 215 62 65 B QA-77 おそらくウマ 北中道 6 55 llO 110 S RM-59 
北中逍 5 216 115 117 NW  

＿則ヽ,. B P S-80 北中道 6 56 110 110 E RM-59 
北中道 5 217 119 119 w 則‘’ B P S-81 北中道 6 57 100 100 NW  RM-58 
北中道 5 218 108 l l3 S 削 B 石脅型 北中道 6 58 llO 110 N RM-58 
北中道 5 219 103 121 N B Q F-76 石脅型 北中道 6 59 115 120 w RM-58 
北中道 5 220 100 125 N 後 A Q F-75 石秤型 北中逍 6 60 100 120 E RM-58 
北中道 5 22] 117 128 S 則ヽ・ B Q F-75 石脅型 北中道 6 61 115 130 SE RM-58 
北中逍 5 222 100 112 NE 前 A QI -78 石腎型 北中道 6 62 90 100 NE RM~5S 
北中道 5 223 94 106 N 後 A Q H-75 石秤型 北中道 6 63 115 120 NE RM-58 
北中逍 5 224 102 96 NW  則ヽ・ A 石膏型 北中道 6 64 90 110 E RM-57 
北中道 5 225 l l3 114 N 前 A Q L-75 石音型 北中道 6 65 90 100 E R L ~62 
北中道 5 226 113 114 w 則~. A QM-75 石秤型 北中道 6 66 110 90 SW R L-62 
北中逍 5 227 93 103 N 後 A Q A-82 石膏型 北中道 6 67 100 115 S R L-63 
北中道 5 228 102 113 SW 削ヽ・ B Q E-80 石秤型 北中追 6 68 100 100 SE R L-63 
北中道 5 229 114 114 削 A Q D-78 石秤型 北中道 6 69 100 100 E R L-63 
北中逍 5 230 101 105 S 前 B Q D-78 石苔型 北中道 6 70 100 120 SW R L-63 
北中道 6 l 100 120 N R 0-61 北中逍 6 71 80 90 SW R L-63 
北中道 6 2 100 100 w RM-62 北中道 6 72 100 110 w R L-62 

北中迎 6 3 100 100 E R N-60 北中道 6 73 100 100 S R L-62 

北中道 6 4 95 110 NE R N-61 北中逍 6 74 115 120 S R L-62 
北中道 6 5 110 llO S R N-61 北中道 6 75 100 100 S R L-62 
北中道 6 6 90 90 NE R N-61 北中道 6 76 100 95 SW R L-62 
北中道 6 7 100 ] 0 0 SW R N-62 北中道 6 77 100 90 SW RM-62 
北中誼 6 8 90 90 N R N-62 北中道 6 78 100 100 NE RM-62 
北中道 6 9 110 110 SE R N-61 北中通 6 79 100 110 w RM-61 
北中道 6 10 140 135 N R N-61 北中逍 6 80 95 110 NE R L-62 
北中道 6 11 110 110 SW R N-61 北中道 6 81 75 85 E R L-61 
北中逍 6 12 95 llO S R N-61 北中道 6 82 100 110 NE R L-62 
北中道 6 13 115 115 E R N-61 北中道 6 83 95 90 w R L-62 
北中道 6 14 110 105 w R N-60 北中道 6 84 100 100 SW R L-61 
北中道 6 15 110 120 NW  R N-60 北中道 6 85 95 100 NE R L ~6 J 

北中道 6 16 110 110 SW R N-60 北中道 6 86 110 110 SW R L-61 
北中道 6 17 100 105 SW RM-62 北中道 6 87 90 120 S R K-61 
北中道 6 18 100 110 w RM-61 北中道 6 88 95 110 SE R K-61 
北中道 6 19 100 90 S RM-61 北中道 6 89 100 100 N R K-61 
北中道 6 20 100 100 S RM-61 北中道 6 90 90 90 NE R K-61 
北中道 6 21 110 120 SW RM-61 北中逍 6 91 90 100 NE R K ~61 
北中道 6 22 105 95 S RM-61 北中道 6 92 90 100 SW R L-61 
北中道 6 23 100 110 S R N-61 北中道 6 93 110 110 SW R K-61 
北中道 6 24 100 90 S RM-61 北中逍 6 94 100 llO w R K-60 
北中道 6 25 120 120 S RM-61 北中道 6 95 100 100 SW R K-60 
北中道 6 26 95 100 SE RM-60 北中道 6 96 100 100 N W  R K-60 
北中道 6 27 110 110 SE RM ~60 北中道 6 97 95 115 NW  R K-60 
北中道 6 28 85 90 SW RM-60 北中道 6 98 90 90 S R L-60 
北中道 6 29 110 110 S RM~60 北中道 6 99 100 95 E R L ~61 
北中道 6 30 100 100 NE RM-60 北中道 6 100 100 100 E R L-61 
北中逍 6 31 120 110 w RM-60 北中道 6 101 90 100 E R K-60 
北中道 6 32 110 110 NE RM-60 北中道 6 102 110 110 N W  R K-61 
北中道 6 33 100 100 SE RM-60 北中逍 6 103 95 100 SE RM~59 
北中道 6 34 115 110 E RM-61 北中道 6 104 120 120 w RM-59 
北中道 6 35 110 100 SW RM-61 北中道 6 105 JOO 110 N W  R L-59 
北中道 6 36 90 90 S RM-61 北中道 6 106 110 110 E R L-59 
北中逍 6 37 110 120 SW R N-59 北中道 6 107 95 100 SW RM-59 
北中道 6 38 85 100 SW R N-59 北中逍 6 108 80 llO SW RM-58 
北中道 6 39 90 90 NE R N-59 北中道 6 109 100 110 S RM-58 
北中逍 6 40 100 100 SW R N-59 北中道 6 110 95 100 N W  RM-57 
北中道 6 41 110 130 SW  R N-59 北中道 6 111 95 105 w R L-57 
北中逍 6 42 100 110 SW R N-59 北中道 6 112 95 100 SW  R L-57 
北中道 6 43 115 120 SE R N~59 北中逍 6 113 105 90 SE R L ~57 
北中道 6 4 4 100 115 NW  R N-59 北中道 6 114 100 100 N W  R L-58 
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第 3章 FP層下面の調資

遺跡名 区 No. 幅 長さ 方向 前後 保存度 グリソド 備 考 逍跡名 区 No 輻 長さ 方向 前後 保存度 グリノド 備 考
北中道 6 l l 5 100 100 SW R L-58 北中道 6 185 90 95 SE R I -64 
北中道 6 116 105 110 SE R L-58 北中迫 6 186 85 90 SE R I -64 
北中追 6 117 90 100 E R K-58 北中道 6 187 100 110 NE R I -63 
北中道 6 118 100 95 NE R K-58 北中道 6 188 110 105 SE R I -63 
北中道 6 119 85 100 E R K-57 北中迫 6 189 100 100 N R H-63 
北中道 6 120 100 100 NE R K-58 北中道 6 190 90 95 SE R H-64 
北中道 6 121 95 100 SE R K-59 北中道 6 191 90 l00 SE R H-64 
北中道 6 122 110 90 E R K-59 北中逍 6 192 100 110 E R H-64 
北中逍 6 123 95 80 SE R K-59 北中道 6 193 105 100 SW  R H-64 
北中道 6 124 90 90 SE R K-59 北中道 6 194 100 80 E R H-64 
北中道 6 125 95 90 NE R K-59 北中道 6 195 95 100 SE R H-64 
北中道 6 126 100 85 E R K-59 北中道 6 196 105 100 SE R H-64 
北中道 6 127 100 80 NE R K-59 北中氾 6 197 100 llO SE R H-64 
北中道 6 128 90 80 NE R K-59 北中道 6 198 100 100 s R H-63 
北中道 6 129 95 100 SW R K-59 北中道 6 199 100 90 NE R H-63 
北中道 6 130 90 110 E RM-57 北中道 6 200 100 110 w R H-62 
北中道 6 131 90 100 NW  RM-57 北中道 6 201 90 100 S R I -60 
北中道 6 132 100 120 E R L-57 北中逍 6 202 100 100 N R I -61 
北中道 6 133 115 110 SW R L-56 北中道 6 203 100 95 S RI -60 軽石を踏込む

北中道 6 134 100 100 SW R L ~56 北中逍 6 204 110 100 S R I -60 
北中道 6 135 100 JOO NE R L-57 北中道 6 205 80 90 NE RI -60 
北中道 6 136 95 100 SE R L-57 北中道 6 206 90 95 SW RI -60 
北中道 6 137 90 80 S R L-57 北中道 6 207 95 100 NE R I -60 
北中道 6 138 100 105 SE R L-57 北中道 6 208 100 105 E R I -62 
北中道 6 139 100 100 E R K-56 北中逍 6 209 85 100 NW R I -62 
北中道 6 140 90 90 SW R K-56 北中道 6 210 90 90 SE R H-62 
北中道 6 141 110 100 SE R K-56 北中道 6 211 105 90 SW R H-62 
北中道 6 142 105 llO E R K-64 北中道 6 212 100 90 N W  R H-61 
北中道 6 143 l lO 100 NE R J -64 北中道 6 213 110 90 SE R H-61 
北中道 6 144 110 110 NW R J -64 北中道 6 214 110 100 SW R H-61 
北中道 6 145 95 100 N R J -63 北中道 6 215 85 100 N R H-61 
北中道 6 146 80 90 S R J -63 北中道 6 216 105 100 S R H-62 
北中道 6 147 100 80 N R J -63 北中道 6 217 105 100 SE R H-62 
北中道 6 148 100 100 SE R J -63 北中道 6 218 95 100 SE RH ~62 
北中道 6 149 90 110 SW R J -63 北中道 6 219 100 110 SW R H-62 
北中道 6 150 90 90 SW R J -63 北中道 6 220 90 90 NE R H-61 
北中道 6 151 110 100 SE R J -63 北中逍 6 221 100 100 w R H-60 
北中道 6 152 90 90 SW R J -63 北中道 6 222 110 110 N W  R H-60 
北中道 6 153 110 110 SW R J -62 北中道 6 223 105 100 SW R H-60 
北中道 6 154 100 90 NW  R J -64 北中道 6 224 95 100 SW R H-60 
北中道 6 155 l00 100 E 後 R K-59 北中道 6 225 95 100 SW R I -59 
北中道 6 156 80 100 S R K-60 北中道 6 226 90 80 N W  R I -59 
北中道 6 157 90 80 NW  R K-58 北中道 6 227 105 100 SW R I -59 
北中道 6 158 100 85 S R J -58 北中道 6 228 100 100 SE R I -59 
北中道 6 159 90 100 SW R J ~58 北中道 6 229 90 90 N R I -59 
北中道 6 160 105 100 NW  RI -58 北中道 6 230 95 90 SE R I -59 
北中道 6 161 100 100 SW R I ~58 北中逍 6 231 100 100 SW R I -59 
北中道 6 162 90 100 NW R I -58 北中道 6 232 100 100 S R I -59 
北中道 6 163 105 100 w R I -59 北中道 6 233 105 110 S R I -59 
北中道 6 164 105 110 SE R K-58 北中述 6 234 95 100 SE R I -59 
北中道 6 165 90 100 w R K-58 北中道 6 235 90 100 w R I -59 
北中道 6 166 l05 100 NW  R K-59 北中道 6 236 95 80 N R H-59 
北中道 6 167 90 95 E R K-59 北中道 6 237 85 95 S R H-59 
北中道 6 168 100 105 NE R J -58 北中道 6 238 90 90 S R H-59 
北中道 6 169 90 90 NE R J -58 北中道 6 239 100 90 SE R H-59 
北中道 6 170 100 85 SW R J -58 北中道 6 240 85 90 SW R H-59 
北中道 6 171 110 110 S R J -58 北中道 6 241 80 95 w R H-59 
北中道 6 172 90 90 N R J -57 北中道 6 242 100 105 SW R H-59 
北中道 6 173 90 100 E R I -58 北中道 6 243 95 100 N R H-59 
北中道 6 174 90 90 S R I -59 北中道 6 244 100 100 NE R I -59 
北中道 6 175 90 80 SW R J -59 北中道 6 245 90 90 SE R I -58 
北中道 6 176 95 100 NW  R J -59 北中道 6 246 100 95 N R I -58 軽石を跨込む

北中道 6 177 100 110 SW R K-57 北中道 6 247 90 95 SE R H-58 
北中道 6 178 100 110 E R K-57 北中道 6 248 90 95 SE R H-58 
北中道 6 179 110 115 w R K-57 北中追 6 249 100 90 SE R H-58 
北中道 6 180 100 90 N R H-65 北中道 6 250 80 90 SW  R H-58 
北中道 6 181 100 90 N R H-65 北中道 6 251 90 100 S R H-58 
北中道 6 182 95 100 NE R H-65 北中道 6 252 100 100 SW R H-58 
北中道 6 183 100 JOO E R H-65 北中道 6 253 80 80 SE R H-58 
北中道 6 184 100 100 S R I -64 北中道 6 254 90 85 SE R H-58 
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第 5節 白井北中道遺跡

遺跡名 区 No. 幅 長さ 方向 即後 保存度 グリノド 備 考 造跡名 区 No. 幅 長さ 方向 削後 保存度 グリソド 備 考
北中道 6 255 95 90 w R H-58 北中道 6 325 90 95 w R G-60 

北中道 6 256 100 100 E R I -57 北中道 6 326 100 90 N W  R G-60 
北中適 6 257 100 100 NE RI -58 北中迎 6 327 100 100 NW  R G-60 
北中道 6 258 90 100 E RI -57 北中道 6 328 95 95 SW  R G-60 

北中道 6 259 100 110 SW RI -57 北中道 6 329 90 90 N W  R G-60 
北中道 6 260 100 100 NW  RI -58 北中道 6 330 100 110 SE R G-60 
北中道 6 261 95 100 SW R G-65 北中道 6 331 100 80 NE R G-60 

北中道 6 262 90 100 SW R G-65 北中道 6 332 95 95 E R G-60 
北中道 6 263 100 90 E R G-65 北中道 6 333 105 100 SW  R F-60 
北中道 6 264 120 100 S R G-65 北中道 6 334 100 100 N W  R F-60 

北中道 6 265 100 90 SW R G-65 北中道 6 335 110 100 SW  R F-60 
北中道 6 266 100 100 SW R G-65 北中道 6 336 100 95 E R F-60 
北中道 6 267 95 100 SE R G-65 北中道 6 337 95 105 SE R F-60 
北中道 6 268 90 90 SE R G-65 北中道 6 338 90 105 SW R F-61 
北中道 6 269 110 105 SE R G-65 北中道 6 339 110 100 SE R F-61 

北中道 6 270 llO 120 NW  R G-65 北中道 6 340 95 100 N R F-61 

北中道 6 271 100 110 SW R G-65 北中道 6 341 95 100 NE R F-61 
北中道 6 272 105 100 N R G-65 北中道 6 342 100 100 SW R F-61 

北中道 6 273 110 110 w R G-65 北中道 6 343 100 105 SW R F-61 
北中道 6 274 100 85 E R G-65 北中道 6 344 80 95 SW 後 R F-62 

北中道 6 275 110 90 N R F-65 北中道 6 345 90 90 NE R F-62 

北中道 6 276 105 85 S R F-65 北中道 6 346 95 90 S R G-59 

北中道 6 277 95 100 S R F-66 北中道 6 347 95 95 w R G ~59 
北中道 6 278 90 90 SW R F-65 北中道 6 348 100 100 SE R G-59 
北中道 6 279 100 120 E R F-65 北中道 6 349 90 95 N W  R G-59 

北中道 6 280 105 110 S R F-66 北中逍 6 350 100 105 SW R G-59 
北中道 6 281 105 110 SW R F-66 北中道 6 351 90 90 N R G-59 
北中道 6 282 100 110 NE R F-66 北中道 6 352 85 80 w R F-59 

北中道 6 283 85 100 NE R F-66 北中道 6 353 100 100 w R F-59 
北中道 6 284 90 90 NE R G-64 北中道 6 354 100 85 S R F-59 
北中道 6 285 100 llO NE R G-64 北中道 6 355 100 110 SW  R F-67 

北中道 6 286 90 85 E R G-64 北中道 6 356 110 120 N R F-66 
北中道 6 287 105 90 E R G-64 北中道 6 357 100 100 SE R F-66 
北中迫 6 288 100 80 N R G ~64 北中道 6 358 110 llO NE R F-65 
北中道 6 289 100 100 S R G-64 軽石を踏込む 北中道 6 359 100 100 NE R F-65 

北中逍 6 290 115 85 N R G-64 北中道 6 360 100 100 NE R E-65 
北中道 6 291 110 100 S R F-64 北中道 6 361 105 100 SW R E-65 軽石を踏込む

北中道 6 292 110 120 N R F-64 北中道 6 362 105 llO S R E-65 
北中道 6 293 80 JOO NE R F-64 北中逍 6 363 90 100 E R E-65 
北中道 6 294 100 105 SW R F-64 北中道 6 364 100 110 E R E-66 

北中道 6 295 95 JOO w R F-64 北中逍 6 365 100 110 SE R E-66 
北中道 6 296 85 105 NE R F-64 北中道 6 366 105 105 NE R E-66 
北中道 6 297 100 100 NW  R F-64 北中道 6 367 100 100 SE R E-66 
北中道 6 298 95 110 SW R F-64 北中逍 6 368 95 100 N R E-66 
北中道 6 299 95 90 NE R F-64 北中道 6 369 90 100 NE R E-66 
北中道 6 300 100 100 NE R F-64 北中道 6 370 llO 120 NE R E-66 
北中逍 6 301 100 110 NE R F-64 北中道 6 371 90 105 SE 後 R E-66 
北中逍 6 302 95 100 SW R F-64 北中道 6 372 85 100 SE 後 R E-66 
北中道 6 303 110 110 NW  R F-64 北中道 6 373 llO 110 SE 前 R E-66 
北中道 6 304 105 110 SW R F-64 北中道 6 374 120 115 E R E-66 
北中道 6 305 90 105 SW R F-63 北中道 6 375 105 90 S R E-66 
北中道 6 306 110 105 SW R F-62 北中道 6 376 105 100 E 前 R E-66 

北中道 6 307 90 90 S R G-62 北中逍 6 377 105 110 SW R E-66 
北中道 6 308 90 90 SW R G-62 北中道 6 378 100 110 NE R E-67 
北中道 6 309 90 100 SW R G-62 北中道 6 379 100 115 NW  R E-67 

北中道 6 310 100 100 NE R G-62 北中逍 6 380 95 105 E R E-67 

北中道 6 311 100 90 NW  R G-63 北中道 6 381 110 100 SE R 0-67 
北中道 6 312 110 100 S R G-63 北中道 6 382 95 130 E R D-67 

北中道 6 313 110 100 SW R G-62 北中道 6 383 90 105 NE R 0-67 
北中道 6 314 95 110 S R G-62 北中道 6 384 80 100 NE R D-66 
北中逍 6 315 105 110 SW R G-62 北中道 6 385 70 100 N R D-66 
北中道 6 316 100 100 E R G-62 北中道 6 386 100 120 E 後 R 0-66 

北中逍 6 317 100 90 N R G-61 北中逍 6 387 100 100 NE R D-66 
北中道 6 318 95 100 w R G-61 北中道 6 388 100 100 N 削 R D-66 
北中道 6 319 100 100 w R G-61 北中道 6 389 110 105 NE R D-66 

北中道 6 320 110 105 SE R G-61 北中道 6 390 90 80 S R D-66 
北中道 6 321 90 80 NE R G-61 北中道 6 391 100 90 NE R D-66 
北中道 6 322 90 85 NW  R G~61 北中道 6 392 120 100 N R D-65 

北中道 6 323 100 105 SW R G-61 北中逍 6 393 100 100 NE R D-65 
北中道 6 324 100 90 SE R G-61 北中道 6 394 90 100 NE R D-65 
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第 3章 FP層下面の調査

遺跡名 区 No. 幅 長さ 方向 前後 保存度
北中道 6 395 llO 105 S 
北中道 6 396 90 100 NW  
北中道 6 397 120 100 N 
北中道 6 398 100 100 NE 
北中逍 6 399 80 80 NE 
北中道 6 400 110 90 NW  
北中道 6 401 110 110 SW 
北中道 6 402 100 100 N 
北中道 6 403 100 100 N 
北中道 6 404 90 90 S 
北中道 6 405 105 80 SW 
北中道 6 406 105 110 w 
北中道 6 407 90 90 N 後

北中道 6 408 100 80 E 
北中道 6 409 100 95 SW 
北中道 6 4IO 120 120 NW  
北中道 6 411 100 80 w 
北中道 6 412 80 80 SW 
北中道 6 413 95 100 SE 
北中道 6 414 90 90 N 
北中道 6 415 90 90 E 
北中道 6 416 110 90 E 
北中道 6 417 105 80 SW 
北中道 6 418 90 95 SW 
北中道 6 419 100 100 SW 
北中道 6 420 100 85 NW  
北中道 6 421 110 100 NE 
北中道 6 422 100 100 NW  
北中道 6 423 100 100 NE 
北中道 6 424 100 100 NW  
北中道 6 425 100 110 NE 
北中道 6 426 120 110 S 
北中道 6 427 110 100 SW 
北中道 6 428 110 110 SW 
北中道 6 429 100 95 N 
北中道 6 430 90 90 SW 
北中道 6 431 115 130 NE 
北中道 6 432 100 100 E 
北中道 6 433 105 100 E 
北中道 6 434 110 llO N 
北中道 6 435 110 110 SE 
北中道 6 436 100 100 N 
北中道 6 437 105 105 SE 
北中道 6 438 100 105 E 
北中道 6 439 100 95 NE 
北中道 6 440 120 110 NW  
北中道 6 441 100 llO SE 後
北中道 6 442 100 90 NW  
北中道 6 443 105 110 SW 
北中道 6 444 95 120 S 
北中道 6 445 100 90 SE 
北中道 6 446 110 110 NE 
北中道 6 447 95 100 NE 
北中道 6 448 120 100 SE 
北中道 6 449 100 105 w 
北中道 6 450 105 105 NW  
北中道 6 451 105 110 NW  
北中道 6 452 100 llO SW 
北中道 6 453 95 100 SE 
北中道 6 454 110 110 SE 
北中道 6 455 115 120 NW  
北中道 6 456 100 95 SW 
北中道 6 457 110 110 w 
北中道 6 458 100 90 S 
北中道 6 459 105 110 NW  
北中道 6 460 110 105 S 
北中道 6 461 110 l lO NW  
北中道 6 462 105 110 NE 
北中道 6 463 110 105 SW 
北中道 6 464 100 110 SE 
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グリッド 備 考
R 0-65 
R E-64 

R E-64 
R E-64 
R F-62 

R F-61 
R F-60 

R E-60 
R E-60 
R E-60 

R E-61 軽石を踏込む

R E-61 
R E-61 

R E-61 
R E-61 
R E-62 

R E-62 
R E-62 
R E-62 

R E-62 
R 0-62 
R D-62 

R 0-61 
R 0-61 
R 0-61 

R 0-61 
R D-64 

R D-63 
R D-63 
R D-63 

R C-63 
R C-62 
R C-62 

R B-62 
R B-62 

R D-62 
R D-61 
R D-61 

R D-61 
R D-61 
R D-61 

R D-61 
R D-61 
R D-61 
R 0~60 
R C-60 
R C-60 

R C-60 
R C-61 
R C-61 

R C-61 
R C-61 
R C-61 

R C-61 
R C-61 
R C-61 

R C-61 
R C-61 

R C-61 
R C-62 
R C-62 

R C-62 
R C-62 
R C-62 

R B-62 
R B-62 
R B-61 

R B-61 
R B-61 
R B-61 

遺跡名 区 No 幅 長さ 方向 前後 保存度 グリソド 備 考
北中道 6 465 85 100 SE R C-62 
北中道 6 466 85 95 N R C-62 
北中道 6 467 100 100 E R B-62 
北中道 6 468 100 100 SE R B-62 
北中道 6 469 90 90 SW  R B-62 
北中道 6 470 100 100 E R B-61 
北中道 6 471 110 100 S R B-61 
北中道 6 472 90 80 SE R B-61 
北中道 6 473 100 90 S R B-61 
北中道 6 474 80 80 E R B-61 
北中逍 6 475 80 100 NE R B-61 
北中道 6 476 80 80 E R B-61 
北中道 6 477 110 130 N R B-61 

註

(1) 蹄跡の認定・計測については、北中道 6 区は大江正直氏•宮崎重

雄氏の指導を受け主に調査担当者が行い、それ以外は宮崎重雄氏に

依頼した。

(2) 幅、長さの単位はmm。

(3) 方向はつま先の向きを表す。

(4) 保存度は逍存状況についてABCの 3段階に分類した。 Aが最も

良好に残っており、蹄の形状をよく示している。

(5) 備考欄の「長さ ＋a」は、長さが計測値よりもやや長いことを意味

する。「歩幅No.3-67cm」は、その蹄跡とNo.3の蹄跡との歩幅が67cm

であることを示す。

計測風景



ヒトの足跡集計

遺跡名 区 No. 幅 長さ 方向 左右 グリソド 備 考
丸 岩 l l 90 210 S 右 J W-27 
丸岩 l 2 70 250 NE 右 J V-27 
丸 岩 l 3 70 230 NW  J V-27 
丸岩 l 4 100 260 E 右 J U-33 
丸岩 l 5 90 200 J V-30 
丸岩 l 6 90 240 J T-34 
丸岩 l 7 80 220 N 左 J S-34 
丸岩 I 8 90 240 SW  J R-31 
丸岩 l 9 llO 230 NW  右 J R-31 
丸岩 l 10 100 220 S 右 J P-32 
丸岩 1 11 100 230 w 右 J 0-32 
南中道 3 l 100 230 SE 左 G 0-51 
南中道 3 2 95 250 NE 右 G 0-49 
南中道 3 3 90 225 左 G 0-49 

南中道 3 4 90 225 右 G 0-49 
南中道 3 5 100 220 左 G Q-50 
南中道 3 6 90 220 E 左 G Q-50 
南中道 3 7 80 200 NE 右 G Q-50 
南中逍 3 8 80 210 NE G Q-50 
南中道 3 ， 80 200 NW  右 G Q-50 
南中道 3 10 100 240 w 左 G Q-50 
南中道 3 11 90 240 S 左 G Q-50 
南中道 3 12 90 230 N 左 G Q-50 
南中道 3 13 90 230 E 右 G Q-50 
南中道 3 14 90 210 N G Q-50 
南中道 3 15 100 240 NW  左 G P-51 

南中道 3 16 100 190 NW  右 G P-50 
南中道 3 17 80 230 G P-50 
南中道 3 18 90 230 SW  左 G P-50 
南中道 3 19 100 230 NE 右 G P-50 
南中道 3 20 100 250 NE 左 G P-51 

南中道 3 21 80 220 E 左 G P-50 
南中道 3 22 80 220 E 右 G P-50 
南中道 3 23 100 250 E 左 G P-50 
南中道 3 24 80 220 w 左 G P-50 
南中道 3 25 90 220 w 右 G P-50 
南中道 3 26 90 220 w 右 G P-50 
南中道 3 27 100 250 SW  左 G P-50 
南中道 3 28 100 250 N 右 G P-50 
南中道 3 29 100 230 G P-51 
南中道 3 30 100 230 w 左 G P-51 

南中道 3 31 100 250 w 右 G 0-50 
南中道 3 32 100 230 E G 0-50 
南中道 3 33 100 250 SW  G 0-50 
南中道 3 34 80 210 N 右 G 0-51 
南中道 3 35 70 190 NW  G 0-50 
南中道 3 36 90 200 N 右 G 0-50 
南中道 3 37 80 190 G 0-50 
南中道 3 38 100 250 s 右 G 0-51 
南中道 3 39 100 240 E 右 G 0-50 
南中道 3 40 90 220 NW  左 G 0-50 
南中道 3 41 100 250 N G 0-50 
南中道 3 42 100 230 NE G 0-50 

南中道 3 43 90 240 E 左 G R-49 

南中道 3 44 80 210 NE G R-49 
南中道 3 45 90 220 E 右 G R-49 
南中道 3 46 90 210 NE G Q-49 
南中道 3 47 100 200 NE G Q-49 

南中道 3 48 100 250 SE 左 G Q-49 
南中逍 3 49 60 120 G Q-49 
南中道 3 50 80 210 s 右 G Q-49 
南中逍 3 51 90 230 左 G Q-49 
南中逍 3 52 90 240 SW  G Q-49 
南中道 3 53 110 260 NE 右 G Q-49 

南中道 3 54 100 250 w 右 G 0-49 
南中逍 3 55 90 230 E 左 G 0-49 
南中道 3 56 90 250 G N-50 
南中道 3 57 90 240 SE G N-51 
南中道 3 58 90 240 NE 左 G N-51 

第 5節 白井北中道遺跡

遺跡名 区 No 幅 長さ 方向 左右 グリッド 備

南中道 3 59 90 260 N 右 G N-51 

南中逍 3 60 90 200 NE 右 G N-51 

南中道 3 61 70 220 S 左 G N-51 

南中道 3 62 80 230 E G N-50 

南中道 3 63 70 200 NE 左 G N-50 
南中道 3 64 110 230 NE 右 G N-50 

南中逍 3 65 90 240 w 右 G N-50 

南中道 3 66 80 240 G N-50 

南中逍 3 67 90 220 E 方 G N-50 

南中道 3 68 100 250 G N-51 

南中道 3 69 70 240 G I -52 

南中道 3 70 80 220 G G-53 

南中道 3 71 60 230 N G F-53 

南中逍 4 l 95 240 SW 左 H 0-43 A 
南中道 4 2 90 200 HQ-41 

南中道 4 3 90 230 S 右 H Q-41 

南中道 4 4 120 250 NE 左 H Q-41 

南中道 4 5 llO 300 SE H P-41 

南中道 4 6 90 240 NE H P-41 

南中道 4 7 100 220 NE 左 H0-41 

南中逍 4 8 110 250 N 左 H N-40 

南中道 4 ， 90 220 N W  右 H P-39 

南中通 4 10 NE 左 H Q-38 

南中道 4 11 SW 右 H K-46 石脅型

南中道 4 12 90 270 SW  HM~41 
南中道 4 13 90 220 SW  H B-49 

南中道 4 14 100 250 w H A-49 

南中道 4 15 90 230 w 左 HA-49 

南中道 4 16 80 270 S HA-47 

南中道 4 17 70 240 NE H A-49 

南中逍 4 18 100 280 N 左 G X-48 

南中道 4 19 80 240 SW  左 G X-49 

南中道 4 20 70 220 G X-49 

南中道 4 21 90 260 SE 左 G T-50 

南中道 4 22 90 250 NE 左 GW-48 

南中道 4 23 90 280 E 左 G V-48 

南中道 4 24 100 280 E 右 G V-48 

南中逍 4 25 80 240 w 左 G V-49 

南中道 4 26 90 250 NW  左 G V-49 

南中道 4 27 80 270 w 右 G V-48 

南中道 4 28 90 240 w 右 G U-48 

南中道 4 29 90 240 N G U-48 

南中道 4 30 90 260 NW  G U-48 

南中道 4 31 90 270 N ん G U-48 

南中道 4 32 llO 240 w 右 G U-48 

南中道 4 33 120 270 E 左 G U-49 

南中道 4 34 70 170 E 左 G U-49 

南中逍 4 35 80 200 NE 左 G U-49 

南中道 4 36 60 200 NE 右 G T-49 

南中道 4 37 70 260 SW  左 G T-49 

南中逍 4 38 100 250 S 右 G T-49 

南中道 4 39 90 250 w 右 G T-48 
北中道 2 l 105 228 w 右 N J -114 石脅型

北中道 2 2 120 248 w 右 N J -114 石音型

北中道 2 3 92 224 NE 左 N J -114 石秤型

註

(1) 足跡の認定・計測については調査担当者が行った。

(2) 幅、長さの単位はmm。

A. 遺存の状態の凡例

考
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第 4章

FA層上面の調介



第4章 FA層上面の調壼

第 1節調査方法と調査の概要

FA上面の調査方法

FA層の上面で、 FA降下からFP降下までの間の、

土地利用の痕跡の調査を行った。FAは6世紀第 1

四半期に、 FPは同第 2四半期にそれぞれ位置づけ

られているため、 （註 1)ほぽ四半世紀に限定された

時間幅の中で起きた諸現象を探る調査となる。これ

はFA上面およびFAとFPの間に残された土壌攪乱の

調査で、土壌を薄く削り、均等に面を下げながら痕

跡の観察を行った。当初は、 FP下面で畦状遺構が

あることから、畠の存在を考慮し、耕作の痕跡を探

すことを目的とした。さらに、この遺跡群に隣接し

た吹屋犬子塚遺跡で、 FP直下面の蹄跡よりも古い

段階の蹄跡の痕跡が確認され、この確認も調査項目

に加わった。

耕作及び蹄跡の痕跡については、平面確認を行っ

た後、 一部のものについて発掘をし、平・断面の観

察を行った。この調査を重ねていく過程で、 FA層

自体も一様な堆積をしていないことや、植物の根の

攪乱も多いことがわかり、痕跡の確認の際には土壌

の識別に細心の注意を払った。

調査年度を追うごとに、それまでの調査の不十分

な部分が明らかになり、調査項目が増していったた

め、 4遺跡 （白井二位屋・白井南中道 ・白井丸岩・

白井北中道）を通した記録としては不均質なものと

なっている。

FA上面の調査の概要

溝 白井二位屋遺跡 3区で 1条を検出した。 4遺

跡を通して、明確な遺構はこの溝だけである。

耕作の痕跡 耕作の痕跡はFA-FP間の土壌の下

部で、面を広げて確認をした。FA、褐色土、暗褐

色土が入り乱れる面で、帯状の暗褐色土が平行して

並ぶのが確認できた。さらに僅かに削ると、とぎれ

とぎれではあるが、幅が一定で片側の輪郭が明瞭な

長方形の連続として暗褐色土が残る。それについて、

暗褐色土を掘り上げてみたところ、片側が深くなり、

，，ー…～J・・＇

FA上面の調査風景 （丸岩 1区）
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断面観察では、連続して農具の刃先があたったよう

な鋸歯状になる例が確認できた。そこで、平面形で、

帯状に連続する幅の一定な長方形の窪みを耕作の痕

跡とすることとした。

しかし調査の過程で、平面形態だけでは他の痕跡

と区別が不可能な場合が生じ、その後は断面観察で

FAが削り取られている場合にのみ耕作痕とするこ

ととした。

古い蹄跡の痕跡 蹄跡の痕跡は、 FAの上面およ

び中位で確認した。この面で直径10cm前後の円形の

窪みが確詔でき、断面では、上方から圧力がかかっ

たためにFA層が変形しているのが確認できる。さ

らに、この位置の上位のFP下面に蹄跡が存在しな

いことから、これらはFP下面の蹄跡よりも古い別

の蹄跡と認定し、これらと FP下面で検出している

蹄跡とを区別するために、古い蹄跡と呼んだ。

FAの変形状況について、 FP下面のものと古い蹄

,ゞ.
'-,,,,..,,-.,.ベ9.”'マ“

第1節 調査方法と調査の概要

跡を比較したところ、 FP下面のものは、その圧力

が下位のFA面まで及んでFA上面を凹ませているも

のも 一部にあるが、ほとんどが僅かな変形である。

これに対して、古い蹄跡はFAの変形が相対的に大

きい。

耕作の痕跡 （南中道 5区）

FA上面に残る耕作の痕跡（丸岩 1区）
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第4章 FA層上面の調査

古い蹄跡は上層を削って確認するために、その踏

み込み面はほとんどがわからない。したがって、古

い蹄跡の残された時期については、 FP降下以前で

あること以外は判定できない。

また平面形態が円形のものでも、蹄跡の痕跡では

なく、 FAの降下の過程でFA中の軽石が既に堆積し

たFAにめり込んでクレーター状になるものや、浸

耕作の痕跡（北中道 2区）

蹄跡の痕跡の断面（丸岩 3区）

軽石の降下による FAの変形（北中道 3区）
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食による凹凸、植物の根による攪乱などがある。断

面を観察すると蹄跡と同一の変形がないため、識別

できる。

炭化物・焼士 FA上面およびFA-FP間の土壌中

の所々で、細かな炭化物や焼土が確認できる。

註 1)坂ロ 一 「火山噴火の年代と季節の推定法」 r火山灰考古

学」古今書院 1993 

2 
蹄跡の痕跡の断面（丸岩 3区）

FP下面の蹄跡の痕跡がFA上面まで残る （北中道 3区）

F A-F P間の土壌層中の焼土・炭化物（北中道 3区）



第 2節遺構

第 2節遺 構

白井二位屋遺跡 3区 1号溝

白井二位屋遺跡 3区で、幅50cmの溝を検出した。

走向はほぽ東西で、調査琶を横切るように直線的に

伸びるが、現在の村道を隔てた東側の区画では確認

できない。溝の底面はFA層の中間まで達しており、

傾斜はほとんどなく、埋土に砂層など水の流れを示

す土層はない。埋土にはFAを含み、 FPは含まない

ことから、 FAとFPの間の時期に位置づけられる。

立木痕と重複しており 、溝のほうが古い。断面Cで

は、溝がFA-FP間の土壌を掘り込んで作られてい

ることが確惚でき、溝の部分のみ黒色灰層が 2層あ

る。また、こ の溝からは遺物は出土しなかった。

C

[

 

fR ~ 71 

ー、―

79 

゜

DG 

DA 

立

CT 

十／CR-72 

CN 

CK ~ 

73 67 
CE 

25m 

゜
lm 

第271図 二位屋 3区 1号溝平面図
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第 4章 FA層上面の調査

＼ ｀上

7 5 
B
 

二位屋 3区 1号溝

1 暗褐色土

2 褐灰色土

3 褐灰色土

4 暗褐色土

5 にぶい褐色土

6 褐色土

7 褐色土

8 暗褐色土

9 黒色土

10 黒色土。

炭化物を多塁に含む。

FA、炭化物を若千含む。

FAに褐色土を若干含む。

炭化物を多量に含む。

7層に似るがFA含有誠が多い。

FAを多く含み、炭化物を若干含む。

FAを含む。

FAブロック・炭化物を多械に含む。

FA下黒色土にFAを多最に含む。

L=l87.40m 

0 50m 

第272図 二位屋 3区 1号溝断面図 1号溝断面C （西から）
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第 3節痕跡の調査

第3節痕跡の調査

耕作の痕跡 初期の調査例白井南中道遺跡 4区

白井二位屋遺跡から北中道遺跡に至るまで、多く

の調査区で行っているが、当初は一部で平・断面調

査を行ったのみで、他の大部分については平面確認

だけで耕作の痕跡と認定したため、耕作痕以外の様

々な窪みを耕作痕として記録してきた可能性があ

る。そのためすべての記録を掲載することは、誤解

を招く恐れがあるので、初期の調査例、中間の時期

の調査例、最終段階の調査例を示すこととする。

しかし、初期から最終段階を通じて断面観察の結

果、耕作の痕跡として認定できるものがあることか

ら、耕作の痕跡の存在は明らかである。

白井南中道遺跡 4区では、調査区域の 3割にあた

る部分で耕作の痕跡調査を行った。その中で最も明

瞭に確認できた地点がHK-45グリッド付近である。

この地点ではFA上面に近い土壌層下位で、暗褐色

土の帯状の筋が、 N-56°-Eの走向で平行に並ぶのが

確認できた。暗褐色土の帯の幅は約20~30cmで、断

面で確認したところ検出面からの深さは 3~5 cmで

ある。この窪みの底面はFA層の中間で終わってお

り、 FA層下の黒褐色土まで至っているものはない。

この地点はFP下の旧地表面では、畦状遺構から離

れた平坦な場所である。

...A_ L=l91.10m 

_!L L=l91,20m 

B3' 

B3' 

』ニ

B4 C3 

HK-4 5グリット付近の耕作の痕跡（東から）

ー

、
一

南中道 4区

~ L=l91.20m 上

」2_ L= 191. 20m ~" D' 
B3 -

B3 __.-0-: B3 

_L L=l91.20m E' 

ご
゜

50cm 

第273図 南中道 4区耕作痕断面図

293 



第4章 FA層上面の調査
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第274図 南中道 4区耕作痕平面 ・断面図
網掛け部分は黒褐色土および暗褐色土、白抜き部分は FAを示す。
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中間の時期の調査例 白井北中道遺跡 2区南半

白井北中道遺跡 2区の南半分では、全面にわたっ

てFA上面の調査を行った。大部分は平面確認のみ

で、 一部について発掘を行い、平 ・断面の調査を行

った。ここではそれらについて記載する。

＼．忍

第 3節痕跡の調査

2区中央部では、斜面の等高線に直行するような

走向で、幅20cm程度の暗褐色土の帯が確認できた。

FP直下からの土層断面を観察すると、鋸歯状の窪

みがあり、それらは15~25cm間隔で連続し、 FAを

3cm程掘り込んでいる。この深さではFAの上部を掻

Al L=J98.40m A2 

Al 

A3 L=l98.00m A4 

第275図 北中道 2区（南）耕作痕平面 ・断面図

矢印は耕作痕を示す。 ゜
50cm 
l 
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第4章 FA層上面の調査

き乱す程度で、その下位の黒褐色土までは至ってい

ない。

2区南西部の谷地形の底にあたり、 FP下面で畦

状遺構と道があった部分では、暗褐色土が全体的に

N-58°-Wの走向で検出できた。そのうちのMP-118

グリッドにあるものについて、発掘を行ったところ

平面確認では帯状であったものが、 4つの窪みの連

続となった。それらは幅15~20cm、検出面からの深

さは 3cmである。

A :0)[)こ
NC-14グリッド付近の耕作の痕跡（西から）

A L=l97.05m 

A' 

A' 

゜
25cm 

ヒmとヽ•一＜ヽ <T7 ▼ 1 1 ll ←9.  9 9 9 999 99 9 99“ 

MP-18グリッド付近の耕作の痕跡

0 2m 

第276図 北中道 2区（南）耕作痕平面 ・断面図
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第3節痕跡の調査

最終段階の調査例 白井北中道遺跡2区北半

白井北中道遺跡 2区の北半分では、全面にわたっ

てFA上面の調査を行い、すべての窪みについて断

面観察を行った。その結果、窪みとして平面確認し

たものの中で、耕作の痕跡の特徴を有するものは、

少ない。耕作の痕跡は幅15cm程で、断面形は片側が

深くなる三角形で、検出面からの深さは 4cm程であ

る。底面はFA層の中間で終わっている。

耕作痕1

L=l98.30m 

耕作痕2

L=l98.30m 

耕作痕3

L=l97. 90m 

A
_
 

B
 

c
 

B' 

C' 
2 

ロ` 三ニ

゜

A' 

25cm 

北中道 2区 （北）耕作痕

1 黒褐色土 FAプロソクを含む。

2 暗褐色土 FAを多く含む。

第277図 北中道 2区（北）耕作痕断面図

北中道 2区（北） FA上面検出状況（南から）

耕作痕 1断面

耕作痕 2断面（蹄跡の痕跡と異なり FAは変形しない）

NE-115グリッド付近痕跡確認状況（南から）
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第4章 FA層上面の調査
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第278図 北中道 2区（北）FA上面に残る痕跡（SM-1• SM-18)の断面図は第285図にあり 。
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第 3節痕跡の調査
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第 4章 FA層上面の調査

古い蹄跡の痕跡

白井丸岩遺跡、白井北中道遺跡の一部の調査区で

古い蹄跡の調査を行った。FA上面および FA中位で

直径10cm前後の窪みを平面確認し、さらに半裁して

断面観察を行い、古い蹄跡と認定している。平面確

認のみのもの、断面観察でFAの変形が僅かでFA自

体の乱れと識別のつかないものは底痕と呼び、区別

している。ここでは明瞭に痕跡が確認できたものの

記載と、古い蹄跡および底痕の分布状況を示す。

白井丸岩遺跡 3区 SM-56、SM-57

丸岩遺跡 3区の南部、 KT-125グリッドで確認し

た。円形の暗褐色土の窪みが 2つ重複しており、ウマ

が歩いたときの蹄跡の残り方に類似している。さら

に検出面はFA最下層のS-1ユニットの上面である

が、窪みの周囲にのみS-5、S-11ユニットが確認でき

る。このことは上位からの荷重による変形がFA層

にまで達していたことを示し、古い蹄跡の可能性が

ある。この資料については、発掘せずに切り取ってそ

のまま保管してあるために断面観察は行っていない。

丸岩3区SM-56、57平面

ll¥‘

＿
 

LH 

LE 

LB 

KX 

KU 

SM-64 
65 

31 28 25 22 KR 

゜
15m 

第280図 丸岩 3区蹄跡の痕跡分布図
調査区域の南部で、ややまとまる部分が 2カ所ある。

。

丸岩 3区SM-64、65断面

゜
10cm 

第281図 丸岩 3区蹄跡の痕跡(SM-56、57)平面図
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第 3節痕跡の調査

白井丸岩遺跡 3区 SM-64、SM-65

前述のSM-56、SM-57と70cmほど離れた地点で、

同様の 2つ重複した窪みを検出し、これについて断

面観察を行ったところ、 FAのS-5ユニットの変形が

確認できたため、古い蹄跡と考えた。また窪み部分

はやや明るい暗褐色土で埋まっており炭化物は含ま

ないが、その上位を炭化物を多く含む黒みを帯びた

暗褐色土が一様に覆っており、 FP下面の蹄跡とは

ある程度の時間差があると思われる。

白井北中道遺跡 1区 SM-4 

北中道遺跡 1区の南西部の、谷へ向かう斜面部で

検出した円形の窪みで、断面でFAの変形が明瞭に

確認できた。

125 

[、―

119 

MT 

MG 

MD 

MA 

LW 

第282図 北中道 1区蹄跡の痕跡分布図

調査区域の西壁沿いの谷に向かう緩い斜面部で、 2カ所まとま

りがある。

゜
15m 

北中道 1区SM-4断面

匝O]軽石質火山礫、石質火山礫

l ,  

塊状細粒石質火山灰

ロ細粒石質火llJ灰

ロロ細粒火山灰（火砕流堆積物）極細粒砂～シルトサイズ

細粒火IlI灰（火砕流堆積物）細粒砂サイズ

粗粒火山灰（火砕流堆積物）

ロニ］細粒石質火山灰(Hr-S-1)

二黒色細粒火山灰（土）層、いわゆる黒ボク土

゜
10cm 

第283図 北中道 1区蹄跡の痕跡(SM-4)断面図
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第 4章 FA層上面の調査
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第 3節 痕跡の調査

白井北中道遺跡 2区

この調査区の北半はFP下面で、畦状遺構を境に

して蹄跡が多く残存する部分と、全く検出できない

部分とに分かれていた。 しかしFA上面で古い蹄跡

を調査したところ、数は余り多くないが、FP下面

で蹄跡が確認できなかった部分でも、古い蹄跡を検

出することができた。

SM-1 

SM-18 

A L=l97. 90m 

A
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L=l97.80m 

．△ 
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-三 l0/

□s -ヱ
ク—-----

北中道 2区 (SM-l,SM-18)

］ 黒褐色土 FA粒を含む。

2 暗褐色土 ¢ I~3  mmのFAプロソクを含む。
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第285図

O 25cm 
I I 

北中道 2区蹄跡の痕跡（ SM-1, 18)断面図

平面ポイントは P298にあり。
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N
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北中道 2区（北）耕作痕および蹄跡の痕跡分布図

破線はFP下面の畦状遺構の位匿を示す。 IZ 
£) 
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第4章 FA層上而の調査

上記のもの以外で、古い蹄跡と認定した例、しな

い例を図と写真で示す。
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第286図 丸岩 1区（南東部）蹄跡の痕跡分布図

調査区域の全体にわた って散漫な分布を示す。
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第287図 北中道 3区蹄跡の痕跡分布図

調査区域の西半部で点々と確認できた。
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北中道 3区SM-4断面
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第 3節痕跡の調査
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北中道 1区SM-2、3平面
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第288図 北中道 4区（東部）蹄跡の痕跡分布図

調査区域の中央部で巣中して窪みが確認できた。これについて

は古い蹄跡と底痕を分離していない。

゜
15m 

丸岩 3区軽石による変形（平面形態は蹄跡と似る）

北中道 1区根による攪乱（平面形態は蹄跡と似る）

北中道 1区SM-2、3断面

北中道 1区SM-2、3完掘

北中道 1区円形の窪み 平面確認状況
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第 4章 FA層上面の調査

炭化物・焼士

第 3章「FP下面の調査」で触れたように、FP下

面を僅かに削ると、畦状遺構や古い畦状遺構の部分

で、細かな炭化物や焼土が土壌に混じる場合がある

が、それより下位のFA-FP間の土壌中およびFA上

面の所々でも、炭化物や焼土が確認できる。これら

は特に畦状遺構との関係は認められない。また、 1 

カ所に多量に炭化物や焼土が集中するわけでなく 、

焼土も土壌が変色している程度で硬化しておらず、

炉跡などの遺構と認定することもできない。

北中道 3区3号焼土断面

北中道 3区

2号焼土

3号焼土
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ー
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（
 

OG 

北中道 3区

1号焼土

1 にぶい黄褐色土 FA主体。

2 暗褐色土 焼士と炭を多く含む。
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2号焼土
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｀゚

2号焼土

l 褐色土 焼土プロ・ノクを多く含む。焼土の下部には

薄い黒色灰陪がある。

2 にぶい黄褐色土 FA主体で、炭を含む。

OA 

NW  

L=l99. 60m 

土 s-l l 4 
2 l 

3号焼土

言 ；上

］ にぶい黄褐色土

2 患褐色土

3 にぶい赤褐色土

4 にぶい黄褐色土

5 にぶい黄褐色土

3号焼土

炭を含む。焼土粒を少益含む。

灰層か？

焼土プロックを多く含む。炭と互展になる。

炭と焼土を少祉均ーに含む。

FAに1l!'iを少盆含む。

108 102 

゜
NT 

15m 

゜
50cm 

第289図 北中道 3区1号 ・2号 ・3号焼土平面 ・断面図
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南中道 5区 II ＼ 

第 3節痕跡の調査
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第290図南中道 5区、北中道 4区炭化物・焼土分布図

PA 

l
l
¥、一

OW 

91 OT 

南中道 5区IG-34グリッド炭化物 丸岩 2区焼土
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第 4章 FA層上面の調介
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第291図南中道 4区、丸岩 2区、丸岩 3区 炭化物・焼土分布図

北中道 3区FA上面の調査風景
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第5章

FA層下面の調査



第 5章 FA層下面の調査

第 1節 調査方法と調査の概要

FA下面の調査方法

FA上面の調査終了後、さらにジョレンでFAを徐

々に下げてFA下面で遺構の確認を行い、遺構を検

出した場合は詳細な調査を行った。FAの最下部の

ユニットは細粒の火山灰であるため、 FP下面の様

に制毛で掃いて旧地表面を傷めずに検出することは

できず、上記のような調査とな った。一部の区画で

のみ、 1B地表面を傷めずに検出することを試みた。

ジョレンでFAの大部分を取り除いた後、竹べらや

移植ごてを用いて 1日地表面を検出した。 しかしFA

下面は凹凸が激しく、 FP下面の様にウマの蹄跡の

認定はできなかった。凹凸が激しい理由の 1つとし

ては、 FA堆積後に変形を受けているためと考えら

れる (4章参照）。

FAは白井遺跡群の南ほど厚く堆積しており、北

へ行くほど薄くなる。火砕流の影響をより強く受け

た二位屋遺跡や南中道遺跡では、谷部分と微高地部

分でFAの層厚に差があるが、谷を埋めきる程では

ないため、 FA下面の地形は、 FP下面の地形とあま

り変化はない。

FA下面の調査の概要

遺構・遺物 南中道 1区では、炉跡の可能性のあ

る焼土を検出した。焼土から僅かに離れた地点で土

師器の甕が出土している。丸岩 2区では、調査区を

斜めに横切るような道を検出した。その他、はっき

り遺構とは言い切れないが、FP下面の畦状遺構の

下部にあたる部分で僅かな高まりが確認できるもの

や、性格不明の落ち込みなどを検出した。

また、南中道 5区では完形の土師器の対が単体で

出土し、北中道 5区では鉄鏃が 1点出土している。

倒木痕 FA災害時に、火砕流などにより倒され

た樹木の痕跡を多数確認した。これらは転倒した根

鉢の底部にまでFAが入り込んでいるためこのよう

に判断できる。確認面はFP下面 • FA上面であるが、

伺れた原因がFAであり、 FA降下直前に生育してい

310 

たものであるため、このFA下面の章で扱うことと

した。噴火口が遺跡の南西方向にあることから、樹

木のほとんどが東～北東方向に倒れており、 FA中

に幹が倒れた時に生じた細長い凹みが確認できる場

合がある。FAによる倒木は、 二位屋・南中道遺跡

で多く、北に行くにしたがって少なくなる。

立木痕 FA上面およびFA下面で確認した立木

で、根跡にFPを含まないものをこの章で扱う 。

ジョレンによる FAの除去（北中道 5区）

竹べら・移植ごてによる FAの除去（北中道 5区）

FA下面検出状況（北中道 5区）
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第5章 FA層下面の調査

第 2節遺構・遺物

白井南中道遺跡 l区 炉跡？

南中道 1区では、焼土を含む窪みを検出した。こ

の窪みの範囲は短軸45cm、長軸80cmの楕円形で、深

さは16cmであり、周囲の土壌も 一部で赤く焼けてい

る。ここから東へ約 2mの地点で、土師器の甕の破

片が散乱した状態で出土している。このような状況

から、この窪みは炉跡の可能性がある。当初は平地

式住居の可能性も指摘されたが、住居の範囲が不明

瞭で、断定するには至らない。また、焼土および周

辺の土壌について植物珪酸体分析を行っている (P

381参照）。

A
 

A' 

び`

゜
30m 

B
 

B' 

南中道 1区炉跡

1 黒色土

2 赤褐色土

3 暗赤褐色土

4 赤橙色土

5 黒色土

6 黒褐色土

7 黒褐色土

灰が少最混しる。 しっとりしている。

カーボン、 1火を少鼠含む。

焼土粒を少最含む。

赤橙色ブロノク（炉の構造物か？）

黒色土主体の地山。

FA下黒色土にFAを少量含む。

FA下黒色土に焼土と FAを少埜含む。
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第293図 南中道 1区炉跡？ 平面 ・断面図
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第 2節遺構・遺物
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第294図 DT-60グリッド出土遺物実測図

南中道］区 FA下面

番号
種類 出土 法鍼

成 ・整形技法の特徴
①胎土 ②焼成 残存状態

器種 層位 (cm) ③色調 備 考

1 土師器 FA直下 口 17.0 外面 口縁部横撫で、胴部箆削り後斜縦位箆撫で後部分 ①細礫、細粒砂 口～底部2/3

甕 底 6.9 的撫で ②不良

高 25.9 内面 口縁部横撫で、胴部斜横位箆撫で後撫で ③にぶい橙色

南中道 1区炉跡？ （北から）
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FA層下面の調査

白井丸岩遺跡 2区 1号道
0 2m 
9 1 
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丸岩 2区では、調査区を斜めに横切るような道を

検出した。幅70cm、走向はN-29°-Wで、約30mにわ

たって検出した。道部分は周囲よりも低く窪んでお

り、固くしまっている。表面の様子は硬化した道の

部分が平坦であるのに対して、周囲の地表面は凹凸

がある。目的地となるような場所は、調査区域内で

は検出できなかった。なお、 FP下面ではこの部分

KV 
に道は存在しない。

、ジ

ジ

ー、一

丸岩 2区1号道(FAの残っている部分）（北西から）

1

2

3

4

5
 

黒褐色土

黒褐色土

暗褐色土

暗褐色土

にぶい橙色土

A
 

L=l94.30m 

FAの粒子、炭化物粒を含む。

FA粒子がごく少ない。

l層と相同だがFAの量が多く小プロノクもみられる。

3層と相同だがFAはプロック状ではなく層状に混入。

崩れたFAの小ブロ ソク。
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第295図 丸岩 2区1号道平面・断面図
吋
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遺構・遺物

白井南中道遺跡 5区 畝跡？

第2節

<̀| 
南中道 5区の北寄りで、深さ 10cm程の複数の細長

い窪みを検出した。それらはあまり連続性はなく、

不定形であるが、間隔はおよそ 1m程度で並んでい

る。走向はN-16°-Wのものと、 N-19°-Eのものがあ

る。このような形状を為すものとして、

可能性を考えた。
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第5章 FA層下面の調査
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第298図南中道 5区畝跡？ 平面図
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畦状遺構？

FP下面の畦状遺構の下部にあたる部分で、 FA下

面にも僅かな高まりが確認できる場合がある。 FP

下面の幅の広い畦状遺構の下では、高まりがFP下

面と同様に帯状になるものがある。いずれの場合も

FAは一次堆積の部分が残されており、乱されてい

ない。

[、―

第2節遺構・遺物

白井丸岩遺跡 2区 FP下面の 5号畦の下部は、 FA

下面でも断続的に高まりがある（断面図は 3章 P136 

参照）。高さは最大 6cm程度で、FP下面の 5号畦に

直行する断面では、 FA下も 5号畦と同様に 2カ所

に高まりがある。

白井丸岩遺跡 3区 FP下面の 9号畦の下部は、 FA

下面でも断続的に高まりがある（断面図は 3章 P154 

参照） 。高さは最大 5cm程度である。 9号畦は複雑

な走向をしているにもかかわらず、 FA下面もそれ

に沿うように僅かに高い。

KS 

[、―

KM 

KJ 

KG 

KD 

LJ 

KA 

LG 

LD 

LA 

KW  

KT 

36 33 30 27 JWI I 31 28 25 22 KQ 

第299図 丸岩 2区、丸岩 3区畦状遺構？ 平面図
この平面図は断面図をもとに作成した。破線はFP下面の畦状遺構の位置を示す。

゜
15m 
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可

第5章 FA層下面の調資 <̀ | 

白井北中道遺跡 3区 FP下面の11号畦の下部は、

FA下面でも連続的に高まりがあり、 FA下の平面確

認で30m以上にわたって確認できた。

FP下面の11号畦と同様に、

この高まりは

2列の高まりが沿うよ

うに伸びている。高さは最大 8cm程度である。
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第300図 北中道 3区畦状遺構？ 平面図

北中道 3区畦状遺構？ （南から）

318 

E
0
6

.
 66
T
"
1
 

g
o
s
 

゜

図
国
宝

c
翠
要
萎
醤
凶
8

痘

丑

辛
．

図
I
O
8
燐

吋



第2節遺構・遺物

ピット・落ち込み

白井丸岩遺跡 1区 調査区域の南部で、ピットや落

ち込みを検出した。ピットはIT-37グリッド付近に

7個まとまっているが、柱の痕跡はなく、平面的な

配置からも建物や柵列とは異なる。ピットの規模は、

最大のもので縦84cm、横40cm、深さ 30cmである。

落ち込みは調査区域の南部の平坦面で10カ所確認

でき、形状は円形の浅いすり鉢状である。大きさは

直径0.6m~l.lm、深さ 8cm程である。これらの落

ち込みの性格は不明である。

A
 

B
 

丸岩 l区ピット群

l にぶい褐色土 FA主体で暗褐色土プロノクを含む。

2 暗褐色土 FAおよび黒褐色土のプロソクを多量に含む。

□
 

A
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B B' 
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゜
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こ

口
口 ゜

lm 

丸岩 1区ピノト群 （南から）

第302図 丸岩 1区ピット群平面・断面図
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第 2節遺構・遺物

A
 L=l92.80m 

A' B
 

B' 

L0192. 80m 

c
 

C' D
 

D' 
L=l92. 70m 

L0192. 70m 

第304図 丸岩 1区落ち込み断面図

白井北中道遺跡 3区 調査区域南西部の、平坦面か

ら斜面への変換点付近で、円形の浅いすり鉢状の落

ち込みを 3カ所確認した。大きさは直径0.8m~1.5m、

深さは10cmで、断面観察では、特に土層の変化は認

められない。凹みの中央部分は他に比べて、やや柔

らかい。これらの落ち込みの性格は不明である。
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第305図 北中道 3区落ち込み平面・断面図
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第5章 FA層下面の調査

遺物

白井南中道遺跡 5区 紺 II -40グリッドのFA下面

の黒色土中から、完形の紺が横倒しになった状態で

出土した。土器を充填していた土に遺物は含まれて

いない。出土地点の周囲には遺構や他の遺物はない

が、 FP下面の23号立木 (P103参照）と同じ場所にあ

たる。樹木の生育していた期間とJ甘の置かれた時期

の関係は判定できない。

゜
10cm 

第306図 南中道 5区出土遺物実測図・出土位置図

l
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IU 
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IF 

48 43 38 

゜

IA 

25m 

遺物出土状況（西から）

南中道 5区 FA下面

番口： 恥虐

法量

(cm) 

口 7.4

底 4.2

高 13.3

①胎土 ②焼成

③色調

外面 口縁部横撫で後縦位箆研磨、体部上半斜横位 ①細礫

箆撫で後斜横位箆研磨、下半斜縦位箆撫で後横位箆研磨 ②普通

内面 口縁部横撫で後縦位箆研磨、体部箆撫で後撫て ③にぶい赤褐色

成・整形技法の特徴
残存状態

備考

ほぱ完形
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第2節遺構・遺物

白井北中道遺跡 5区 鉄鏃 QI-77グリッドのFA下

面で検出した。出土した場所は平坦面で、周囲に遺

構や他の遺物はない。
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第307図 北中道 5区出土遺物実測図 ・出土位置図

表 裏 踏巻状部分 2倍

番ロー：
1 鉄

土

位

出

層

法品

(cm、9)

全長 10.6

茎長 1. 9 

重拡 10

形状 ・技 法 の 特 徴 ①色調 ②硬度

平根型で浅い鏑あり。関あり。茎部に箆の痕跡があり茎 ①極暗赤褐色

尻は完存する。関と茎の間に細い糸を巻き付けている（踏 5YR2/3 

巻状）。 ②3と4の間

残存状態

備考

一部欠損
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第5章 FA層下面の調査

炭化材・焼土

炭化材 FA層中やFA下面の所々で炭化材を確認し

た。それらは磨耗しておらず、細かな枝が残ってい

るものもあることから、ほぼ原位置を保っていると

判断できる。これらの炭化材の炭化した原因のひと

つには、 FAの火砕流が挙げられる。 一部の炭化材

は樹種同定を行っている (P420参照） 。

EQ 

EN 

ー、―

北中道 3区
64 61 58 

EK 

南中道 5区

OP 

IV 

.
1
7
 

．` 

OM 

OJ 

OG 

OD 

[

、―
IS 

IP 

IM 

48 45 42 
IJ 

OA 点地A
 ー、―

NW  

NT 

--f?H -101. 

/ /̀  
108 105 102 

，
 ゜

15m ,. .. 

゜
lm 

第308図南中道 2区、南中道 5区、北中道 3区 炭化材分布図
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第 2節 遺構・遺物

北中道 3区FA層中の炭化物

二位屋2区焼土周辺の炭化物

A
 

A' 
L=l85.10m 

焼土 二位屋 2区 ・南中道 4区で焼土を検出した。

二位屋 2区ではBP-76グリッドで焼土と炭化材が近

接して出土したが、少量のため炉跡と認定するには

至っていない。

A地点

ジ

ヽ

▽ 

゜

贔

9

シ

~"1 
＼ァ—

[、―’

口

--¥Q-76 

詞 -76 

゜
50cm 

B
 Lcl85.10m 

B' 

゜
25cm 

1

2

3

4

5

 

暗褐色土

にぶい橙色土

淡橙色土

にぶい黄橙色土

黒褐色土

焼土主体。

黒色土主体で、 FAを多最に含み、焼土粒を少最含む。

FA主体で、 FA下黒色土を少祉含む。

黒色土と黄褐色土の滉合層。 FAを含む。

基本士層VI層主体。

CA 

l
l
¥、一ー

BT 

BN 

85 79 73 
BH 

゜
30m 

第309図 二位屋 2区焼土および炭化物平面・断面図
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第 5章 FA層下面の調査

［直：W-49
南中道4区1 /]  ¢ 

<IIM ! 
! I / 1・ 

＇ HJ 

HG 

HD 

HA 
GV -49 

A地点

B地点ーI I GW  

］ 「―-11

CT 

刈

/ ／ 
‘‘̀  

43 46 

15m 

lm 

51 49 

゜
゜t 

B地点

｀ i 冒

゜
lrn 

GU,GV-48の炭化材はFA層中で確認した。 南中道 4区FA層中の炭化物

第310図 南中道 4区焼土および炭化物分布図
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第 3節倒木・立木

植物の痕跡（倒木・立木）

白井遺跡群における発掘調査の初期段階で、路線

内の南側に位置する白井二位屋遺跡、及び白井南中

道遺跡における碁本土層 III層、つまり FP上面での

中世土坑群、及び奈良•平安時代の竪穴住居などの

遺構の調査が、個々の区、あるいは地域で終了した

時点で、基本土層の III層、厚さ約 2mで堆積してい

たFPの除去を開始した。

その段階の平面精査において、本遺跡群の主体と

なる遺構である馬蹄痕と畦以外の注目すべき遺構、

あるいは痕跡が発見されている。その中でも特に注

目されるのは、当時生えていた植物の存在を示す多

数の様々な痕跡である。

その後の調査の広がりにつれて、数そのものは少

なくなるものの、北側の白井丸岩遺跡、白井北中道

遺跡においても、同様の痕跡が発見されている。

こうした特殊な遺構・痕跡の検出が可能なのは、

榛名山ニツ岳の 6世紀代の度重なる火山噴火に伴い

噴出された多贔の火山灰や軽石、火砕流などの堆積

物が、当時の地表面をそのまま覆ってしまったとい

う、当時の人々にとっては壊滅的な状況を引き起こ

した事実そのものにある。つまり、この範囲が限ら

れた地域での火山災害という特殊な状況の中で、当

時の地表面の状態を良好な形で残したことから生じ

たものである。もちろん、樹木などの有機質は腐食

したりして、既にその姿を無くしているものの、そ

の痕跡は様々な形で残っている。

それらの痕跡の中で、火山災害、特に火砕流の規

模と威力を最も顕著に示しているのが倒木である。

倒れた木といっても樹木そのものが残っている訳で

はなく、木が倒れた痕跡が残っているだけである。

だが、しっかりと誰の目にも分かる形で残っており、

平面の精査時点で明確に判断できるのである。

俄木とは何か。倒木とは文字通り、木が倒れるこ

とである。では、なぜその存在がはっきりと分かっ

たのか。なぜ木が倒れたのか。それらのことから何

第3節倒木 ・立木

が導き出されるのか。順を追って考えてみる。

まず、どうして倒木が理解できたのか。それは、

前述したように碁本土層rn層をはぎ取った段階で、

下層のローム層や礫層が地表に盛り上がって確認さ

れる部分と、周辺の一部が窪んだ状態で確認される

部分と見受けられる。その部分の精査で平面を詳し

く観察すると、基本土層v層、あるいはVI層以下の

基本土層が三日月状、あるいは楕円形状に浮き出る

形で検出されたからである。そこで、三日月、ある

いは楕円形の短軸に対して、ほぽ直行する形でセク

ション（断面）ラインを設定し、半分（球体のほぼ 4

分の 1)、あるいは部分的に帯状に掘り下げたトレ

ンチの断面の観察結果から、遺構の埋没土とも考え

られた土層が、 FAとさらに下層の黒色土層などの

VI~XIl層までの基本土層が傾斜する状態で確認さ

れたために、倒木痕と判断したのである。

また、倒木の形成された時期もほぽ同時で、 FA

噴出時の火砕流により一瞬にしてなぎ倒されたもの

と断定された。

倒木の数は、白井遺跡群全体では31本が検出され

ている。数量的には南寄りの白井二位屋遺跡 9本、

白井南中道遺跡17本であるのに対して、白井丸岩遺

跡 1本、白井北中道遺跡 4本である。

もうひとつの植物の痕跡は立木である。立木の根

の痕跡そのものは、倒木ほどの被害の激しさを示さ

ないものの、立ち枯れという被害であることには間

違いない。倒木と同様に、幹の痕跡が残されている

事例も一部存在する。白井遺跡群全体では18本が検

出されている。これらの多くはFA除去の時点で、

円状にFA純層、あるいはFAを含む土が確認される。

ほぼ中央にトレンチを入れてその埋没状況をみる

と、 FAが混じった土が流れ込んでいるのが確認さ

れる。数量的には南から白井二位屋遺跡の 1本、白

井南中道遺跡の 1本、白井丸岩遺跡の10本、白井北

中道遺跡の 6本である。

330頁は、遺跡毎の倒木と立木の規模、倒木の転

倒方向、火砕流の流入土からみた倒木時期の判定な

どを一覧表にしたものである。
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第5章 FA層下面の調査
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第311図 FA下面の倒木・立木全体図（1)
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第3節倒木・立木
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第312図 FA下面の倒木・立木全体図（2)
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第 5章 FA層下面の調査

FA面倒木一覧表

白井二位屋遺跡

名称 形 状 (m) ：II士lし 入 七
備 考

区 No 挿図番号 転倒方向 長さ 幅 深さ S-1 S-2 S-5 S-10 S-11 

1 1 第3l4図 北東 3.5 2.3 0.8 FP段階？

2 2 第314図 東 1.6 2.4 l. 5 ◎ 

3 3 第315図 東 1.4 l. 4 0.2 ◎ 
、9 4 第316図 東 2. 5 2.9 l 4 

゜
◎ 木痕

ク 5 第317図 東 2. 6 2.6 l. 5 

゜
◎ 

゜
S-5段階

ク 6 第318図 北東 2.8 3.8 l 8 

゜
◎ 

ク9 7 第319図 北東 l. 3 

゜
◎ 平面図無し

，， 8 第319図 東 1. 9 l. 5 0. 7 
ク ， 第320図 東 3.0 2.9 1.6 ◎ 

゜白井南中道遺跡

名称 形 状 (m) ：/J＃ Iし 入 土
備 考

区 No 挿図番号 転倒方向 長さ 幅 深さ S-1 S-2 S-5 S-10 S-11 

1 1 第322図 東 2.0 2.0 0.9 

゜ク 2 第322図 南東 l. 9 2.2 0.5 
ケ 3 第323図 東 2.0 3.0 l. 6 

゜
◎ 

゜ク 4 第324図 東 1. 7 2. 2 1. 2 ◎ 

2 5 第325図 北東 l.8 l 9 LO 

゜゜
◎ 

゜゜ケ 6 第325図 北東 2.0 l. 6 1.2 

゜ ゜゜ケ 7 第326図 北東 2.9 3.9 1.5 

゜
◎ 

ク 8 第327図 北東 3.0 3.1 l. 6 

゜
◎ 

゜ケ ， 第328図 北東 1.1 l. 6 l. 2 ◎ 

゜', 10 第329図 北東 l. 3 l. 7 l 3 

゜゜
◎ 

゜，， 11 第330図 北東 1.1 2.6 1. 3 

゜゜
◎ 

゜ク 12 第330図 東 1.4 2.1 l 2 

゜゜゜
◎ 

3 13 第331図 北東 2. 3 2.9 1. 3 

゜
◎ 

，， 14 第332図 北東 l. 6 l. 2 l.l 

゜
◎ 

', 15 第333図 北東 1. 7 1.0 0.9 

゜
◎ 

゜ク 16 第334図 東 l. 5 

゜゜
◎ 

ク 17 第334図 東 0.5 

゜゜
◎? 

゜
形 状 (m) ：/J六Iし 入 土

備 考
転倒方向 長さ 幅 深さ S-1 S-2 S-5 S-10 S-11 

南西 3.6 3. 5 J.3 

゜ ゜゜゜
形 状 (m) 流 入 土 l 備 考

転倒方向 長さ 幅 深さ S-1 S-2 S-5 S-10 S-11 I 

1 I第337図 北西 3. 7 2.0 l. 4 ◎ I平面半分

第338図 北西 0.8 0.4 

゜
◎ 

゜゜第339図 北東 3.4 3.3 1.1 ◎ 

FA面立木一覧表

白井二位屋遺跡

形状 (m)

長軸 短軸 深さ

1.7 1.0 0.5 

備考

形状 (m)

長軸 短軸 深さ

1.3 1.0 0.6 

備考

ロ

ニ

白井北中道遺跡

状（m)

短軸 深さ

0. 3 0. 9 

0. 5 0. 9 

1.0 0.4 

0.6 0.2 

0.8 0.3 

1.0 0.2 

1.1 0.3 

1.0 0. 7 

0 -9 l―。 |::::  

備考

名称 形 状 (m)

区 No 挿図番号 長軸 短軸 深さ 備考

2 1 第347図 1.1 1.2 0.4 

ク 2 第347図 l 4 l. 4 0.5 

3 3 第348図 0.6 0.6 0.6 幹部32 

4 4 第349図 l. 2 0.5 0.4 
ク 5 第350図 1. 2 1.1 0.4 

5 6 第350図 0.6 0.8 0.3 
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第 3節倒木・立木

白井二位屋遺跡

ー
、
＿ CA 

2区

BU 

BK 

1区

CF 

DK 

DF 

75 

BF 

BA 

AU 

AP 

90 85 
CF 

70 

゜
20m 

第313図 二位屋遺跡倒木配置図
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第 5章 FA層下面の調資

1区 1号倒木

／ 、ヽ、
¥、¥、

＼ 

1 焦色土 粒了細かくしま り弱い。基本

土培VI層主体で明黄褐色ロ ー

ム粒、 FP小粒、小礫を含む。

2 褐色土 粒子やや細かく粘性なく、し

まりややあり 。暗褐色ローム

プロソク、黄橙色ローム粒を

含む。上位にFP小粒を含む。

3 暗褐色土 粒子やや細かく粘性なく、し

まりややあり 。褐色・黄褐色

ロームブロックを含む。

4 褐色土 2層に似る。

5 黒色土 1層に似るがやや黒色味が薄

い。褐色ロームブロック含む。

6 暗掲色土粒子やや細かく粘性なく、し

まり弱い。黒褐色土プロソク

（径 4~5 cm) を含む。

7 褐色土 粒子やや細かく粘性なく、し

まり弱い。ロームニ次堆積層。

地山。

A
 L=l84. 70m 

A' 

2区 2号倒木

／ ＼ 

A
 

A' 

A' 

1号倒木断面（北西から）

1 褐灰色火山灰

2 黄褐色土

3 褐色土

4 基本土陪1X層

5 基本土陪Vlll層

6 暗褐色土

FA (S-5)。

x _ 2層。ロームを含む。

X-1層。ロームを含む。

ロームを含む。

粘性あり 。

FP含む。

ロームを含む。

黒色士、ローム、 FAを含む。

ロームと黒色土を含む。

L0l86.00m 

゜

7 黒色土

8 黒褐色土

9 黄褐色土

10 暗褐色土

X-1層基本土層x層

X-2層 基本土層x層主体。礫を多塁に含む。

第314図 1号 ・2号倒木平面 ・断面図
2号倒木断面（南から）
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3区 3号倒木

第 3節倒木 ・立木

A ~A 

B 

／ 
ー・ 9 ← J 

A
 

L=l79.30m 

5 
A' 

L0179.30m L0179.30m 

C C' 

6 g 11 10 = 
0 lm 

1 灰色火山灰 FA。細粒。

2 黒色土 基本土陪VI層にFAを含む。

3 淡赤橙色火山灰 FAシルト上層で軽石粒を含む。

4 黒褐色土 基本土層 VI層主体で 2屑より FAの混入やや

多くなる。

5 灰褐色火山灰 6層が褐色に汚れる。

6 灰色火山灰 FA。全体的に細粒だが、やや粗粒と細粒 （シ

ルト味をおびる）が混合する。

7 淡赤橙色火山灰

8 黒色土

9 黒褐色土

10 暗黄橙色土

11 暗黄橙色土

12 淡赤橙色火山灰

FAシルト 。S-1。

基本土層VI層。

2層より FA混入多く、色調やや明るい。

黄橙色土FAが黒色土で汚れた層。

10層と同様だが黒色土の含有量少ない。

7層主体で他のユニットや黒色土を含む。 7

層よりしまりなし。

-.,、
唸．

ぷ,,,,..し

ク ＿．―― ,.

3号倒木全景（西から）

3号倒木断面A （北から） 3号側木断面C （東から）

第315図 3号倒木平面・断面図
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第 5章 FA培下面の調査

3区 4号倒木

A
 

L=l87. 60m A' 

l /―  

1
7
,
'
|
 

＼
 

＼
 

＼
 

¥

B

 

＼
 

／
 ／

 ／
 ／

 ／
 ／

 /

B

 一
ー
」
1
1
,

L=l87.60m 

c c’ 

一

S-51 

VII・Vlll 

B
 L=l88.00m 

B' 

18 VI 19 

I s -5 

Vll・VIII 

x
 
Xl 

゜
Im 
二

4号倒木全景（南から）

1 褐灰色火山灰 FA (S-1、S-2)。 11 褐灰色火山灰 FA (S-1)に基本土胴VI層を少益含む。

2 褐灰色火山灰 FA(S-5)に基本土陪VI陪が混じる。 12 黒褐色土 基本土層VI層にFA(S-1)を僅かに含む。

3 褐灰色土 2層より基本土層VI層の含有やや多い。 13 黄褐色土 基本土層x陪にVI層を少鼓含む。

4 黄褐色土 基本土陪 X層。 14 黒色土 基本土層 VI層にロームを少拭含む。

5 黒褐色土 基本土層W • VIII層。 15 褐灰色土 ¢ 3~7 mmのFP粒を含む。

6 黒色土 基本土陪VI陪。 16 褐灰色土 ¢ 3~7 mmのFP粒と FAを含む。

7 褐灰色火山灰 FA(S-1)。 17 褐灰色土 原さ 1~2  cmで16層と18層の混合層。この上面

8 褐灰色火山灰 FA (S-5)に基本七附VI層を少益含む。 が当時の幹に相当するか。

9 褐灰色土 FAを含む。 18 灰褐色火山灰 FA (S-5)にFP粒を僅かに含む。

10 黒色土 碁本土層VII層にFAを少氣含む。 19 褐色火山灰 FA (S-2)。

第316図 4号倒木平面 ・断面図
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第 3節 倒木・立木

3区 5号倒木
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褐灰色火山灰 FA(S-10)層の流入土。

黄褐色土 基本土層XI層主体。

黄褐色土 甚本土層x居主体。

黒褐色土 基本土層VII層と VIII層の混合層。

黒色土 基本土層VI層。

褐灰色火山灰 FA (S-1)。

褐灰色火山灰 FA (S-1)の流入土。

褐灰色火山灰 FA (S-1)と基本土層VI層の混合層。

灰黄色火山灰 FA (S-5) 上位。流入十•O

褐灰色火山灰 FA (S-5)下位。流入土。

黄橙色火山灰 FA上位のプロソク。

にぶい黄橙色火山灰 FA下位ユニソト 。

にぶい黄橙色火山灰 FA下位ユニット 。

褐色土 ロームニ次堆積土。

黒褐色土 基本土層w層主体で、 FP粒多批に含む。

黒褐色土 碁本土層w層上体で、 FAを含み、 FP粒を少

晶含む。

5号倒木全景 （南から）

ふ
r --u.~’'","999 と k

｀ ＇ 

5号倒木断面A （南から）

第317図 5号倒木平面 ・断面図
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第 5章 FA層下面の調査

3区 6号倒木

ー

A
 

， ＼ ＼ ＼ ＼ 
ー| 

6 7 A' 

＼ ＼ 

＼ ＼ 

＇ 

＇ 

＼
 

＼
 

'

,

 

8
 

l 灰白色土

2 黄褐色土基本土層 XIII層と X層の混合

層。

3 黄褐色土基本土層 XIII層。硬い。

4 基本土層x層

5 基本土層IX層

6 黒褐色土

7 黒褐色土 黒色土プロックを含む。

8 黒褐色土

9 基本土層 XIII層

10 基本土層IX層

ll 黒色土

12 黒褐色土

13 黒褐色土

14 淡黄橙色火山灰 FA (S-1)。

15 灰白色火山灰 FA (S-5)。

16 黒色土

17 黒褐色土 FAを少蟄含む。

18 黒色土

19 にぶい黄橙色火山灰 FA (S-5)主体でに

ぶい褐色土を含

む。

20 暗褐色土 FPを含む。

21 灰白色火山灰 FA (S-5)。炭化物、砂を

含む。

22 黄色火山灰

23 黒色土

24 黒色土 FA (S-1)含む。

25 黒色土基本土層x層含む。

26 黒色土 FA(S-5)含む。

27 黒色土 FA(S-1)含む。

26 

6号倒木全景 （南から） 6号倒木断面（南から）

第318図 6号倒木平面・断面図
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第 3節 倒木・立木

3区 7号倒木

A L0187. 70m A' 

XI 

1

2

3

4

5

6

7

 

黒褐色土 基本土層1X層。

暗褐色土 FPを多量に含む。 FAを含む。

黒色土 基本土層VI陪。黄褐色パミスを含む。

暗褐色土 FPとFAを含む。

にぶい黄橙色火山灰 FA(S-1)。

灰白色火山灰 FA (S-5)。

褐色土 基本土層x層と XI層が混じる。

3区

／
り
込
|

A
 

8号斜木

L=l87.30m A' 

゜
lm 

1

2

3

4

5

6

 

暗褐色土

褐灰色土

黄褐色土

暗褐色土

黒色土

黒色土

ロームプロックを含む。

ロームブロックを含む。FAの流れ込み。

基本土層x層。

基本土層VII・ VIII層。

基本土層VI層。

基本土層VI層土体でFAを少量含む。

o

l

 

l

l

 

8

9

 

基本土層X層

黒褐色土 基本土層x層と黒色土が混じる。

黄褐色土 FAと黒色土を含む。

暗褐色土 基本土層x層と黒色土が混じる。

o

l

2

 

l

l

l

 

7

8

9

 

8号倒木断面（南から）

L=l87.80m 
B B' 

- 12-

口
褐灰色火山灰 FA主体で黒色土と暗褐色土を含む。

黒褐色土 黒色土を含む。

暗褐色土 黒色土を含み、軽石を僅かに含む。

褐色土 黒色土を含み、 FA粒を僅かに含む。

褐色土 （径 1~5 mm)のFPを多量に含む。

褐色土 （径 1-5 mm)のFPを含み、 FAの小プロノクを

少最、炭化物を若干含む。

第319図 7 • 8号倒木平面・断面図

337 



第 5章 FA陪下面の調査

3区 9号倒木

A
 

6
 

[
、―

A' 

A' 

＞
 

］ 灰褐色火山灰 FA (S-1)主体で、 FPと基本土層 VI層の

゜
lm 19 

小プロソクを僅かに含む。

2 基本土層lV層

3 灰褐色火山灰 FA (S-1)にFA(S-5)が流れ込むように混

じる。

4 灰褐色火山灰 FAのS-1にS-5を帯状に含む。

5 灰褐色火山灰 FA (S-1)。

9 i 云 6 黒色土 基本七層VI層にFA(S-1)を含む。

7 灰褐色十． FA (S-1)に基本土層VI層のプロ ックを少益含む。

8 患褐色土 基本土層VI層にFA(S-1)のプロックが多砒に混じる。

9 灰掲色火山灰 FA (S-1)に基本土層 VI層のプロ ソクを僅かに含む。

10 黒色土 基本土層VI層主体でFA(S-1)のプロックを僅かに含む。

11 黒色土 11屑に似るがFA(S-j)をほとんど含まない。

12 灰褐色火山灰 FA (S-1)に基本土層VI培のプロ ックを含む。

9号倒木完掘状況（東から） 13 灰褐色火山灰 FA(S-1)に基本七層VII習のプロソクをごく僅かに含む。

14 黒色七 11層より FA(S-1)ブロノクの況入やや少ない。

15 基本土屑x陪

16 黒褐色土 基本土層VII・ VIII層主体で、若干のロ ームプロソクを含む。

17 黒掲色土 20層より明る <22層より暗い。

18 基本土陪 x~ 上位。やや砂質で色が明るい。

19 基本土層x府 下位。22層より色が暗い。

20 灰白色火山灰 FA(S-1)。若千ロームプロックを含む。

21 黒色土 基本土層x府と暗褐色土を少址含む。

22 褐灰色火山灰 FA(S-5)主体で基本士層W層と FPを少品含む。

23 褐灰色土

..,.ロニでここi
9号倒木断面（北から）

第320図 9号倒木平面 ・断面図
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第 5章

1区

FA層下面の調査

1号倒木

A
 

L=l88.40m A' 

[、―

9...、でこナ

・` デ‘ぷ．． 

と

9° 

` /・ ャ

ヽ ．9

ぐ
9' 

I... 

1号倒木全景（北から）

'ぞ妥

1

2

3

4

5

6

 

赤橙色火山灰 FA(S-1)主体。

褐色土 FAと基本土層 VI層の混合層。

黒褐色土 基本土層VI陪主体で 4層側にロームを含む。

黄褐色土 ローム土。

黒褐色土 基本土層VI層主体でFAを含む。

黒色土 基本土層VI層。

1区 2号倒木

＼ 

A
 

L=l87.20m 

5 

A' 
2号倒木全景（西から）

゜
lm 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

淡赤橙色火山灰

黒色土

暗褐色土

褐色土

黄褐色土

灰白色火山灰

淡赤橙色火山灰

褐色土

褐灰色土

FA。シルト層。

基本土層VI層。

2層に似るが色調明るい。

黄褐色土（基本土層VII層？ ）をプロソク状に含む。

ローム。

FA（サージ）。

FA主体で 3層をプロック状に含む。

4層にFAを少籠含む。

FAと基本土層VI層の混合層。

2号倒木断面（西から）

第322図 1号 ・2号倒木平面 ・断面図
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暗
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火
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土
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0
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色
土

21
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色
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区

3
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木
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VI
層。
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に
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F
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F
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第 5章 FA層下面の調査

1区 4号倒木

．
 g̀ 

／
 

A
-

ジ

一

／

『

4号倒木全景（南から）

L=l88.10m A' 
L0188.10m 

□ 
゜

lm 

l 暗褐色土 2層と 3層の混合層。FP粒を多最に含む。

2 黒色土 基本土層VI層。

3 褐色土 基本土層 VII層およびその下層の黒味を帯びる土壌層。同所では色調差はあまりない。

4 黄褐色土 ローム。

5 灰白色火山灰 FA(S-5)。

6 淡黄橙色火山灰 FA(S-7~9?)。

7 灰白色火山灰 FA(S-10?)。

8 淡橙色土 FAに3層を多量に含む。

9 暗褐色土 しま りなく FA粒を多く含む。FP粒を含む。

10 淡黄褐色土

11 淡橙色火山灰 FA（サージ？ ）。

12 暗褐色土 しまりなく FA粒を多く含む。

13 淡赤橙色火山灰 FA (S-3か、 S-4)に12層を少趾含む。褐色パミス含む。

4号倒木断面A （南から） 4号倒木断面B（東から）

第324図 4号倒木平面・断面図
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第 3節倒木・立木

2区

ー

A
 

5号倒木全景（北から）

A S-5 9 L二188.OOrn A' 

19 17 

5号倒木断面A （南から）

1 暗褐色土 FPを僅かに含む。

2 黄褐色火山灰 FA主体で、黒色土を少量含む。 FPを僅かに含む。

3 暗褐色土 基本土層VI層とFAの混合層。

4 茶褐色土 基本土層VII層。

5 黄褐色土 FA (S-5)を含む。

6 黄褐色火山灰 FA (S-1、S-2)主体で、 FPを僅かに含む。

7 赤橙色火山灰 FA (S-1)。

8 黒褐色土 基本土層VI層と VII層の混合層。

9 黄褐色火山灰 FA(S-10)上位。

l0 黄褐色火山灰 FA(S-10)上位。色調やや灰色味を帯びる。

木

ー

倒号
ー

j
o上
ー

6
 

区2
 

A
 

| A L0l88.20m 

S -1 

＼
 

A' 

A' 

11 灰白色火山灰 FA(S-10)下位。

12 淡黄橙色火山灰 FA (S-9?)。

13 灰白色火山灰 FA(S-8?)。

14 淡黄橙色火山灰 FA (S-7?)。

15 灰白色火山灰 FA (S-5)。

16 暗褐色土 FA(S-1)とVI層の混合層。

17 黄褐色火山灰 FA(S-11)。

18 浅黄色火山灰 FA (S-5)主体で 1層を少量含む。

19 灰白色火山灰 FA (S-5?)主体で 1層を少最含む。

20 にぶい黄橙色火山灰 FAの各ユニソトの混合層。

6号倒木全景（南から）

1 にぶい橙色火III灰

2 黒色土

3 黒褐色土

4 黒色土

5 黒褐色土

6 灰白色火山灰

／ 7 灰褐色土

8 淡黄橙色火111灰

9 黒褐色土

10 灰白色火山灰

F'A(S-1)。

基本土層VI層。

基本土層Vil層。

基本土層珊層。

基本土層XIII層。

F'A (S-10)。

碁本土層VI層と FAの混合層。

F'A(S-5)上位。

基本土層VI層にFAを含む。

F'A(S-5)下位。

゜
lm 

第325図 5 号• 6号倒木平面 ・断面図
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第 3節倒木・立木

2区 8号倒木

A
 ＼

 
¥ ¥ I 

／

り

A' 

゜
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1 黒褐色土 礫を含む。

2 黒褐色土 基本土層VIII層に礫を多塁に含む。

3 黄褐色土 基本土層 XIII層に礫を多最に含む。

4 黄褐色土 基本土層VIII層主体で礫を多鑓に含む。

5 茶褐色土 基本土層VII層。

6 黒色土 基本土層VI層。

7 暗褐色土 FPを少最含む。汚れたFAを含む。

8 赤橙色火山灰 FA(S-1)。

9 黄褐色火山灰 FA(S-10)。

10 灰白色火山灰 FA (S-5)。

11 暗灰褐色土 FAを含む。FPを僅かに含む。黒色土を少量含む。

12 暗灰褐色火山灰 FA (S-1)主体で、S-2含む。

13 黄褐色火山灰 FA(S-10?)上位。

14 黄褐色火山灰 FA(S-10?)下位。色調やや灰色味を帯びる。

15 赤橙色火山灰 FA(S-1)。下位に黒色土を含む。

16 灰白色火山灰 FA (S-5)。上位は細粒になる。

17 にぶい橙色火山灰 FA(S-4)。

18 褐灰色火山灰 FA。S-1とS-5の混合陪。

19 黒褐色土 FAを含む。

20 褐色土 FA(S-5)を含む。

」し L=l88.30m B' 

8号倒木断面A （南から）

8号倒木断面B （西から）

第327図 8号倒木平面・断面図
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第 5章 FA層下面の調査

2区 9号倒木

A
 ど。グ。 9g 

C @ 

乙

L=l88.00m 
A A' 

L=l88.10m 
B 16 17 18 B' ．．  

s~亨三

゜
lm 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

黒色土

茶褐色土

黒色土

黒褐色土

褐色火山灰

褐色土

灰白色火山灰

灰褐色土

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

基本土層VIII層。礫を含む。

基本土層VII府。

基本土層VI層。

FAを少贔含む。

FA。S-1とS-2の混合層。

土壌化したFA。

FA(S-10?)。

FAの各ユニノトを混合し、黒色土を少益含む。

木の幹の部分。

暗褐色土 黒色土と FAを含む。FPを僅かに含む。

暗褐色土 黒色土にFAを少乱含む。FPを僅かに含む。

黄褐色火山灰 FA(S-10)。

灰白色火山灰 FA(S-5)。

にぶい橙色火山灰 FA (S-4)。

褐灰色火山灰 FA。S-1とS-5の混合層。

褐色火山灰 FA。S-1とS-2の混合層。

褐色土 FPを少孤含む。

暗灰褐色火山灰 FA (S-5)主体で炭化物を僅かに含む。

褐色土 さらさらしている。

ti．ぞ，？．ク：ー・ ダ→直

f心＇ 急i..:;、ァ・三：
仕．どか'.,.'c;....よ. , ;,-.. 

'ク、し？：—＾が一
・. ^'b': S 

9号 （中央） • 10号倒木 （左） （東から）

--~ ~ . ・ ";・ • ・ •9 ヽ
—＿・：．．～•夕｀

·•. -'. a・`、`．
・ー． ；で-.  -,., 

9号倒木断面A （南から） 9号倒木断面B（西から）

第328図 9号倒木平面 ・断面図
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第 3節 倒木 ・立木

2区 10号側木

9号倒木

ー

A
 

L0l88.00m 
A A' 

S -10 

L=l88.00m 
B B' 

゜s -5 18←A ~ + s -5 

VIII 
、一／

＼ ＿ノ ゜
lm 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

 

黄褐色火山灰

灰白色火山灰

黒褐色士

黒褐色土

黒色土

明茶褐色土

淡橙色火山灰

黄色火山灰

灰白色火山灰

FA (S-10)上位。

FA(S-10)下位。

基本土層VIII層。礫を含む。

基本土層 VII層。

基本土層VI層。

基本土層VI層にFAが滉入する。

FA (S-1、S-2)主体で、上位にVI層を

ブロソク状に含む。

FA(S-11)。

FA(S-10)下位。

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

灰白色火山灰

黄褐色火山灰

桃灰色火山灰

褐灰色火山灰

灰白色火llI灰

暗褐色土

暗褐色土

灰色火山灰

灰色土

黄褐色土

FA (S-5)上位。

FA (S-5)上位にVI層を少絨含む。

FA (S-5)上位？

FA (S-1)。
FA(S-5)。

FA(S-5)に黒色土ブロソクを少益含む。

FPを少醤含む。

FA。

FA (S-5)とFPをブロソク状に含む。

': ヽ
；.• " 
．、こ鰺 ：^．．，・ 、

．七≫
".'・'. 

10号伺木全景（南から）

• •• 

10号倒木断面A （南から）

第329図 10号倒木平面 ・断面図
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第 5章 FA層下面の調査

A
 

A
 し＝188.00m

2区 12号倒木

｀ 
A
 

い

`°◎  

`> o ° 
° d @ 

ー

＼匹

L=l88.00m 
B 

11号倒木断面A （南から）

1 黒色土

2 黒掲色土

3 茶褐色土

4 暗褐色土

5 黒色土

6 暗褐色土

7 暗褐色土

8 暗褐色土

9 黄灰色火山灰

10 灰白色火山灰

11 暗褐色土

12 桃灰色火山灰

13 灰白色火山灰

14 灰白色火山灰

15 灰白色火山灰

16 暗褐色土

17 灰白色火山灰
L=l88.00m 

ロ三三:lS2

B' 

一 ＼二戸

17 

基本土府VIII居で礫を含まない。

1層と同じ層で西側に礫を多

く含む。

基本土層Vll居。

基本土屑Vll陪と VI層の混合層。

基本土府VI層。

基本土層VI層にFAを含む。

基本土層W層。FPを少益含む。

FPを多く含む。

FA (S-10)上位。

FA (S-10)下位。

FAと黒色土の混合層。木の幹。

FA(S-5)上位。

FA(S-5)下位。

FA (S-5)下位。粗粒。

FA (S-10?)。
FPを少益含む。

FA(S-1、S-2)。

A' 

叫

1 黄褐色火山灰

2 茶褐色土
L=l88. 20m 

3 黒色土A ヘ ユ ・ユ A' 
4 赤橙色火山灰

5 赤橙色火山灰

6 灰白色火山灰

7 灰白色火山灰

8 桃灰色火山灰

9 灰白色火山灰

10 灰白色火山灰

゜
lm 

12号倒木断面（南から）

FA (S-10)上位。

基本土層VII層。

基本土ll'lVI層。

FA(S-1)。

FA (S-2)。

FA(S-5)主体。

FA(S-10)下位。

FA (S-5)上位。

FA (S-5)下位。火山灰と砂が混しる。

FA(S-5)下位。砂の陪。

11 黒褐色土 F朽丙昆じる。

12 暗褐色土 黄褐色土に暗褐色土プロノクを少誠含む。

13 灰黄褐色土 火山灰と黄褐色土の混合層。

14 褐灰色火山灰 FA(S-5)にFPを僅かに含む。

第330図 11号 ・12号倒木平面 ・断面図
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第 3節 倒木・立木

3区 13号倒木

／
 

／
 

I°' 

A
 

主＿ L=l88.80m 」と

□ 
ーvn 

一VII 

，
 

゜
lm 

暗黄褐色火山灰

2

3

4

5

6

 

暗褐色土

灰褐色火山灰

灰褐色火山灰

暗褐色土

暗褐色土

7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
 

FA (S-1)に黒色土を一部含む。幹の部分にあ

たる。

黒色土とFPを含む。やわらかい。

FA (S-1)が攪乱されたもの。

FA(S-1)が動いた もの。

FAと暗褐色土の混合層。やわらかい。

基本土層VJ層主体でFPおよびFAを全体に含む。

2層よりも暗い。

基本土層VJ陪。

基本土層VII層。

FAが滉じる。

暗褐色土の混合層。

黒褐色土

暗褐色土

黒褐色土

黒褐色土

黒褐色土

黒褐色土 FAの混合層。

灰白色火山灰 FA(S-10)。

褐灰色土 FA(S-1)と黒褐色土の混合層。

褐灰色土 FA (S-5)と黒褐色土が全体に混合したもの。

淡橙色火山灰 FA(S-5)上位。

灰白色火山灰 FA (S-5)下位。

褐灰色土 FA (S-5)と暗褐色土の混合層。

暗褐色土 黒褐色土が斑状に混じる。 FAブロノクも含む。

黄灰色火山灰 FAに暗褐色土が少益混じる。

明黄褐色火山灰 FA主体で暗褐色土を僅かに含む。

黄灰色火山灰 FAが攪乱されたもの。やわらかい。

13号倒木全景 （南から）

13号倒木断面A （北から）

13号倒木断面B （西から）

第331図 13号倒木平面・断面図
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第 5章 FA層下面の調査

3区 14号側木

＼ ゃ

A
 

ー

L=l90.60m 
B B' 

12 

A
 

A' 
L=l90.80m 

゜
lm 

1 黒褐色土 基本土層VI層。

2 黄褐色土 軟調。砂質。基本土層 X層？

3 灰白色火山灰 FA(S-5)。

4 褐色火山灰 FA(S-1)。

5 黒褐色土 FA、黄褐色土がプロソク状に堆積。

6 黄褐色土 砂質。 2層よりやや枯性を帯び、しまる。基本土層x層？

7 灰白色火山灰 FA主体で基本土層VI層を少最含む。

8 灰褐色土 基本土層VI層主体でFAを多最に含む。

9 暗褐色土 FPを多鍼に含む。

10 黄褐色土 FP粒を含む。

11 暗褐色土 FPを含まないが不均質。

12 明褐色土 細粒でFAを含む。カーボンを横位に集中的に含む部分あり 。

13 黄褐色土 FPがぎっしりつまる。12層で汚れている。

14 明褐色土 12層にFPを少絨含む。 9、
15 黄灰色火山灰 FA（上位の細砂粒ユニット）に軽石を多量に含む。

16 黒色土 基本土層VI層にFAを含む。

14号倒木幹部分（北東から）

14号倒木全景（西から） 14号倒木断面A （北から）

第332図 14号倒木平面 ・断面図
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第 3節倒木・立木

3区 15号倒木

A' 

B — L= 190. 60m B
 

ー
L=l90.60m 

C C' 

一
吋 上 L=l90.90m

D' 

L=J90.60m 

A 11 

三
15 

~--//—---/ 

x
 

゜
lm 

l にぶい黄褐色火山灰 FA (S-10)が主となるが、不均質で乱れ

が多い。

2 灰褐色火山灰 FA(S-1)。

3 にぶい黄褐色土 ］稲に近似するがFP粒を含み乱れる。木の

4 暗褐色火山灰

5 暗褐色土

6 暗褐色土

7 黒褐色土

8 褐色土

9 黒褐色土

根付近のナ層と思われる。

FA(S-1)主体で基本土層VI層が混しる。

基本土層VI屑主体でFAを含む。

FAが混じる。

基本土層 VI 層。 As~cを少量含む。粘性少な

い。軟質。

軟質で粘性少ない。上位ほど色調は暗い。

基本土層VI層主体とし、 FA、 8層等と共に

ブロノク状の構造を呈す。

10 黄褐色土 基本土府VIII層。

11 黄褐色土 基本士層x層。

12 灰白色火山灰 FA(S-10)。

13 i炎黄橙火山灰 FA (S-5)上位。

14 褐灰色火山灰 FA (S-5)下位。

15 黄褐色土 基本土層VII・ VIII・ X層の境が明確でない。

16 にぶい黄褐色火山灰 FA主体。不均質でFPが多い。

15号倒木全景 （北から）

15号倒木断面A （南東から）

第333図 15号倒木平面 ・断面図
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第 5章 FA層下面の調査

3区 16号倒木

A
 

ー

A' 

A L0190.80m A' 

ローム採掘抗

3区 17号倒木

A
 

／ 
人ぞク

16号倒木断面 （南から）

l 灰色火山灰 FA。細粒砂。

2 淡赤橙色火山灰 FA (S-1、S-2)。

3 黒色土 基本土層VI層。

4 暗褐色土 ローム漸移層？ 3層が明るくなり、 5層が多くな

る。

5 黄褐色土 基本土層x層。

6 灰色火山灰 FA(S-5)。やや粗い砂質。

7 黄褐色土 5層に 3層を含む。

8 黒褐色土 3層に 5層を含む。

A' 

L=l90. 70m 

17号倒木全景（西から）

゜
lm 

1 暗褐色土 FAを含む細粒層。

2 淡赤橙色火山灰 FA。S-1、S-2~S-5まである。 1層下ではS-11がみ られる。

3 黒色土 基本土層VI層。

4 褐色土 基本土層1X層。

5 明褐色土 基本土居 X層。

6 明褐色土 5層主体でFA火砕流(S-5)を含む。粒状、プロソク状にも含む。 3層、 4層をプロノク状に含む。

7 褐色土 4層にFA(S-5)を含む。

8 淡赤橙色火山灰 2層にFPを含む。

9 淡赤橙色火山灰 2層に 3層を粒状に含む。

10 褐色土 2 • 3 • 4層の混合層。軽石を多く含む。

11 暗褐色土 4層主体で 2層(S-1、S-2)を含む。軽石を少贔含む。

第334図 16号・ 17号倒木平面 ・断面図
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第 3節 倒木・立木

白井丸岩遺跡 3区 1号佳lj木

LM 

ー、― i
 

1:600 
l 

30 27 24 21 

LJ 

LG シ

lSLD 

ぞ
グ

A L=l95.80m A' 

／` 
B L0195.80m 

＞
 

S-2 

9¥../'-'X G--~-15 

14 • 15 

1

2

3

4

5

 

6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
 

19 

20 

黒色土 モグラ、木の根痕。FP混しり。軟質。

褐色土 基本土層VI層崩壊土。

黄灰褐色土 砂質ローム混しり 。基本土層VII層と VIII層の崩壊土。

基本土層XI層崩壊土。

灰褐色土 基本土層x層と XI層の混合層。軽石混じ り。

砂質シルト塊状に含む。

褐灰色火山灰 FA(S-1)。

基本土層VI層 橙色パミス （径0.5~1mm)下位に多く含む。

灰白色火山灰 FA(S-5)。

暗褐色土 基本土層VIII屑主体で 4層が混じる。

灰褐色火山灰 FA(S-5、S-10、S-11)。

灰褐色火山灰 FA (S-1、S-5)。

褐色土 基本土層VII層主体。YPシルトプロノク混じり 。

黒褐色土 基本土層VI層崩壊土。YPシルトプロノク混じり 。

基本土層VII層 橙色パミス（径0.5mm)含む。

基本土層VIII層 橙色パミス（径10~30mm)、黄白色～黄灰色パミス含む。

基本土層x層 （径10~30mm)の黄灰色シルト、ロームプロソク含む。

基本土層x層 YPシルトフロノク （径10~60mm)を含む。

基本土層XI屑 YP混じり砂質シルト屑。塊状。上半部に黄色パミス （径 5~ 

10mm)多く含む。

（径50~150mm)の亜円礫、安山岩、 珪質岩、石英閃緑岩、黒

色砂岩の円礫を含む。マトリクスは灰褐色シルト 。中粒砂

～細粒砂を含む。

基本土層W層主体でVI層を少屈含む。FAを含む。

基本土層 XIl層

暗褐色土

゜
lm 

1号倒木断面 （南から）
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第 5章 FA層下面の調査

白井北中道遺跡
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3区

OA 
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゜
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第336因 北中道遺跡倒木配置図
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第 3節倒木・立木

3区 1号倒木

v̀ 

吋
一

1 黄褐色土

2・ 黄9灰色土

3 黄灰色土

4 黄灰色土

5 暗貨灰色上

6 ．屯色土

7 燻色土

8 暗黄灰色t

9 黄灰色上

10 黄灰色 l;

11 黄灰色上

12 暗褐色ヒ

13 紫灰色火lll灰

14 黄褐色上

15 炭化木片

16 .'且色土

17 黄9火褐色上

18 燻色土

基本土層 XN層。上位はローム質。

基本土層Xl-2府。

基本土層XI-I層。

軟質。いわゆるソフトロームの培相。

ローム質。

基本土層 VI層。下位に橙色軽石（径 2~ 

3 mm)含有。

崩洛プロック。攪乱（植物の根？）。

倒木の根の部分？

礫まじり火山灰土～黒色火山灰土層。転動

プロソクに近いほど礫（径 5~30mm)混じり 。

ローム。プロック状。

黄灰色ローム～暗灰色土の崖錐状堆積物。

（径 2~20mm)のプロノク状。

炭化物含有。

FA (S-1)相当の炭化物滉じりの軟質土。

（径 l~5 mm)大。

（径10mm)のロームプロ ック混じり。

細礫層。

FAプロック少祉含む。黒色軟質火山灰プ

ロック。

19 基本土居Viii§

20 基本上層x陪

21 基本土層 Xl-1陪

22 基本土層 XIl爵

23 黒色士 崩土。

24 褐色土

25 基本土Ji§XI-3層 砂質ローム。

IV-l 灰褐色土 FAプロック（シルト～細粒砂）混じり 。

IV-2 暗灰褐色土 炭化物含有。いわゆる炭の府。

XI -1 黄灰色士． ローム。

XI -2 黄灰色七砂質。

XI -3 鉗灰色上 ローム質砂～砂質ローム厨。

_!,__ L=l99.80m A' 
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第337図 1号倒木平面・断面図
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第 5章 FA層下面の調査

1号倒木全燥（南から）

4区 2号倒木

-1 /―  

L=l99.00m 

攪乱

゜
lm 

A' 

＝テニ---

ぷe

1号倒木断面A （南から）

1 淡黄橙色火山灰 FA (S-10)。

2 黄褐色土 崩れたFA(S-10)のブロソク。

3 暗褐色土 基本土層VI層に炭化物・ FAを多量に含む。

4 黄褐色土 FA (S-1)と基本土層 VI層の滉合層でFAの大きなブ

口ノクを多く含む。VI層ブロック含む。

5 暗褐色土 2層に似るがFAブロノク小さく、しっかりした輪郭。

6 青灰色火山灰 FA (S-5)。

7 淡赤橙色火山灰 FA(S-1)。

8 暗褐色土 2層と同様だがFA少なく、炭化物多い。

9 黄褐色火山灰 FA(S-11)。

10 明黄褐色土 FA(S-10)主体。転倒後に形成された幹部の痕跡。

11 黄褐色土 碁本土層W層中にFA(S-10)の斑を含む。幹部の痕跡。

12 黄褐色土 基本土府v層と VI層の混合層。根の痕跡と思われる。

2号倒木全景（北東から） 2号倒木断面（東から）

第338図 2号倒木平面 ・断面図
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第 3節倒木・立木

6区 3号倒木

／
 

A
 

10 

18 

゜
lm 

l 黒褐色土

2 暗褐色土

3 暗褐色土

4 黄褐色火山灰

5 褐色土

6 暗褐色土

7 黒褐色土

8 黒色土

9 黒褐色土 FAを僅かに含む。

10 黒褐色土

11 黒褐色土 FAを少凪含む。

12 淡黄色火山灰 FA(S-5)。

13 灰白色火山灰 FA。

黒色土とロームが混じる。

FAと砂の混合層。

FAと砂の混合層。

FA。黄色粒を含む。

ローム。

ローム。

14 黒色土

15 灰白色火山灰 FA(S-5)。砂を含む。

16 暗褐色土 ローム多く含む。FAを僅かに含む。

17 黒褐色土 FAブロック少塁混じる。

18 黄褐色火山灰 FA。

19 暗褐色土 FA多贔に混じる。

20 黒褐色土 FA僅かに含む。ローム僅かに含む。

21 黒褐色土 黒色土混じる。

22 黒褐色土 FAとロームと黒色土の混合層。マトリクス黒褐色土。

23 暗褐色土 ローム主体。 FA（礫状）を僅かに含む。

24 黒色土

25 黒褐色土

26 暗褐色土 ローム。

27 黄褐色土 ローム。下位は赤化している。

3号倒木全景（南西から）

3号倒木断面（南東から）

第339図 3号倒木平面・断面図
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第 5章 FA層下面の調査

白井二位屋遺跡 3区

立木全体図
1号立木

[、―

cu 

CR 

／
 

I
 

2
 

4
 

I OJ 

75 

¥ く」

72 

~I lo:i. 
69 

co 
l 600 

co 
一J

|口

よ

言
A L=l87 4 ゚. m 4 

二位屋 1号立木断面B （西から）

1

2

3

4

 

（

＼

 
溝

褐色土 FAを含む。

にぶい褐色土 l層に似るがFA含有量が多い。

暗褐色土 FAプロソク炭化物を多く含む。

黒色土 基本土層VI層にFAを多量に含む。

5 褐灰色土 褐色土を含む。

6 黒色土 FA小プロソクを含む。

7 褐灰色土 褐色土を若干含む。FAを含む。

8 褐灰色土 褐色土、 FAを含む。

白井南中道遺跡 5区

立木全体図

44 41 38 35 

ー
、
―

IM 

I J 

IG 

ID 
1600 

］ 黒褐色土 基本土層VI培が主体でW層を含む。FAを上位に含む。

2 褐色土 軟質、 FA粒含む。炭も見られる。

3 黄褐色土 基本土層w層に近いが、硬質で色調はまだら。

南中道 1号立木断面（南から）

1号立木

A
 

~ L=l92.10m 

1

ー
、
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S -l z
 VI 

゜
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第340図 二位屋 3区 1号立木、南中道 5区 1号立木平面 ・断面図
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白井丸岩遺跡 1区

立木全体図
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42 39 36 

JX 

第 3節

1号立木

入

倒木・立木

第341図

IO 

丸岩 1区1号 ・2号立木平而 ・断面図

30 1:600 
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1号立木断面（西から）

2号立木
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2号立木断面（北から
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第5章 FA層下面の調査

1号・ 2号立木

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

 

l

l

l

 

オリープ褐色土

灰黄褐色土

粁灰色火山灰

淡赤橙火山灰

褐灰色土

黙褐色土

淡褐色土

淡褐色土

淡掲色土

明褐色十→

黄褐色土

黄褐色十．

上面炭化物粒を含む。スス状の堆梢あり。 FA小塊含む。

FA@.中、 FA(S-10、S-11)にFA(S-5)を1祉かに含む混土。

FA (S-5)。

FA (S-1)。

FA (S-1)粒と某本土層VI府の混十．。締まり弱い。

基本土陪VI層。

6培塊、ローム塊を含む。締まりの弱い。

6培を多く含む。

ロームを多く含む。

ローム。

ローム主体、淡褐色土塊含む。

11屑よ り、硬質な淡褐色土塊多く含む。

3号立木

A い192.lOm A' 

三

ラ
二 ＇ —

ー、ア ＿ ーデ＿＿ーベベ ヘ；一、＂一一心よ ヤ- _,-_ -'-・-:-.,, 'a. _ _._.`之ョ・ ― _ _ 
、ベ

基本土層VII層

4号立木

土質均質、締まりあり。央雑物少ない。

〖｀上

Vl92.00m 
A A' 

・- 2 3J --== 
ー零望三ー

7 5 8 

＼
 

3号立木断面（南から

1

2

3

4

5

6

7

8
 

4号立木断面（南から）

暗褐色土 FAを含む。FAは細かな粒＋として全体的に含まれ、また、輪郭の崩れたプロックとしても含まれる。

黒褐色土 FAを含む。FAは小粒子状にまんべんなく含まれるが、証は他展より少ない。オレンジ色の軽石（下層のCか？）を若干含む。

黒褐色土 FAを多く含む。硬く締まった陪。

暗褐色土 FAを含む。FAは小さなプロソクとして（径 2~5 mm)まんべんなく含まれる。オレンジ色の軽石(Cか？ ）炭化物粒 も混入。

褐色土 FAを含む。FAの入り方は 1層に近い。

褐色火山灰 崩れたFAを主体とする。

黒褐色土 FAを少最含む。

暗褐色土 FAを多く含む。FAは不定形のプロソク 、あるいは粒＋として含まれる。

゜
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第342図 丸岩 1区3号 ・4号立木平面 ・断面図
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第 3節 倒木・立木

5号立木

A
 

z ＼ 

A L=l91. 50m _ A' 

三
5号立木断面 （南から
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黒褐色土 FAが混じるFAは輪郭のぽやけた小プロック状。

黒褐色土 FAが多く滉じるFAの形状は 1陪と同じ。

暗褐色土 FAの滉入は少ないがFAに伴うと思われる軽石をごく少贔混じる。

にぶい黄褐色火山灰 FAの崩れたものを主体とする。

暗褐色土 FAが混じる。FAの形状は 1屑に同じだが羅は少ない。

黒掲色土 FAが混じる。FAは細かい粒子状になり、まんべんなく混入する。

暗褐色土 FAが多く混じる。FAの形状は 1昂に同じ。

黒褐色土 FAが混じる。FAの粒子は 6謗よりやや大きく、集中部がある。

黒褐色土 FAが滉じる。FAの形状は 6陪に近い。

黒褐色土 FAが滉じる。FAの形状は 6層に近い。根痕が残ったものらしく、スカスカで締まりがない。

黒褐色土 FAが混じる。FAの形状は 1屑に近い。粘性が強い。

暗褐色土 FAが混じる。FAの形状は 1層に近い。

6号立木
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A
 

A' 

1
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6
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黒褐色土

暗褐色土

黒色土

褐色土

暗褐色土

暗褐色土

暗褐色土

下陪の黒ボク土FA粒を含む。

FA粒を多く含む。

FA粒を含む。黒ボク土。

崩れたFAが 2より汚れたもの。

FA粒と FAの小プロックを含む。

2層にFAブロックを含む。

5層に基本土層VJ層を少益含む。

6号立木断面（南西から）

゜
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第343図 丸岩 1区5号 ・6号立木平面 ・断面図
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第 5章

7号立木

FA層下面の調査

A
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A' 

L=l92.20m 

＼誓亨三上 7号立木断面（南から
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暗褐色上 FPを含む。これは本立木より新しい攪乱、しまりがなく、サラサラしている。

暗褐色土 わずかに炭化物粒を含むが、あまり混入物がない。

暗褐色土 FAを含む。FAは輪郭のぽやけたプロノクであるが、全体に粒子として多く含まれる。

暗褐色土 FAを多く含む。 3屑のようなブロノクではなく、土粒子と FA粒子がよくまじりあった感し。

黒褐色土 4層と同じく FA粒子を含むが量は少ない。炭化物粒少屈を含む。

暗褐色上 FAを縞状に混じる。これも上位からの新しい攪乱。

にぶい黄褐色火山灰 基本的には構造の崩れたFA。

暗褐色上 FA、炭化物を含む。FAの入り方は 3陪に近い。

黒褐色土 8陪と同じだが、 FAの滉入絨が多くプロソクも大きい。

黒褐色土 FAを含む。FAの入り方は 3層に近い。

暗褐色土 FA粒、オレンジ色に軽石を含む。

黒褐色土 FAを含む。

黒褐色土 12厨と同したがドA址が多く、大きなプロソクて入る。

患褐色土 12図と同じだがFAのプロソクが多益に混入、これは根穴へと続いている。

にぶい黄褐色土 7 /(ijに近いFA中に黒褐色土(12培）が混じる。

にぶい黄褐色火山灰 二次的なFA。

8号立木
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黒色土

黒色土

暗褐色七

暗褐色土

黒褐色上

明黄褐色土

灰白色土

黒色土

黒褐色土

黒褐色十．

黒褐色土

黒褐色士

8号立木断面（南東から）

基本土@VJ陪。明褐色粒を含む。

1層と同じだが、粘性帯びない。

粘性帯びる。 3層を少塁含む。

3層と同じだが、粘性帯びない。

2層に似るが黒味強い。

ローム。粘性帯び、よくしつまている。

粘性強く、よくしまっている。

1層にFA(S-1、S-2)を粒状に含む。

ヒ位に炭化物を含む。締まり悪し。

l層と 2層の混合層。締まり悪し。

3培がボソボソした土。

l@に3将プロソクを含む。

2附主体で 3層のプロソクを含む。

第344図 丸岩 1 区 7 号• 8号立木平面 ・断而図
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白井丸岩遺跡 3区

第 3節倒木・立木

立木全体図
LM 9号立木

i 
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| 
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31 28 25 22 
KQ 

1:600 L=l95.00m 

4 黒褐色土

三
A' 

1 暗褐色土 碁本土層N層。

2 暗褐色土 l層と同じだが、やや火山灰が多い。

3 淡橙色火山灰 FA。

基本七層VI屑を含む。

褐色プロソク状火山灰。

9号立木全景（南東から）

゜
lm 

第345図 丸岩 3区 9号立木平面 ・断面図
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第 5章 FA層下面の調査

10号立木
A A' 

rr':3つーt'・，で、9,‘ム・令
ヽ

ー、―

10号立木全景（南から）

1 淡橙色火山灰 紫灰色火山灰互層。S-1には火山豆石(¢ 5 mm)がみられる。下底部は凹凸の

形状を呈す。

2 黒色士 黒色細粒火山灰土層。下位に橙色軽石(¢ 2・3mm)を含む。橙色火山灰土のプロノ

ク(¢5・10mm)を含む。下位10cmはやや色調が淡く、下位層に漸移する。

3 暗褐色土 暗褐色火山灰土層。橙色軽石(Ys,¢ l ・3mm)を上半部に含む。褐色火山灰土のプ

ロソク(¢ 10・30mm)を多く含む。円礫（¢ 10mm)をまれに含む。

4 黒色土 黒色細粒火山灰～暗褐色火山灰土層。暗褐色砂質火山灰土層からなる。黄褐色風

化火山灰層のプロソク(¢ 10・30mm)を多く含む。全体に黄灰色軽石(¢0,5-lmm)や

斜長石(¢0,5-lmm)を含む。

5 黄灰色土 黄灰色ローム質シルト・細粒砂層。黄褐色風化火山灰層。だんご状の粒構造（粒

径10・40mm)を呈する。下位に黄色軽石(YP¢ 5'20mm)まじりの火山灰シルトブロソ

ク(¢ 30・ 150mm)を含む。円礫(¢ 150 • 200mm)を含む。赤褐色の褐鉄鉱の斑点が見

られる。

6 暗褐色土 暗褐色火山灰質シルト～粘土層。ぽそぽそしている。

7 褐色土 基本土層VI層主体で、 FAを含む。

8 にぶい褐色火山灰 FAに基本土層VI層を含む。

9 黒褐色土 基本土層VI層主体で、 VII層をプロソク状に含む。 FAを少量含む。

10 にぶい橙色火山灰 FA主体で、黒褐色土（基本土層珊層）を含む。

A L=l95.50m A' 

10号立木断面 （南から）
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第346図 丸岩 3区10号立木平面・断面図
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第3節倒木・立木

白井北中道遺跡 2区

立木全体図 1号立木
NM 

NJ 
l 

1゚ 
I i 

NG 

A' 

こ
ND 

118 115 112 109 1600 

1号立木断面A （南から）

2号立木

A
 

＼
 

A' 

1 オリーフ褐色土 黒色 ・黄色土小塊混じり。炭粒僅かに含む。

2 灰褐色土 基本土層w層にFAを含み、粒状・プロソク

状にも含む。

3 黄褐色火山灰 FA(S-11)。

4 にぶい黄褐火山灰 FA(S-11)のくすんだ層。

5 浅黄橙火山灰 FA(S-10)砂質。

6 浅黄橙火山灰 FA(S-10)シルト 。

7 浅黄橙火山灰 5層のくすんだ層。

8 青灰色火山灰 FA(S-5)砂質。

9 淡赤橙火山灰 FA (S-1)。

10 淡赤橙火山灰 砂質、小石混しり。 FA(S-5)混土。

11 明褐色土 土質均質、央雑物少ない。

12 明褐色土 基本土層 1X層。

9

I

 

l
6
T
"
1
 

2号立木断面A （南から）

゜
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第347図 北中道 2区 1号 ・2号立木平面・断面図
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第 5章 FA層下面の調脊

2号立木

1 オリープ褐色王 灰白・黄色小塊含む。 9 黄白色土 黄白色細砂。

2 明黄掲色十 FA(S-11)にオリーブ褐色土を含む。 10 褐灰色土 炭化物粒子含み締まり弱い。

3 黄白色土 黄白色シルト質土。 11 黒褐色十． FA (S-1)に似た火山灰混じる。

4 灰褐色土 締まり弱く僅かに炭化物含む。 黄色細粒(As-8)含む。

5 灰褐色七 締まり弱く炭化物(5mm前後）混しる。 12 黒褐色士 褐色土に明黄褐色土を含む。

6 にぶい橙色 FA(S-1)にオリーブ褐色土混しる。 l3 褐色土 褐色土塊。固く締まった黄褐色土塊混しる。

7 灰褐色土 灰白色微砂（火山灰）の塊(1~2cm大） 14 明褐色土 土質均質、央雑物少ない。

まだらに入る。炭化物含む。 15 灰白色十． FA(S-5)? 

8 灰黄褐色土 火山灰の小塊が入り混じる。 16 明褐色土 陥本土屑1X暦（地山）。

白井北中道造跡 3区

立木全体図
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Ill 108 105 102 

1 暗褐色土

2 暗褐色土

3 暗褐色土

4 暗褐色土

5 黒褐色土

6 暗褐色土

OJ 

1:600 
OG 

FAの小さなプロソクを含む。F圧 FA間の土壌層

と圃様のものだが締まりに乏しい。

FAの小さなブロノクを含む。空隙が多く、指で

押すと凹む。ところどころ小さな丸い土粒になっ

ており、植物や土中の生物によるものと思われる。

中心部が一番軟らかい。

FAブロソクを多く含む。トレ ンチ下端よりさら

に下までのび、空洞になっている。この倒木に伴

うものかとうかわからない。

基本七層 VI層にFAを均ーに含む。

根跡。基本土層VI層主体、軟らかい。

基本七層VII層主体。根によって軟らかくなってい

る。 トレンチ下端は空洞になっている部分あり。

7 灰褐色七 FA-FP間の土壌層。

8 暗褐色土 炭化物粒、小さなプロノクを含む。

9 にぶい黄褐色土 FAが主体の土壌層。炭化物を多く含む。

10 にふい黄褐色火山灰 2層と似るが、 FA(S-5)が主体でやや黒味が

かる。

11 黒褐色土 新しい根跡。
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第348図 北中道 3区 3号立木平面・断面図
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第 3節倒木・立木
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3号立木断面C （南東から）

3号立木全景（南東から）
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第349図 北中道 4区4号立木平面・断面図
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第 5章 FA層下面の調査

5号立木

A
 

A' 

芍 70m

5号立木全景（東から）

1 黒色土 炭化物を含む。

2 にぶい橙色火山灰 汚れたFAのプロック。

3 暗黄褐色土 FA、炭化物を含む。

4 褐色土 炭化物、 FAを含む。

根跡らしい空間が多い。

5 暗褐色土 炭化物、 FAの小プロソ

クを含む。粘りがある。

白井北中道遺跡 5区

立木全体図 5号立木断面（東から）
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第350図 北中道 4区 5号立木、 5区6号立木平面・断面図
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第6章 自然科学分析

白井遺跡群における古墳時代のテフラ

1.はじめに

更新世末期に離水した利根川右岸の河岸段丘面上

に位置する白井遺跡群では、表層のいわゆる黒ボク

土の中に 6世紀に榛名火山ニツ岳火口から噴出した

2層のテフラが認められた。さらにその下位の土層

中にも、 4世紀中葉に浅間火山から噴出した軽石や

5世紀に榛名火山の噴火に伴って噴出した軽石が認

められた。ここでは、最初にこれら古墳時代のテフ

ラの諸特徴を述べ、次に各遺跡での層序や遺跡で検

出された倒木痕や畦などとテフラの関係について記

載する。なおこの報告は、 （掬古環境研究所およびパ

リノ ・サーヴェイ （株）に委託された地質調査の報告

を、早田 勉（（恥古環境研究所）がまとめたものであ

る。

2.古墳時代の示標テフラ

(1) 浅間 C軽石 (As-C)

従来、浅間火山から 4世紀中葉に噴出したと考え

られてきた降下軽石である（石川ほか， 1979, 新井，

1979）。このテフラは、浅間火山から東方向を中心

に分布している。白井遺跡群では、榛名一渋川テフ

ラ層 (Hr-S)の下位の土層中に濃集する黄褐色軽石

として認められる。最近ではその噴出年代を 4世紀

初頭とする考えもある（友廣， 1988，若狭， 1990など） 。

(2) 榛名有馬火山灰 (Hr-AA)

榛名火山から 5世紀に噴出したと推定されている

テフラである（町田ほか， 1984)。榛名火山東麓、子

持火山南麓、さらに赤城火山西麓一帯において、

Hr-Sの下位の土層中にAs-Cとともにわずかに散在

する白色軽石として検出される。後述する榛名火山

の6世紀の 2回の噴火と比較するとごく 小規模であ

る。またその噴出地点についても現在のところ不明

である。
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(3) 榛名一渋川テフラ層 (Hr-S)

榛名一渋川テフラ層（Hr-S)は、「ニッ岳降下火山

灰(FA, 新井， 1979）」と呼ばれた降下テフラ層と、

「ニッ岳第 1軽石流 (FPF-1, 新井， 1979)」と呼

ばれた火砕流堆積物の総称である（早田， 1989)。そ

の噴出年代は 6世紀初頭と考えられている（坂口，

1986)。Hr-Sは12のメンバーに区分される（早田，

1993, 図 l）。

(4) 榛名一伊香保テフラ層（Hr-I)

Hr-]は「ニッ岳軽石 (FP, 新井，1962）」と呼ば

れた降下テフラ層と、「ニツ岳第 2軽石流(FPF-2,

新井， 1979）」と呼ばれた火砕流堆積物の総称であ

る（早田， 1989)。その噴出年代は 6世紀中葉と考え

られている（坂口， 1986)。Hr-FPは36のユニットに

区分される（早田， 1993, 図2)。白井遺跡群の位置

する子持村東部では降下テフラのみが分布 してお

り、白井大宮遺跡の調査において下位より I~Xm 

までの13層に区分されている（群馬県埋蔵文化財調

査事業団，1993）。各層の特徴は次の通りである。

I :灰色軽石の薄層。

II :細粒の桃色火山灰が付着した灰色軽石層。

rn ：成層した中粒の白色軽石層。

w ：細粒の桃色火山灰が付着した白色軽石層。

v:成層した中粒の白色軽石層。

VI :成層した粗粒の白色軽石層。

VII :細粒の桃色火山灰が付着した白色軽石層。

VIII:成層した粗粒の白色軽石層。

IX :細粒の桃色火山灰が付着した 白色軽石層。

x:成層した中粒の白色軽石層。

XI :細粒の桃色火山灰が付着 した白色軽石層で、褐

色岩片を多く含む。

XIl :成層した中粒の白色軽石層。

漏 ：成層した細粒の黄色火山灰層。



3. 遺跡でのテフラの層位と層相

(1) 二位屋遺跡

3区北トレンチでは、標式的な土層の断面を認め

ることができた（図 3）。 ここでは段丘を構成する礫

層 （層厚10cm以上，礫の最大径480mm)の上位に、下

位より灰色砂層（層厚22cm)、褐色砂質土（層原25cm)、

灰色砂層 （層厚68cm)、褐色砂質土（層厚44cm)、黒ボ

ク土の堆積が惚められる。黒ボク土は黒褐色(VII層）

の下部と、黒色(VI層）の上部に区分される。黒色黒

ボク土の上位には、多くのユニットから構成される

テフラ層が認められる (V層）。 このテフラ層は、層

相からHr-Sに対比される。Hr-Sの上位には、その

風成二次堆積物 (N層）と黒ボク土(N層）を挟んで成

層した厚い降下軽石層 (III層）が認められる。このテ

フラ層は、その層相からHr-FPに同定される。

二位屋遺跡で認められるHr-Sの層序を図 4に示

す。この遺跡でのHr-Sは6層に区分される。ここで

は6層を下位より Ny-1~Ny-6と呼ぶことにする。

以下、下位より順に各層の層柑を記載する。

Ny-1 :層厚llcmの褐色の細粒火山灰層である。粒

径のよく揃ったテフラで、降下堆積したテフラと考

えられる。その層相から、 Hr-SのS-1下部降下火山

灰層（早田， 1989)に対比される。

Ny-2:葉理が発達した中粒の灰色火山灰層である。

層厚は 6cmである。淘汰があまりよくないことから、

火砕流堆積物と考えられる。葉理が発達しているこ

とは、火砕流の密度が小さかったことを示唆してい

るものと思われる。層相から、 Hr-SのうちのS-2火

砕流堆積物に対比される。

Ny-3:層厚0.8cmの降下軽石層である。軽石の最大

径は 8mmである。層相から、 Hr-SのうちS-3降下軽

石層に対比される。

Ny-4:層厚0.4cmの褐色細粒降下火山灰層である。

層相から、 Hr-SのS-4降下火山灰層に対比される。

Ny-5 :層庫13cmの不淘汰な火山灰層である。下部

と上部で層相が異なるものの、地層の境は漸移して

おり、 1つの層と考えられる。下部 7cmは、葉理の

発達した灰色火山灰層である。一方、上部 6cmは桃

白井遺跡群における古墳時代のテフラ

色がかった灰色を呈する火山灰層で、下部に比べて

細粒である。このユニットは不淘汰なことから、火

砕流として堆積したものと考えられる。層相と連続

性から、 Hr-SのうちS-5火砕流堆積物のフロ ー ・ユ

ニットの 1つに対比される。

Ny-6 : Ny-5によく似た層厚 6cmのユニットで、下

部と上部に区分される。下部 3cmは、比較的粗粒の

火山灰層である。また上部 3cmは、桃灰色の比較的

細粒の火山灰層である。不淘汰なテフラで、火砕流

堆積物と判断される。層相と連続性から、 Hr-Sの

うちS-10火砕流堆積物に対比される可能性が考え

られる。

(2) 南中道遺跡

南中道遺跡における地質層序も基本的には二位屋

遺跡と同様で、下位より段丘礫層、氾濫原土、黒ボ

ク土と続く 。黒ボク 土の中には 2層準にテフラ層が

認められる。下位のテフラはHr-S、上位のテフラ

はHr-FPに各々対比される。南中道遺跡における

Hr-Sは11層に区分できる（図 5)。ここでは、下位

より Mn-1~Mn-11と呼ぶことにする。以下、各ユ

ニットの特徴を記載するとともに、 Hr-Sとの対応

関係を述べる。

Mn-1 :層厚10cm。褐色の細粒降下火山灰層である。

最大径 3mmの火111豆石に富む。S-1下部降下火山灰

層に対比される。

Mn-2:層厚 5cm。葉理が発達した灰色中粒火山灰。

S-2火砕流堆積物に対比される。

Mn-3:層厚0.8cm。白色で細粒の降下軽石層である。

軽石の最大径は 2mm程度。

Mn-4:層厚1.2cm。褐色の細粒降下火山灰層である。

S-4降下火山灰層に対比される。この火山灰層には、

最大径59mmの白色軽石がめり込んでできた衝撃構造

(impact structure)が言忍められる。おそらく Mn-5

(S-5火砕流）の発生に先だって起こった水蒸気マグ

マ爆発に伴うもの（早田，未公表資料）と考えられる。

Mn-5 :層厚 6cm。灰色の不淘汰な粗粒火山灰層で

ある。最大径14mmの白色軽石や、最大径13mmの石質岩

片が含まれている。S-5火砕流堆積物に対比される。
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Mn-6:層厚0.3cmの褐色細粒火山灰層である。S-9

降下火山灰層に対比される可能性が大きい。

Mn-7:層厚l.3cmの白色中粒火山灰層。 S-10火砕流

堆積物を構成するフロー・ユニットに対比される。

Mn-8:層厚 4cmの不淘汰な火山灰層。S-10火砕流

堆積物を構成するフロー・ユニットに対比される。

下部の灰色で柑粒火山灰（層厚 1cm)と上部の桃色の

中粒～細粒火山灰（層厚 3cm)に区分される。両者の

境は漸移的である。

Mn-9:層厚 2cmの不淘汰な火山灰層。S-10火砕流

堆積物を構成するフロー・ユニットに対比される。

下部の灰色で粗粒火山灰 （層厚l.5cm)と上部の桃色

の中粒～細粒火山灰 （層厚0.5cm)に区分される。両

者の境は漸移的である。

Mn-10:層厚l.7cmの不淘汰な火山灰層。S-10火砕

流堆積物を構成するフロ ー ・ユニットに対比され

る。下部の灰色で粗粒火山灰 （層厚0.7cm)と上部の

桃色の中粒～細粒火山灰（層厚 1cm)に区分される。

両者の境は漸移的である。

Mn-11 :層厚 3cmの黄褐色細粒火山灰層である。

S-11降下火山灰層に対比される。

南中道遺跡 4区北壁では、 Hr-FPのうち I、II、

I11、W、V、VI-VIII、IX、X、XI、XIl層が認めら

れた （図 6)。XIl層の上部と xm層は認められない。

またVI層からVIII層にかけての層界は不明瞭である。

北中道遺跡 2区では、 I~XIlの12層を認めること

ができた （図7)。各層の特徴は次の通りである。

I :層厚0.8cmの灰色軽石層。含まれる軽石の最大

径は23mm、石質岩片の最大径は 9mm。

II :層厚 2cmの桃色軽石層。含まれる軽石の最大径

は49mm、石質岩片の最大径は28mm。

III:層厚21cmの成層した中粒の白色～細粒軽石層。

含まれる軽石の最大径は57mm、石質岩片の最大径は

34mm。

w:層厚0.9cmの桃色軽石層。 含まれる軽石の最大

径はllmm、石質岩片の最大径は、 3mm。

v:層厚llcmの成層 した中粒～細粒の白色軽石層。

含まれる軽石の最大径は57mm、石質岩片の最大径は、
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22mm。

VI :層厚 7cmの柑粒の白色軽石層。含まれる軽石の

最大径は118mm、石質岩片の最大径は105mm。

VII :層厚 3cmの中粒の白色軽石層。 含まれる軽石の

最大径は27mm、石質岩片の最大径は11mm。

VIII:層厚11cmの米且粒の白色軽石層。 含まれる軽石の

最大径は99mm、石質岩片の最大径は33mm。

IX :層厚1.3cmの細粒の桃色軽石層。含まれる軽石

の最大径は11mm、石質岩片の最大径は 6mm。

x:層厚12cmの成層した中粒～細粒の白色軽石層。

含まれる軽石の最大径は46mm、石質岩片の最大径は

14mm。

XI :桃色火山灰が付着した層厚 2cmの白色軽石層

で、褐色岩片を多く含む。含まれる軽石の最大径は

8 mm、石質岩片の最大径は 7mm。

XIl :層厚llcmの中粒の白色軽石層。含まれる軽石の

最大径は40mm、石質岩片の最大径はllmm。

(3) 北中道遺跡

北中道遺跡で認められるHr-Sは 4層 に区分され

る。ここでは、 4層を下位より Kn-1、Kn-2、Kn-3、

Kn-4と呼ぶ （因 8)。給源火口から離れているため

に、いずれのテフラ層も比較的細粒である。以下、

下位より順に記載を行うことにする。

Kn-1 :層厚2.8cmの桃褐色の細粒降下火山灰層であ

る。層相からS-1に対比される。

Kn-2 :層厚 2cmの灰色細粒火山灰層である。層位

から火砕流として堆積したものと推定される。本テ

フラ層には、 S-5火砕流に先行して噴出した軽石が

めり込み、衝撃構造 （impactstructure)が形成され

ている。この軽石の最大径は、 71mmにも達する。層

相からS-2に対比される。

Kn-3:層厚4.5cmの全体として淘汰の悪い火山灰層

である。層相から、このテフラは、下部と上部に区

分することができる。下部は、層厚 2cm。灰色の比

較的粗粒の火山灰層で、最大径25mmの石質岩片が含

まれる。一方上部は、桃灰色の比較的細粒の火山灰

層である。両者は漸移的な関係にある。層相から、

このテフラ層はS-5火砕流に対比される。



Kn-4:層厚1.5cm。黄褐色の細粒降下火山灰層であ

る。子持村とその周辺の資料などから、本テフラ層

はS-10火砕流の流走中に形成された灰かぐらに由

来するS-11降下火山灰層に対比される。

北中道遺跡ではHr-FPを詳細に観察でき、さらに

早田（1990)の細分との対比を試みることができた

（図 9)。次に下位より順に記載を行う 。

I (I-2) :層厚 1cmの細粒の灰色降下軽石層であ

る。軽石の最大径は17mm、石質岩片の最大径は 7mm 

である。

II (I-5) :層厚 2cmの桃色細粒火山灰にまみれた軽

石である。軽石の最大径は21mm、石質岩片の最大径

は13mmである。

ill (I-8) :層厚11cmの中粒の白色降下軽石層であ

る。軽石の最大径は75mm、石質岩片の最大径は43mm

である。

N (I-12下部） ：層厚 6cmの細粒の白色降下軽石層

である。軽石の最大径は22mm、石質岩片の最大径は

4 mmである。

V (I-12上部・ 1-14):層厚17cmの中粒の白色降下

軽石層である。軽石の最大径は97mm、石質岩片の最

大径は53mmである。

V (I-16) :層厚1.5cmの細粒の白色降下軽石層であ

る。軽石の最大径は12mm、石質岩片の最大径は 6mm 

である。

V (I-18) :層厚11cmの粗粒の白色降下軽石層であ

る。軽石の最大径は72mm、石質岩片の最大径は26mm

である。

V (I-19) :層厚 6cmの中粒の白色降下軽石層であ

る。軽石の最大径は21mm、石質岩片の最大径は18mm

である。

VI (I-20)：層厚26cmの粗粒の白色降下軽石層であ

る。軽石の最大径は93mm、石質岩片の最大径は36mm

である。

Vil (I-21)：層厚0.8cmの桃色細粒火山灰にまみれた

軽石層である。軽石の最大径は 8mm、石質岩片の最

大径は 3mmである。

VIII (I-22)：層厚 2cmの細粒の白色降下軽石層であ

白井遺跡群における古墳時代のテフラ

る。軽石の最大径は11mm、石質岩片の最大径は 6mm 

である。

VIII (I-23)：層厚 9cmの粗粒の黄白色降下軽石層で

ある。軽石の最大径は37mm、石質岩片の最大径は27mm

である。

VIII (I-24)：層厚 9cmの粗粒の黄白色降下軽石層で

ある。軽石の最大径は56mm、石質岩片の最大径は49mm

である。

VIII (I-25)：層厚2.5cmの粗粒の黄白色降下軽石層で

ある。軽石の最大径は18mm、石質岩片の最大径は

9 mmである。

XI (I-26) :層厚 9cmの褐色石質岩片に富む褐灰色

の粗粒降下火山灰層。軽石の最大径は 3mm、石質岩

片の最大径は 4mmである。

XIl (I-28) :層厚 2cmの黄色の細粒降下軽石層であ

る。軽石の最大径は19mm、石質岩片の最大径は 5mm 

である。

XIl (I-29) :層厚5cmの粗粒の黄色降下軽石層である。

軽石の最大径は68mm、石質岩片の最大径は19mmであ

る。上方ほど粒径が大きい逆級化構造が認められる。

XIl (I-30) :層厚 5cmの細粒の黄色降下軽石層であ

る。軽石の最大径は15mm、石質岩片の最大径は13mm

である。

XIl (I-33) :層厚 7cmの細粒の黄色降下軽石層であ

る。軽石の最大径は23mm、石質岩片の最大径は19mm

である。

4. 倒木痕や畦とテフラとの関係について

(1) 倒木痕

二位屋遺跡や南中道遺跡では多くの倒木痕が認め

られた。倒木痕の多くは根によって段丘を構成する

礫層の上位の暗褐色土にまで変位を及ぼすものがあ

る。さらに礫層 を変位させているものもある。これ

らのうち代表的な倒木痕について記載し、その層準

について考察を行うことにする。

二位屋遺跡10号伺木痕 (3区DA-63グリッド）で

は、倒木現象に伴い礫層までが変位を受けている。

倒木現象によって形成された割れ目の部分は、黒ボ
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ク土によって充填されている。そしてHr-Sの堆積

によって倒木全体が埋没している。倒木痕の形成時

期は、 Hr-Sの堆積より前である。

二位屋遺跡 5号倒木痕 (3区CU-65グリッド）で

は、倒木現象に伴って形成された割れ目が、 Ny-1

が流れ込んで堆積した黒ボク土混じりの二次堆積火

山灰層と、 Ny-5やNy-6などの火砕流堆積物によっ

て充填されている（図10)。Ny-5の下部の灰色部に

は、パイプ構造が認められる。なおパイプ構造とは、

火砕流の流走中に軽石から噴出したり、取り込まれ

たガス（おもに空気）が火砕流停止後に上方に吹き抜

ける現象に伴い細粒物質が上方に運ばれ、粗粒物質

のみが埋突状に残されてできた構造である。パイプ

構造が認められることから、割れ目を充填している

Ny-5は、明らかに一次堆積のテフラと判断される。

側木痕の形成時期はNy-1(S-1降下火山灰）の堆積後

で、 Ny-5 (S-5火砕流）の堆積以前である。

二位屋遺跡 4号倒木痕 (3区CT-67グリッド）で

は、倒木現象に伴い、幹の重みによってそれまで堆

積していたHr-Sが変形を受けている。幹の下に確

実に認められる Hr-Sは、 Ny-1~Ny-3である。Ny-1

~Ny-3は、倒木現象に伴 って確実に変形を受け、

幹の部分がへこみその両側が盛り上がっている。

Ny-4は、その層厚が非常に小さいため、確認が難

しいものと思われる。また倒木現象に伴って根の部

分が変位してできた割れ目の部分には、 Ny-5(S-5 

火砕流堆積物）以降のテフラが堆積している。倒木

痕の形成は、 Ny-5(S-5火砕流）の堆積時と思われる。

二位屋遺跡 8号倒木痕 (3区DA-66グリッド）で

は、倒木現象に伴ってできた割れ目の部分に、

Ny-5 (S-5火砕流堆積物）が堆積している。1至lj木痕の

形成時期は、 Ny-5(S-5火砕流）の堆積時である。

南中道遺跡 3号倒木痕の根の部分の断面を図11に

示す。倒木に伴って形成された割れ目の部分には、

黒ボク土が混じった 二次堆積の Mn-1(S-1)と、

Mn-5 (S-5火砕流堆積物） ～ Mn-9 (S-10火砕流堆積

物）が認められる。Mn-5には、最大で太さ 8mm、長

さ60mmのパイプ構造が認められる。またMn-9には
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パイプ構造（最大で太さ 15mm、長さ60mm)のほか、炭

化木片が認められる。パイプ構造が認められること

から、 Mn-5以降の火砕流堆積物は一次堆積のテフ

ラと考えられる。

一方、幹の下位には、幹の重さによって変形され

たMn-1~Mn-4のテフラを観察することができる。

幹の下敷きになった部分の層厚は減少し、その両側

が盛り上がっている。たとえば厚さ 15cmのS-1が、

幹の下の部分で 3cmであるのに対し、盛り 上がった

部分では19cmもある。

倒木に伴って形成された割れ目の部分に黒ボク土

が混じった二次堆積のMn-l(S-1)が存在すること、

また幹の部分の下位にMn-4（層厚0.5cm, S-4)が認

められることから、 3号倒木痕についてはMn-1堆

積より後に割れ目が 1度形成され、さらにその後

Mn-5堆積時に幹の部分が地表に倒れ込んだと推定

される。

このように二位屋遺跡や南中道遺跡で詑められた

多くの倒木痕は、(l)Hr-Sの堆積より前、 (2)Ny-l (S-1 

降下火山灰）の堆積の後でNy-5(S-5火砕流）の堆積

以前、そして(3)Ny-5(S-5火砕流）の堆積時などの層

準で形成されている。(1)については、倒木に関連す

るテフラは認められず、大風などの通常の自然現象

によって引き起こされた可能性が考えられる。 (2)お

よび(3)については、通常の気象現象によって引き起

こされた可能性も完全に否定することはできないも

のの、 (2)についてはNy-2(S-2火砕流）またはNy-2

(S-2火砕流）と Ny-5(S-5火砕流）の複合、(3)につい

てはNy-5(S-5火砕流）によって発生した可能性が大

きいと考えられる。なお、流走力の大きい火砕流に

よって倒木現象が発生した例としては、わが国にお

いては大正 3年(1914年）の桜島火山の噴火に伴って

発生した火砕流（小林， 1986)や雲仙普賢岳平成の噴

火の例などが知られている。

(2) 畦状遺構

l) 層相による検討

南中道遺跡の発掘調査では、 Hr-FPに覆われた平

坦部と微起伏部が検出された。後者については、発



掘調査の結果から畦の可能性が指摘されている。こ

こでは、成層したHr-FPによる埋没過程におけるテ

フラの除去作業などの有無について、テフラ層の連

続状態から検討を行う 。調査の対象とした地点は、

A-Eの 5地点である。各地点でのHr-FPの層序を

図12に示す。

南中道遺跡A地点（平坦部）では、 Hr-FPのうち I、

II、m、IV、V、VI-Vlll、IX、Xが認められる。B

地点（微高地部）では、 I、II、m、IV、V、VI-Vlll、

IX、Xが認められる。C地点（微起伏部）では、 I、

II、m、IV、V、VI-Vlll、IX、Xが認め られる。 D

地点（平坦部）では、 I • II、m、IV、V、VI-Vlll、

IX、Xが認められる。さらに E地点（微起伏部）では、

下位より I • II、m、IV、V、VI-Vlll、IX、Xが認

められる。

以上のように、 A、B、C地点と、 D、E地点と

の間に違いが認められた。すなわち前者においては

IとIIの層境が明瞭であるのに対して、後者では不

明瞭である。これは除去作業があったことではなく、

むしろ両者を混在させるような作用すなわち、 IIの

堆積後に踏みつけられるようなことが行われたこと

を示唆していると考えられる。IIとmの間に時間間

隙が存在していたか、あるいは少なくとも IIの堆積

まで動物あるいは人が発掘調査区内に存在していた

ことなどが考えられよう 。mの堆積以降、 Hr-Iの堆

積終了までの間には、動物の行動の痕跡は認められ

ない。

2) テフラ検出分析による検討

南中道遺跡 4区12号畦西壁、 4区16号畦東壁、 4

区11号畦南壁、白井丸岩遺跡 1区4号畦、白井丸岩

遺跡 2区 5号畦の 5地点では、いずれも Hr-FPの直

下から畦が検出されている（図13~17)。そして畦は

Hr-Sの上位の土壌から構成されている。畦を構成

する土層には軽石の混入が認められた。そこでこれ

らの地点で採取された 6点の土壌試料について、軽

石の起源を求めるためにテフラ検出分析を行った。

南中道遺跡 4区12号畦西壁土壌の上半部には、白

色中粒の軽石（試料番号 1)が認められる。畦を覆う

白井遺跡群における古墳時代のテフラ

Hr-FPの最下位は白色中粒軽石層 (IIl層）である。南

中道遺跡 4区16号畦東壁を構成する土壌の上半部に

は、白色中粒の軽石（試料番号 1)が認められる。畦

を覆う Hr-FPの最下位は、白色中粒軽石層 (III層）で

ある。

南中道遺跡 4区11号畦南壁を構成する土壌の上半

部には、白色中粒の軽石（試料番号 1)が認められる。

畦を覆う Hr-FPの最下位は白色中粒軽石層 (IIl層）で

ある。

丸岩遺跡 1区4号畦の構成層中には、白色中粒軽

石層（試料番号 2)がレンズ状（長径は16cm)に認めら

れた。またその上位の土壌中にも軽石（試料番号］）

が認められた。畦を覆う Hr-FPの最下位は白色中粒

軽石層 (IIl層）である。

なお丸岩遺跡 2区では、 Hr-Sの直下に硬化した

土壌からなる道路遺構が検出された。道路を直接覆

うHr-Sは、下位より褐色細粒火山灰層 （層厚 8cm)、

成層した灰色細粒火山灰層（層厚 2cm)、石質岩片に

富む細粒軽石層（層厚0.5cm)、細粒灰色火山灰層（層

厚0.2cm)、成層した灰色粗粒火山灰層（最大層厚

8 cm)、桃色細粒火山灰層（層厚 3cm)からなる（図

18)。層相から早田(1989)の区分に照会すると、褐

色細粒火山灰層はS-1降下火山灰層下部、成層した

灰色細粒火山灰層はS-2火砕流堆積物、石質岩片に

富む細粒軽石層はS-3降下軽石層、細粒灰色火山灰

層はS-4降下火山灰層、成層した灰色粗粒火山灰層

はS-5火砕流堆積物、桃色細粒火山灰層はS-10火砕

流堆積物に各々対比される可能性が考えられる。

最下位の褐色細粒火山灰層の上面には、小規模な

凹凸が認められる。これは、褐色細粒火山灰層の堆

積後で、灰色細粒火山灰層の堆積前に侵食作用を受

けたことを示唆している。

丸岩遺跡 2区 5号畦の構成層中には、材が認めら

れた。また材の直下の 5号畦を構成する土壌中には、

軽石（試料番号 1)が認められた。

テフラ検出分析の手順は次の通りである。 l)試料

15gを秤量、 2)超音波洗浄装置により泥分を除去、 3)

80℃で恒温乾燥、 4)実体顕微鏡下でテフラ粒子の特
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徴を観察。分析結果を表 lに示す。南中道遺跡 4区

12号畦西壁の試料番号 lには、軽石が比較的多く認

められた。含まれる軽石は比較的粗く最大径は

36.9mmである。軽石の色調は白色で、発泡はあまり

良くない。斑晶としては角閃石や斜方輝石が詔めら

れる。岩相から、 Hr-FPに由来するものと考えられ

る。

南中道遺跡 4区東壁畦の試料番号 1には、軽石が

比較的多く認められた。含まれる軽石は比較的粗く

最大径は18.3mmである。軽石の色調は白色で、発泡

はあまり良くない。斑晶としては角閃石や斜方輝石

が認められる。岩相から、 Hr-FPに由来するものと

考えられる。南中道遺跡 4区16号畦東壁の試料番号

lには、軽石が比較的多く詔められた。含まれる軽

石は比較的粗く最大径は21.2mmである。軽石の色調

は白色で、発泡はあまり良くない。斑晶としては角

閃石や斜方輝石が認められる。岩相から、 Hr-FPに

由来するものと考えられる。

白井丸岩遺跡 l区4号畦の試料番号 1には、軽石

が比較的多く認められた。含まれる軽石の最大径は

11.1mmである。軽石の色調は灰色や白色で、発泡は

あまり良くない。斑晶としては角閃石や斜方輝石が

認められる。岩相から、 Hr-FPに由来するものと考

えられる。また試料番号 2にも、軽石が比較的多く

認められた。含まれる軽石の最大径は13.1mmである。

軽石の色調は灰色や白色で、発泡はあまり良くない。

斑晶としては角閃石や斜方輝石が詔められる。岩相

からHr-FPのうち III層の一部と考えられる。白井丸

岩遺跡 2区 5号畦の試料番号 lには、軽石が比較的

多く認められた。含まれる軽石は比較的粗くその最

大径は23.3mmである。軽石の色調は白色や灰色で、

発泡はあまり良くない。斑晶としては角閃石や斜方

輝石が認められる。岩相から、 Hr-FPに由来するも

のと考えられる。

5. まとめ

二位屋遺跡、南中道遺跡、丸岩遺跡、北中道遺跡

の 4遺跡において地質調査とテフラ検出分析を行
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い、テフラの層序や倒木痕さらに畦の層位について

の記載を行った。二位屋遺跡、南中道遺跡では段丘

礫層の上位に、氾濫原土、黒ボク土が認められる。

このうち、黒ボク土には 2層のテフラが認められる。

下位のテフラは榛名一渋川テフラ層（Hr-S）、上位

のテフラは榛名一伊香保テフラ層 (Hr-I)の降下テフ

ラ層 (Hr-FP)である。このうちHr-Sは、大きく 6

層に区分する ことができる。二位屋遺跡、南中道遺

跡で認められた多くの倒木痕は、 (1)Hr-Sの堆積よ

り前、 (2)S-1降下火山灰堆積の後でS-5火砕流の堆

積以前、そして(3)S-5火砕流の堆積時の層準で形

成されている。これらのうち（2)についてはS-3火

砕流、あるいはS-3火砕流と S-5火砕流の複合的要

囚、そして（3)についてはS-5火砕流など、 Hr-Sの

噴火の際に発生した火砕流によって引き起こされた

倒木の可能性が大きいと考えられた。
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表 1 白井丸岩遺跡のテフラ検出分析結果

地点 試料 軽石の量 軽石の色調 軽石の最大径

南中道 4区西壁畦 ＋＋ 白 36.9 

南中道 4区畦東壁 l ＋＋ 白 18.3 

南中道 4区畦南壁 l ＋＋ 白 21.2 
---------------------------- ---- ---------- ----- ------—•--- --- --- - ---

白井丸岩 1区1号畦 1 ＋＋ 灰＞白 11.1 

白井丸岩 1区1号畦 2 ＋＋ 灰＞白 13. l 

白井丸岩 2区大畦 2 ＋＋ 白＞灰 23.3 

＋＋＋ ＋ ：とくに多い， ＋＋＋ ：多い，＋ ＋ ：中程度，＋ ：少ない，ー：認められない．軽

石の最大径の単位は， mm

377 



第 6章

50 

100 

150 

200 

250 

自然科学分析

Sー］2:柑粒軽石を含む桃色火砕流堆梢物

= -S-11:褐色細粒火山1火培

S-10:桃灰色火砕流堆積物

／ s-9：黄色降下火山灰層
；；；；；ー S-8:発泡が悪い降下軽石層
＝、 s-7:掲灰色細粒火山灰層

S-6 :淘汰のよい暗灰色柑粒火山灰層

S-5 :灰色火砕流堆積物

/ S-4:褐色細粒火山灰附= - s-3 ：降下軽石層
一ヽ s-2：灰色火砕流堆積物

S-1（上部） ：細かく成層した掲色細粒火山灰培

S-1（下部） ：桃褐色細粒火山灰層

④： 火lll豆石

因 1 榛名一渋川テフラ層 (Hr-S)の層序（早田，1989)

250 

口
己
三
言

/

0
／

ロ

土

土
ク

ク

灰

灰

ホ

ホ

山

山

黒

憬

火

火

色

色

土

石

粒

粒

褐

褐

色

軽
粗
細
里
~
暗
褐
砂
礫

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

Pl 
F
 

石軽岳ツ二名榛

榛名一渋川テフラ (Hr-S)

100 

200 

300 

浅間 C軽石(As-C)

―. --.] 1 

.... :.~ ― ． ・ー.．．． 
•.. ・ •.. • . .... 

● •... •.. 0 • . ·•·... ．． ... •.. .... 
..o • ・. ・. ・ ．．． 
•. •. •.. • ・ • O 
... .... ~.... .. ・・・ ・.... 

~゚ 2 

疇

図3 二位屋遺跡 3区北トレンチの土層柱状図

数字は，テフラ分析の試料番号。

50 •· 

lOO,. 

150 

200 

渋川市金JI 了持村、'AJI・峯戯跡

3
6
3
3
3
2
3
1
 

豆
〖
露
言
澤
澤
碑
砂
澤
『

3

塁
2
8
2
6

□
口20

-9

]

8

6

5

4

3

2

／

□

冒
聾
冒
昌
言
冒
言
冒
図2

図4

榛名ー伊香保テフラ層 (I-[r-1)の層序（早田， 1990)

20 

30 

40 

曰 粗粒軽石

四 中粒軽石

ビ］ 細粒軽仕

四 国片

□鵬火山灰

1111桃色のユニソト

r立］ 灰色のユニソト

cm 

Ny-6(S-lo) 

Ny-5(S-5) 

Ny-4 (S-4) 

Ny-3 (S-3) 

Ny-2 (S-2) 

Ny-l(S-1) 

巨］ 軽石

□鱈火山灰

回 石質岩片

ロ 細粒火山灰

二位屋遺跡における榛名一渋川テフラ層の層序

（ ）は．早田(1989) の名称。

378 



白井遺跡群における古墳時代のテフラ
cm 

゜cm 

゜
10 

20 

30 

40 

Mn-JO(S-10) 

Mn-9(S-10) 

Mn-8(S-10) 

Mn-7 (S-10) 

Mn-6 (S-9) 

Mn-5 (S-5) 

Mn-4 (S-4) 

Mn-3 (S-3) 

Mn-2 (S-2) 

Mn-I (S-1) 

医］ 軽石

ロ 粗粒火山灰

50 

100 

X [l 

XI 

X 

IX 

渭

二 VII

→I，ノ 9｛, ;、1- VI 

V 

→19 999 9,l = IV 

臼
ロ
ロ
ロ
ロ

柑粒軽石（白色）

中粒軽石（白色）

細粒軽石（白色）

灰色軽石

黒褐色土

図 5

区］ 石質岩片

ロ 細粒火山灰 図 7

I
I
I
n
I
 

図 6

図 8

南中道遺跡における榛名一渋川テフラ層の層序

（ ）は，早田(l989)の名称。

50 

l
l
l
 

)
'
J
`

'

.

¥

1

,

1

 

-

=
-
=
 

二
三
言

"

,

4

双

n
u
l
 

1-VII 

,
!
 

ー

口白色軽石 （粗粒）

ロ 白色軽石（中粒）

口 白色軽石（細粒）

ロ 灰色軽石

口 桃色火山灰

隊裂黒色黒ポク土

巳 黒褐色黒ポク土

ピ］暗褐色黒ボク土

ロ掲色黒ボク土

ロ黄褐色砂質土

冒：
南中道遺跡 4区北壁の榛名ーニッ岳軽石の基本

層序

ローマ数字は，部層の番号。

cm 

゜

10 

S-11 :黄褐色細粒降下火山灰層

S-5 :火砕流堆積物
上部 ：桃灰色細粒火山灰層
下部 ：灰色粗粒火山灰層

S-2:火砕流堆積物．
灰色細粒火山灰層

匹］ 軽石 E:]石質岩片

ロ 粗粒火山灰 E三］ 細粒火山灰

閏 黒色黒ボク上ビ： 暗褐色黒ボク土

北中道遺跡における榛名一渋川テフラ層の層序

cm 

゜
JO 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110,_ 

120 

130 

図 9

北中道遺跡 ・2区 4号畦西壁の榛名ーニツ岳軽

石(Hr-FP)の層序

矢印はスプレーによる着色層準。断面図 （P.200)で線の引

いてある所。

置
『
••

三
浴
詞
璧
墨
贔
疇
瓢
饗
躙
轡
器
餞
罵
＞
班
盗
置

3

0

9

8

7

5

4

 

3

3

2

2

2

2

2

 

―

―

＿

一

＿

一

＿

I

l

I

I

l

I

I

 

3

2

1

 

2

2

2

 
＿
＿
＿
 

I

I

I

 

I -20 

I -19 

I -18 

I -16 

1 -14 

回 米11粒軽石

巳］ 中粒軽石

ビ］ 細粒軽石

巳］ 灰色軽石

ロ 掲灰色粗粒火山灰

口 桃色細粒火山灰

四 石質岩片

瓢 黒ボク土

I -12 

1 -8 

I -5 
1 -2 

北中道遺跡における榛名一伊香保テフラ層の層序

379 



第6章 自然科学分析

cm 
A B

 
c
 

D
 

E
 

。

50 

= l • Il 

口末J!粒軽石 （白色）

ロ中粒軽石 （白色）

ロ中粒軽石（灰色）

□tl!粒火山灰

ロ細粒火山灰（桃色）

図12 南中道遺跡 3区における榛名ー伊香保テフラの層序

A~Eは，地点番号。

A

B

 

c
 

根幹

口火砕流堆積物

ロ パイプ構造

［黒褐色黒ホク土

口腐植質

口細粒火山灰

閏黒色黒ホク土

ロ暗褐色j→

図10 二位屋遺跡 3局倒木痕根部の地質断面

）
 

―ヽ

）
 

F

S

 

'

'

 
r

r

 

H

H

 

（

（

 

石

ラ

蚤庫

フ

岳

テ
ツ

ー

二

渋

―

―

 

名

名

榛

榛ー

rn

□[ 

c
 r

.
'
 

0

0

 

2
 

図l3 南中道遺跡 4区西壁畦部 図15 南中道遺跡 4区南壁畦部

の土層柱状図 の土層柱状図

数字は，テフラ検出分析の試 数字は，テフラ検出分析の試

料番号。 料番号。

）
 

p
 

F
 

ー（
 

石洛卓岳ツ二

昂

＿

乱

名

攪

榛

ー口
言

C
-r
'

f
 

0

0

 

3
 

図14 南中道遺跡 4区東壁畦部

の土層柱状図

数字は，テフラ検出分析の試

科番号。

20゚［ 口秦名一

＇・ソ岳軽石 (llr-FP)

才

ー

↓
 

□
 

e

m

I

.

'

 

0

0

 

2
 

図17 丸岩逍跡 2区大畦の土層

柱状図

数字は，テフラ検出分析の試

料番ふ

根 幹

n
 

M
 

C
f
 

.

.

.

.

 

-

m
 0

5

0

 

口火砕流堆積物

ビ］炭化材

西］礫
冑黒ボク土

口 細粒火lll灰

ロパイプ構造

□砂

ロ腐植質

図11 南中道遺跡 6号倒木痕根部の地質断面

380 

土

土
ク

ク

土

灰

灰

ポ

ボ

ク

山
山
黒
里
~
ホ

火

火

色

色

黒

図

石

粒

粒

褐

褐

色

I

t

o

軽

杜

細

黒

暗

褐

、

王

号

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
｀

）

の

の

F

P

S

l

畦

析

L

r

号

分

CH

旧

出

石

ラ

ー

検

軽

フ

区

ラ

岳

テ

1
フ

ッ

川

ホ

テ

二

渋

伯

一

＿

遺

よ

名

名

岩

加

榛

榛

丸

数

]

2

 

rn

言

詞

C-.-~ 

0

0

 

3
 

Pl F

S

l

 

H

I

I

 

、
_
、石

ラ
歪

フ

卓岳

テ
ッ二

渋

面

路

鯰

虹

[

rn

□
 

c
―

↓

.

-

0

0

 

3
 

図18 丸岩遺跡 2区道路遺構の土層柱状図

数字は，テフラ検出分析の試料番号。



白井遺跡群における植物珪酸体分析

白井遺跡群における植物珪酸体分析
株式会社古環境研究所

1.はじめに

植物珪酸体は、植物の細胞内にガラスの主成分で

ある珪酸(Si釘）が蓄積したものであり、植物が枯れ

た後も微化石（プラント・オパール）となって土壌中

に半永久的に残っている。植物珪酸体分析は、この

微化石を遺跡土壌などから検出する方法であり、イ

ネをはじめとするイネ科栽培植物の同定および古植

生・古環境の推定などに応用されている（杉山，

1987)。

白井遺跡群（二位屋・南中道・丸岩・北中道遺跡）

の発据調脊では、 6世紀中葉とされる榛名ニツ岳伊

香保テフラ (Hr-FP)直下の確認面から、畦や道など

の遺構をはじめ株痕や馬蹄跡が多数検出され、畦の

断面では数層の炭化物層が認められた。そこで、こ

れらの試料について植物珪酸体分析を行い、イネを

はじめとするイネ科栽培植物の検討および当時の植

生・環境の推定を試みた。

2. 試 料

分析試料は、二位屋遺跡(1区～ 3区）で21点、南

中道遺跡(1区～ 5区）で151点、丸岩遺跡(1区～ 3 

区）で149点、北中道遺跡 (1区～ 6区）で427点の計

748点である。試料採取箇所を各調査区の平面図お

よび分析結果の柱状図に示す。

3.分析法

植物珪酸体の抽出と定量は、プラント・オパール

定量分析法（藤原， 1976)をもとに、次の手順で行っ

た。

l)試料の絶乾 (105℃ •24時間 ）

2)試料約 lgを秤量、ガラスビーズ添加（直径約40

μm、約0.02g) 

※電子分析天秤により 1万分の 1gの精度で秤

最

3)電気炉灰化法による脱有機物処理

4)超音波による分散(300W• 42KHz • 10分間）

5) 沈底法による微粒子(20μm以下）除去、乾燥

6) 封入剤（オイキット）中に分散、プレパラート作

成

7) 検鏡・計数

同定は、イネ科植物の機動細胞に由来する植物珪

酸体をおもな対象とし、 400倍の偏光顕微鏡下で行

った。計数は、ガラスビーズ個数が400以上になる

まで行った。これはほぼプレパラート 1枚分の精査

に相当する。試料 1gあたりのガラスビーズ個数に、

計数された植物珪酸体とガラスビーズ個数の比率を

かけて、試料 1g中の植物珪酸体個数を求めた。

また、おもな分類群についてはこの値に試料の仮

比重と各植物の換算係数（機動細胞珪酸体 1個あた

りの植物体乾重、単位： 10―5g)をかけて、単位面

積で層厚 1cmあたりの植物体生産量を算出した。換

算係数は、イネは赤米、ヒエ属型はヒエ、ヨシ属は

ヨシ、ススキ属型はススキの値を用いた。その値は

2.94（種実重は1.03)、8.40、6.31、1.24である。タ

ケ亜科については数種の平均値を用いた。ネザサ節

の値は0.48、クマザサ属は0.75である。

4. 分析結果

分析試料から検出された植物珪酸体の分類群は以

下のとおりである。これらの分類群について定量を

行い、その結果を表 1~39および図 1~29に示した。

また、各遺跡 ・調査区ごとの集計結果を表40~47お

よび図30に示した。

〔イネ科〕

機動細胞由来：イネ、ヒエ属型、エノコログサ属

型、ヨシ属、ススキ属型、ジュズダマ属、シバ属、

キビ族型、ウシクサ族型、ウシクサ族型（大型）、 A

タイプ（くさび型）、 Bタイプ、 Cタイプ、ネザサ節

型（おもにメダケ属ネザサ節）、クマザサ属型（おも

にクマザサ属）、メダケ節型（メダケ属メダケ節 ・リ
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ュウキュウチク節、ヤダケ属）、マダケ属型（マダケ

属、ホウライチク属）、タケ亜科（未分類等）

穎の表皮細胞由来：オオムギ族

その他：表皮毛起源、棒状珪酸体（おもに結合組

織細胞由来）、茎部起源、未分類等

〔カヤツリグサ科〕

〔シダ類〕

〔樹木〕

モクレン科、はめ絵パズル状（ブナ属など）、多角

形板状（コナラ属など）、その他

5. イネ科栽培植物の検討

植物珪酸体分析で同定される分類群のうち栽培植

物が含まれるものには、イネをはじめオオムギ族（ム

ギ類が含まれる）やヒエ属型（ヒエが含まれる）、エ

ノコログサ属型（アワが含まれる）、ジュズダマ属（ハ

トムギが含まれる）、オヒシバ属（シコクビエが含ま

れる）、モロコシ属、 トウモロコシ属などがある。

本遺跡の試料からは、このうちのイネ、オオムギ族、

ヒエ属型、エノコログサ属型、ジュズダマ属が検出

された。以下に、各分類群および各時期ごとに栽培

の可能性について検討を行う 。

(1) イネ

l) 榛名＝ツ岳渋川テフラ (Hr-FA)直下確認面

6世紀初頭とされる Hr-FA直下確認面では計115

試料について分析を行った。その結果、北中道遺跡

1区の 1号立木痕南北ライン（試料34)、同 2区の F

地点 （試料 2)、同 5区の確認面（試料 8)の 3試料か

らイネが検出された。イネの検出率は全体の 2%と

低率であり、密度も 1,000個／g未満と低い値である。

なお、同確認面は直上をHr-FA層で覆われているこ

とから、上層から後代のものが混入した可能性は考

えにくい。

以上のことから、当時は遺跡周辺の低地部などで

稲作が行われていたと考えられ、そこから各地点に

なんらかの形でイネの植物珪酸体が混入したものと

推定される。
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2) 榛名ニッ岳伊香保テフラ (Hr-FP)直下確認面

6世紀中葉とされる Hr-FP直下確認面では計474

試料について分析を行った。その結果、 二位屋遺跡

1区（試料 6)、同 3区CT67-CU67地点 (W層）、南

中道遺跡 5区（試料36、61)、丸岩遺跡 1区（試料12)、

北中道遺跡 l区Aライン（試料 1、5、33、105、163、

181）、同 l区 1号立木痕南北ライ ン（試料44)、同 5

区Aライン（試料64、71)の計14試料からイネが検出

された。イネの検出率は全体の 3％と低率であり 、

密度もほとんどの試料で1,000個／g未満と低い値で

ある。

なお、同確認面は直上をHr-FP層で厚く覆われて

いることから、上層から後代のものが混入した可能

性は考えにくい。

以上のことから、当時は周辺の低地部などで稲作

が行われており、そこから各地点になんらかの形で

イネの植物珪酸体が混入したものと推定される。

Hr-FP直下確認面では馬蹄跡が多数検出されている

ことから、馬が食べた稲藁が各地点で糞として排泄

された可能性も考えられる。

3) 現表土～Hr-FP直上

丸岩遺跡第 4トレンチでは、 Hr-FP直上層 （試料

6)から現表土（試料 1)までの層準について分析を

行った。その結果、すべての試料からイネが検出さ

れた（表15)。密度は、現表土では9,500~18,700個

lgと非常に高い値であり 、奈良・平安時代の遺物包

含層でも 1,900個／gと比較的低い値である。

以上のことから、奈良 •平安時代の遺物包含層の

時期には調杢地点もしくはその近辺で稲作が開始

（再開）されていたと考えられ、その後もおおむね継

続して行われて現在に至ったものと推定される。

(2) オオムギ族（穎の表皮細胞）

オオムギ族（頓の表皮細胞）は、北中道遺跡 l区の

Hr-FP直下 1号立木痕南北ライン（試料12)から検出

された（表22）。ここで検出されたのはムギ頬（コム

ギやオオムギなど）と見られる形態のもの（杉山・ 石



井， 1989)である。密度は600個／gと微輩であるが、

穎（籾殻）は栽培地に残されることがまれであること

から、少贔が検出された場合でもかなり過大に評価

する必要がある 。 したがって、当時は遺跡周辺でム

ギ類が栽培されており、そこからなんらかの形で調

査地点に植物珪酸体が混入したものと推定される。

なお、現表土では北中道逍跡 3区地区外（表30)お

よび北中道遺跡 5区A地点 （表32)からオオムギ族

（穎の表皮細胞）が最大5,200個／gと多量に検出され

た。このことから、遺跡周辺では比較的最近までム

ギ類の栽培が行われていたものと推定される。

(3) ヒエ属型

1) Hr-FA直下確認面

Hr-FA直下確認面では、全体の30％にあたる41試

料からヒエ属型が検出された （表47)。検出箇所はは

とんどの調査区に及んでいるが、丸岩遺跡 1• 2区

では全体の65％（表42)、北中道遺跡 5区では59％（表

44)と比較的高率で検出された。密度はほとんどの

試料で1,000個／g程度と低い値であるが、丸岩遺跡

1 • 2区では最大4,300個／gと比較的高い値のとこ

ろも見られた （表14)。

ヒエ属型には栽培種のヒエの他にイヌビエなどの

野生種が含まれるが、現時点ではこれらを明確に識

別するには至っていない （杉山ほか，1988）。これは、

植物分類上でも両者の差異が不明確なためである。

また、ヒエ属型は葉身中における植物珪酸体の密度

が低いことから 、植物体生産量を推定する際には他

の分頬群よりも過大に評価する必要がある。

これらのことから、丸岩遺跡 1• 2区や北中道遺

跡 5区など白井遺跡群の比較的広い範囲でヒエが栽

培されていた可能性が考えられるが、イヌビエなど

の野 ・雑草である可能性も否定できない。

2) Hr-FP直下確認面

Hr-FP直下確認面では、全体の18％にあたる87試

料からヒエ属型が検出された （表47）。このうち、北

中道遺跡 5区では検出率が39％と比較的高い値であ

白井遺跡群における植物珪酸体分析

る（表44)。密度は全体的に1,000個／g前後と低い値

であるが、北中道遺跡 5区Aラインなどでは2,000

~3,000個／gと比較的高い値のところも見られた（図

27)。

前述のように植物珪酸体の形態から栽培種と野 ・

雑草とを識別するのは困難である 。ただし、北中道

遺跡 5区では比較的まとまって検出されていること

から、何らかの栽培種に由来する可能性が考えられ

る。ヒエは他の雑穀に比べて程の収贔が多く栄養価

に富むことから 、牛馬の飼料としての価値が高いと

いわれる（市川，1987)。このことから 、ヒエなどを

収穫したあとの畠地に牛馬を放牧していたことも想

定されよう 。

(4) エノコログサ属型

工ノコログサ属型は、 Hr-FP直下確認面では丸岩

遺跡 3区の 3試料および北中道遺跡 2区の 7試料か

ら検出された。エノコログサ属には栽培種のアワの

他にエノコログサなどの野生種が含まれるが、現時

点ではこれらを完全に識別するには至っていない

（杉山はか， 1988)。また、密度も 1,000個／g未満と

低い値であることから、これらの地点でアワが栽培

されていた可能性は考えられるものの、エノコログ

サなどの野 ・雑草である可能性も否定できない。

(5) ジュズダマ属

ジュズダマ属は、南中道遺跡 l区のHr-FA下から

出土しだ炉跡（？）の周辺土壌（試料 5)、北中道 2区

D地点のHr-FP直下層（試料 1)とHr-FA直下層（試

料 3)、北中道 3区27区画西壁のHr-FA下層（試料11、

29)の 5試料から検出された。ジュズダマ属には野

草のジュズダマの他に栽培種のハトムギが含まれる

が、現時点では植物珪酸体の形態からこれらを識別

するのは困難である。 また、密度も 1,000個／g以下

と低い値であることから、ここでハトムギが栽培さ

れていた可能性は考えにくい。ハトムギは食用およ

び薬用であり、子持村の黒井峯遺跡では古墳時代の

竪穴住居内から種子 （顆果）が出土している （群馬県
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立歴史博物館， 1990)。

(6) その 他

キビ族型にはヒエ属やエノコログサ属に近似した

ものが含まれている。同分類群はHr-FA直下層では

全体の86%、Hr-FP直下層でも 66%と高率で検出さ

れた。ウシクサ族型 （大型）の中にはサトウキビ属に

近似 したものが含まれている。同分頬群はHr-FA直

下層では全体の63%、Hr-FP直下層では29％から検

出された。

イネ科栽培植物の中には未検討のものもあるた

め、未分類等としたものの中にも栽培種に由来する

ものが含まれている可能性が考えられる。これらの

分類群の給源植物の究明については今後の課題とし

たい。なお、植物珪酸体分析で同定される分類群は

主にイネ科植物に限定されるため、根菜類などの畠

作物は分析の対外となっている。

6.植物珪酸体分析からみた植生・環境

上記以外の分類群の検出状況とそこから推定され

る植生・環境について、各層準・各遺構ごとに検討

を行った。

(1) Hr-FA直下層

1) Hr-FA直下確認面

Hr-FA直下確認面では、全体的にススキ属塑やウ

シクサ属型、ネザサ節型、棒状珪酸体が多量に検出

された。ススキ属型にはススキ属やチガヤ属などが

含まれるが、植物珪酸体の形状からここで検出され

たものは、そのほとんどがススキ属に由来するもの

と考えられる。また、ウシクサ族型としたものの中

にもススキ属が含まれている可能性があり、棒状珪

酸体もその大半がススキ属の結合組織細胞に由来す

るものと考えられる。

また、丸岩遺跡や北中道遺跡 1• 2区では、ほと

んどの試料からヨシ属が検出され、ブナ科 （ブナ属

やコナラ属）などの樹木起源の植物珪酸体も全体の

40~50％にあたる試料から検出された。樹木はイネ
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科と比較して一般に植物珪酸体の生産量がかな り低

いことか ら、分析結果から古植生を復原する場合に

は他の分類群よ りも過大に評価する必要があ る。

おもな分類群の推定生産贔によ ると、 全体的にス

スキ屈型が圧1到的に卓越しており、次いでネザサ節

型が多くな っていることが分かる。また、丸岩遺跡

や北中道遺跡 1• 2区の低地部などではヨシ屈が優

勢となっている。

以上のことから、 Hr-FA直下層の堆積当時は、ス

スキ属を主体としてネザサ節などもみられるイネ科

植生が継続されていたものと推定される。これらの

植物は、日当りの悪い林床では生育が困難であるこ

とから、当時の遺跡周辺は比較的開かれた環境であ

ったものと推定される。また、丸岩遺跡や北中道遺

跡 1• 2区の低地部などはヨシ属などが生育する湿

地的な環境であ ったと考えられ、周辺ではブナ属や

コナラ属などの落葉広葉樹も見られたものと推定さ

れる。

2) 立木痕について （図11)

北中道遺跡 1区では、 Hr-FA直下確認面から立木

痕（1号）が検出された。ここでは、立木痕を南北に

横断するように40cm間隔で25試料が採取された。分

析の結果、このうちの20％にあたる 5試料からブナ

科などの植物珪酸体が検出された。密度はいずれも

1,000個／g未満と微量であり、検出頻度および検出

密度ともその他の地点よりも低くな っている （表

38)。

このように、植物珪酸体分析の結果からは同遺構

における樹木の存在や種類を確認するには至らなか

った。植物珪酸体はすべての樹種で形成されるので

はなく、植物珪酸体が形成されないものや発達が悪

いものもあることから、これらの樹種が生育してい

た可能性も考えられる。

3) 焼土について

南中道遺跡 1区では、炉跡と見 られる遺構から焼

土が採取された。分析の結果、焼土 （試料 1)からは



枠状珪酸体が約15万個／g、ネササ節型が約10万個／g、

ススキ属型が約 6万個／gと極めて多鍼に検出され、

ヒエ属型も約6,000個／gと比較的多量に検出された

（表 3)。これば炉跡内や周辺の土壌よりも 2~ 3倍

も高い値である。

以上のことから、炉跡と見られる遺構ではネザサ

節やススキ属、ヒエ属型などの茎葉が焼かれていた

ものと推定される。

(2) Hr-FA層～Hr-FA直上層

Hr-FA層（テフラ中）では、植物珪酸体はまった＜

検出されないか、検出されてもごく少量である 。

Hr-FA直上では、ススキ属型やウシクサ属型、棒状

珪酸体などが少量検出されたが、 Hr-FA直下で多く

見られたネザサ節型はほとんど検出されなかった。

以上のことから、 Hr-FAに伴う火砕流によって当

時の植生は一時的に破壊されたと考えられるが、ス

スキ属は比較的早い時期に再生したものと推定され

る。ネザサ節などのタケ亜科は、火砕流によって大

きなダメージを受けたと考えられ、その上層ではあ

まり見られなくなったものと推定される。

(3) 土層断面中の炭化物層

Hr-FP直下の畦状遺構では、土層断面で数層の炭

化物層（黒色土壌）が確認された。分析の結果、この

炭化物層からはススキ属型やウシクサ族型、棒状珪

酸体が比較的多星に検出された。炭化物層における

ススキ属型の密度は平均10,400個／gであり、畦上面

の平均値の約 3倍となっているが、 Hr-FP直下確認

面よりは低い値である（表47)。

以上のことから、炭化物層（黒色上壌）の給源植物

はおもにススキ属と考えられる。なお、 Hr-FP直下

の黒色土壌が何らかの原因で混入した可能性も考え

られる。

(4) Hr-FP直下確認面

Hr-FP直下確認面では、全体的にススキ属型やウ

シクサ族型、棒状珪酸体が多量に検出され、部分的

白井遺跡群における植物珪酸体分析

にヒエ属塑やキビ族型、ネザサ節型なども検出され

た。また、南中道遺跡 3区や丸岩 1• 2区ではヨシ

属が60~70%と高率で検出された （表36、37)。おも

な分類群の推定生産最によると、全体的にススキ属

型が卓越しているが、南中道遺跡 3区や丸岩 1• 2 

区などの低地部ではヨシ属が優勢とな っている。

以上のことから、 Hr-FP直下確認面ではススキ属

を主体とする草原植生が広く分布していたと考えら

れ、南中道遺跡 3区や丸岩 1• 2区などの低地部は

ヨシ属などが生育する湿地的な状況であったものと

推定される 。

l) 株痕について

Hr-FP直下確認面では、直径 1m前後の黒色土（腐

植層）の高まりが多数検出され、その形態や分布状

況などからススキなどの株痕と見られていた。

北中道遺跡 5区Aラインでは、株痕とそれ以外の

部分について、直線的に20cm間隔で試料が採取され

た。分析の結果、株痕ではススキ属型やウシクサ族

型、棒状珪酸体が極めて多最に検出され、明瞭なピ

ークが認められた（図27)。前述のように、ウシクサ

族型についてはそのほとんどがススキ属に由来する

ものと考えられ、ウシクサ族型や棒状珪酸体もその

大半がススキ屈に由来するものと考えられる 。

株痕についてはこの他にも南中道遺跡 5区で10試

料、北中道遺跡 1区で11試料について分析を行った

が、そのほとんどから同様の分類群が多量に検出さ

れた。株痕におけるススキ属型の密度は平均23,300

個／gと高い値であり、その他の地点の約 2倍になっ

ている（表47)。

以上のことから、 Hr-FP直下確認面で検出された

株痕は、その多くがススキ属が密集して生育してい

た痕跡と推定される。ただし、株痕とされるものの

中にはススキ属型があまり検出されないものもある

ことから、ススキ属以外の植物が給源となっている

ものもあると考えられる 。
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2) 立木痕について

南中道遺跡 5区や丸岩遺跡 3区、北中道遺跡 1区

などでは、 Hr-FP直下確認面から立木痕が検出され

た。これらの立木痕の周辺から採取された47試料に

ついて分析を行ったところ、 23%にあたる 11試料か

らブナ科（ブナ属やコナラ属など）の植物珪酸体が検

出された。密度はいずれも 1,000個／g未満と微量で

あり、検出頻度および検出密度ともその他の遺構や

地点よりも低くなっている （表47)。

このように、植物珪酸体分析からは立木痕におけ

る樹木の存在や種類を確認するには至らなかった。

前述のように落葉広葉樹の中には植物珪酸体が形成

されないものもあることから 、これ らの樹種が生育

していた可能性も考えられる。

3) 畦状遺構について

Hr-FP直下確認面では、幅約 1m前後の畦状遺構

が広範囲にわたって検出された。

丸岩遺跡 3区では、 9号畦、 10号畦、 3号古畦の

3つの畦を横断するように40cm間隔で試料が採取さ

れた（図 8)。分析の結果、畦部ではススキ属型やウ

シクサ族型が減少しており 、密度はその周辺と比較

して半分以下になっている。

北中道遺跡 1区Aラインでは、 1号畦、 2号畦、

3号畦の 3つの畦を横断するように40~80cm間隔で

試料が採取された（図 9)。分析の結果、畦部ではス

スキ属型やウシクサ族型が減少する傾向が認められ

た。また、 2号畦や 3号畦の付近ではブナ科（ブナ

属やコナラ属など）が比較的まとま って検出された。

これらのことから、畦部はススキ属などのイネ科

植物の生育には適さない状況であったと考えられ

る。なお、部分的にはブナ属やコナラ属などの樹木

（落葉樹）が生育していたところも見られたものと推

定される。

4) 区画による植生の違い

丸岩遺跡 3区は、 9号畦および10号畦によって 3

つの区画に分けられた。分析の結果、ススキ属型の
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密度は 9号畦と 10号畦の間では半均21,400個／g、 10

号畦と 3号古畦の間では平均22,800個／gとかな り高

い値であるが、 9号畦の北側の区画では4,200個／g

と低い値である （図8)。

南中道遺跡 5区は、 16号畦および21号畦によって

3つの区画に分けられた。ススキ属型の密度は、 21

号畦の北側では平均18,400個／g、 16号畦と21号畦の

間では平均15,800個／gと高い値であるが、 16号畦の

南側の区画では平均8,400個／gと低い値である。こ

のように、ス スキ属型の検出状況は区画によって大

きく異なっており、密度が高いところと低いところ

では 2~ 5倍程度の差が認められた。

以上のことから、Hr-FP直下確認面では、畦で囲

まれた各区画ごとにススキ属の生育状況が異なって

いたものと推定される 。このことは、当時の土地利

用を考える上で注目されよう 。

5) ススキ属の生産量について

Hr-FP直下確認面におけるススキ属型の検出密度

は、白井遺跡群全体で平均12,800個／gである（表47)。

この値からススキ属の植物体贔を算出すると面積

1げで層厚 1cmあたり平均1.5kgとなる。Hr-FP直

下層の層原を平均 5cmとすると、同層の堆積期間中

に生産されたススキ属の総量は約7.5kg/m'と算出さ

れる。 これをススキ属の年間生産最（最大値）の

0.6kg/m2（吉田，1976)で割ると、同層 におけるス

スキ属の生育期間は約13年間と推定される。
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白井二位屋遺跡 1区 検出密度（単位 ：XlOO個／い 白井南中道遺跡 1区 炉跡の植物珪酸体分析結果検出密度（単位Xl00個／q)

Hr-FP直下確認面 炉 趾 内
分類群＼試料 l 2 3 4 5 6 l 2 3 4 5 6 

イネ科 分類群＼試料 焼土 焼土 焼十 焼土 炉跡内土床面土

イネ 7 イネ科

ヨシ属 8 7 イネ

ススキ属型 62 211 127 151 170 64 ヒエ屈型 59 21 19 19 20 

キピ族型 7 23 14 8 15 7 ヨシ属 20 10 

ウシクサ族型 104 180 49 63 156 29 ススキ属型 627 73 76 17 202 121 

タ..ケウ.. .亜シ.. .科ク.. .サ.. .族.. .型.. . （. 大.. . 型.. . ） . . 7 ・・ ---一疇--疇ー---ー----疇一--疇冨ー一--
ジュズダマ屈 lO 

シハ属 20 

ネザサ節型 8 14 7 キビ族型 49 10 10 17 19 20 

クマザサ属型 8 

そ．． の未．． ．他分．． ．類の．． ．等イ．． ． ネ．． ．科． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 7 14 8 7 14 -------- -----------------
タ--ケウ---亜シ---科ク---サ---族---型--- 29 19 

• →』』-- - . ---- ---
10 --------------------

ネザサ節型 1019 2l 19 557 221 

表皮毛起源 8 7 15 78 10 19 10 クマザサ仔そ--の---他---の---イ--- -- -------- .. ・------- ------ --

棒状珪酸体 236 399 295 254 578 172 

未分類等 21 55 14 8 30 7 棒状珪酸体 1549 189 523 52 547 231 

植物珪酸体総数 437 885 541 508 986 301 茎部起源 29 10 10 

おもな分類群の推定生産量（単位 ：kg/m'・cm)
未分類等 510 ll5 97 26 346 191 

植物珪酸体総数 3969 439 773 112 1729 854 

イネ
ヨシ属 0.50 0.44 

0. 77 2.62 l. 57 1.87 2.11 

0. 21 I おもな分類群の推定生産筵（単位 ：kq/m'・cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

ススキ属型
ネササ節型

クマザサ属型

0.04 0.07 0.03 

0.06 

※試料の仮比菫を1.0と仮定 して算出。

白井二位屋遺跡 1• 3区 ※主要な分類群について計算

1区AU88-AV88地点
旧 IV-1 IV-2 IV-3 

分類群＼試料 FP下 FA下
イネ

ヒエ属型 17 25 16 
ヨシ属 10 18 29 
ススキ属型 7 279 329 283 
タケ亜科（おもにネザサ節） 734 697 614 

o 79 I I イネ
ヒエ屈型 4.96 

ヨシ属 1.26 
ススキ属型 7. 77 
ネササ節型 4.89 

クマササ属型 0 59 

3区CT67-CU67地点
Vil III IV-1 IV-2 Vil VIII 

FP下 FA下
5 

26 5 ， 6 l l 
26 ， 8 

255 38 187 404 143 17 

529 516 443 737 

I. 76 1.60 J.60 

0 91 0 94 0. 2.l 2.50 

0.10 0.09 2.67 

0.08 0.14 

検出密度（単位 ：XlOO個／q）

3区CW65-CW66地，しI
m N-l N-2 VII VlII 

FP下 FA下

16 l3 16 ， 10 ， 
212 316 111 105 

28 974 941 373 

推定生産塁（単位： knlm'-cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

イネ 0.15 
ヒエ属型 1.43 2.10 1.34 2 18 0.42 0.76 0.50 0.92 l 34 1.09 1.34 

ヨシ屈 0.63 1.14 1.83 1.64 0.57 0 50 0. 57 0.63 0 57 
ススキ属型 0.09 3.46 4.08 3.51 3.16 0.47 2.32 5 01 l 77 0.21 2. 63 3 92 l 38 l. 30 

タケ亜科（おもにネササ節） 3. 52 3 35 2. 95 2. 54 2.48 2 13 3.54 0. 13 4. 68 4. 52 l. 79 

白井南中道遺跡 1区 ※主要な分類群について計数 検出密度（単位： XlOO個／g)

DX~64 EG-57 

III w Vll-1 Vll-2 VIII N-l N-2 w VII VIII 
分類群＼試科 FP下 FA下 FA下

ヒエ属型 11 23 10 5 26 12 15 5 5 
ススキ属型 8 140 122 89 56 124 118 83 226 128 
タケ亜科（おもにネザサ節） 301 166 160 287 372 274 433 845 60 

推定生産贔（単位 'kq/m'・cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

ヒエ属型 0.92 1.93 0.84 0.42 2.18 1.01 l 26 0 42 0 42 
ススキ城型 0.10 1.74 1.51 1.10 0.69 1.54 1.46 1.03 2.80 1.59 
タケ亜科（おもにネササ節） l. 44 0. 80 0. 77 l. 38 l. 79 l. 32 2. 08 4. 06 0. 29 

1.68 

0.63 
1.50 
1.06 

0.08 
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白井遺跡群における植物珪酸体分析

白井南中道遺跡 5区 検出密度（単位： X100個／g)

Hr-FP直下確訟面

分類群＼試科 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

イネ科
イネ
ヒエ属型 7 15 7 5 6 13 6 
ヨシ属
ススキ属型 33 35 134 95 13 88 61 59 31 183 66 47 95 129 133 138 132 180 154 126 165 82 188 120 82 
シバ属 7 
キビ属型 6 7 7 14 13 27 7 22 6 46 30 14 7 7 13 28 12 25 15 11 8 25 
ウシクサ族型 55 49 71 68 25 81 68 59 57 146 89 74 122 129 133 118 126 112 176 84 132 107 181 127 114 
ウシクサ族塑（大型） 7 6 7 

タケ亜科
ネササ節型 21 7 6 14 13 27 7 7 7 21 30 5 6 
クマサ＇サ属型 6 28 7 6 7 7 12 II 
メダケ節型
未分頷等 6 14 14 7 7 6 ， 7 7 14 l4 54 7 7 11 13 8 7 6 

その他のイネ科
表皮毛起漁 21 14 7 20 7 20 20 7 14 6 II 6 20 6 
棒状珪酸体 127 70 113 82 101 101 156 80 50 228 177 102 109 271 199 318 251 199 227 126 241 182 226 107 196 
茎部起源 7 7 5 8 
未分類等 127 132 205 177 139 188 177 132 145 20] 177 142 319 346 246 387 389 311 329 364 384 220 376 267 240 

樹木起i／原
はめ絵パズル状（ブナ 14 6 5 
属なと）
多角形板状（コナラ属 25 7 18 7 II 
など）
その他 6 7 

植物珪酸体稔数 359 390 586 435 335 512 510 366 315 858 583 420 685 901 731 1038 !Oil 833 915 714 999 617 994 660 683 

おもな分類群の推定生産量（単位： kq /m'•cm)

イネ
ヒエ属型
ヨシ屈
ススキ属型
ネササ節型
クマザサ属型

白井南中道遺跡 5区

分類群＼試料

イネ科
イネ
ヒエ属型
ヨシ属
ススキ属型
シバ属
キビ属型
ウシクサ族型
ウシクサ族型（大型）

タケ亜科
ネササ節型
クマザサ属型
メダケ節型
未分類等

その他のイネ科
表皮毛起源
棒状珪酸体
茎部起源
未分類等

樹木起源
はめ絵パズル状（ブナ
属など）
多角形板状（コナラ属
なと）
その他

植物珪酸体総数

0. 59 I. 24 0.59 0.46 0.53 1.12 0.53 

0.410.431.66 1.18 0.16 1.09 0.76 0.73 0.39 2.26 0.82 0.59 1.18 1.60 1.65 1.72 1.63 2.24 1.91 1.56 2.04 1.012.331.49 1.02 
0.10 0.03 0.03 0.07 0.06 0.13 0.04 0.03 0.03 0.10 0.14 0.03 0.03 

0.04 0.21 0.05 0.05 0.05 0.05 0.09 0.08 

検出密度（単位： XlOO個／g)

Hr-FP直下確認面 1号畦上 3号畦上

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

7 
7 7 7 7 

7 
96 155 149 154 21 273 188 179 209 65 210 33 64 7 37 54 65 24 36 56 

7 12 14 7 6 6 6 7 7 7 15 7 6 14 7 
109 169 99 140 50 206 176 96 143 79 197 27 40 57 35 73 61 79 54 43 105 

6 20 7 14 7 

6 7 6 7 40 7 7 41 14 7 
7 7 20 7 

6 12 28 14 6 6 12 7 13 60 7 34 22 6 21 56 

13 21 6 7 7 17 6 6 12 7 7 7 7 6 7 
237 296 180 189 79 218 102 172 245 173 242 53 54 35 42 22 75 50 90 93 141 
6 7 7 7 

320 416 329 308 208 446 381 428 382 302 426 73 128 28 21 81 102 58 127 129 204 

6 7 11 6 

7 

799 1092 794 848 387 1166 876 894 1016 633 1133 206 356 219 119 242 380 281 313 372 591 

おもな分類群の推定牛産址 （単位： kg /m' • cm) 

イネ
ヒエ属型
ヨシ属
ススキ属型
ネササ節型
クマザサ属型

0. 59 
0.19 

0.60 0.59 0.62 
0.44 

1.19 1.92 1.85 1.91 0.27 3.39 2.33 2.22 2.59 0.80 2.6010.41 0.79 0.09 0.45 0.6710.80 0.30 0.44 0.70 
0.03 0.03 0.03 0.031 0.19 0.03 0.04 0.201 0.07 0.03 

0.05 10.05 0.15 0.05 
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第6章 自然科学分析

白井南中道遺跡 5区 検出密度（単位： X100個／q)

Hr-FP直下の株痕（黒色十） Hr-FP直下の立木痕周辺

分類群＼試料 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

イネ科
イネ 7 
ヒエ屈型 6 
ヨン屈
ススキ属型 288 178 213 120 407 253 359 115 222 357 48 72 35 33 53 7 57 56 84 14 27 75 85 46 49 113 112 132 152 115 
シバ属
キピ族型 6 l 3 l 4 7 7 20 7 15 14 13 7 7 13 14 12 7 7 14 
ウシクサ族型 101 210 135 78 154 148 88 68 74 152 34 39 29 20 33 27 42 63 49 21 47 61 92 26 67 120 92 83 173 68 
ウシクサ族塑（一人 6 7 8 7 7 13 
塑） ~....· • • 
タケ亜科
不ザサ節型 13 19 13 14 7 27 14 18 8 13 17 7 86 14 7 7 7 7 7 28 7 7 
クマザサ属型 7 14 14 13 7 
メダケ節型 7 
末分頴等 71 720542553 7 12 7 92 21 7 7 14 7 24 13 20 14 7 

その他のイネ科
表皮毛起源 14 14 7 6 8 6 13 7 14 14 7 7 6 13 7 7 
棒状珪酸1本 194 369 438 141 266 275 318 325 283 448 48 65 29 26 112 116 50 78 56 57 67 143 127 105 129 166 204 125 118 108 
茎部起源 7 14 
未分類等 248 401 477 240 428 387 501 399 474 570 48 46 52 33 119 109 156 85 35 57 121 191 325 92 361 386 368 270 221 385 

樹木起i原
はめ絵パズル状 6 8 7 

（ プナ属なと~）

多角形板状（コナ 12 7 7 
ラ属など）
その他 7 

植物珪酸体稔数 852 1190 1360 621 1290 1091 1347 994 1121 1625 191 241 180 137 528 266 347 317 253 191 282 505 636 289 655 838 814 658 698 689 

おもな分類群の推定生産塁（単位 ：kg/m2.cm) ※試科の仮比重を1.0と仮定して算出。

イネ 0. 19 
ビエ属型 0.51 
ヨシ属
ススキ属型 3.58 2.21 2.64 1.49 5.04 3.14 4.45 1.43 2.75 4.4310.59 0.89 0.43 0.40 0.6510.08 0.70 0.70 1.04 0.1810.33 0.93 1.05 0.57 0.6111.40 1.38 1.63 1.89 1.42 
ネザサ飾型 0.06 o.o9 0.06 o.o7 o.o3 0.13 0.06 o.o9 0.041 0.06 0.08 o.o3 o.411 o.o7 o.o3 I o.o3 o.o3 10.03 o.o3 o.13 o.o3 o.o3 
クマザサ属塑 o.o5 0.100.10 I 0.101 I I o.os 

白井丸岩遺跡 1区、南西区画 検出密度（単位 ：XlOO個／q)

Hr-FP直下確認面

I 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 11 12 13 14 15 

分類群＼試科 畦部

イネ科
ヒエ屈型 23 7 15 14 7 6 14 
ヨシ屈 7 7 6 22 13 22 7 6 
ススキ属型 l 56 I 10 1 09 320 84 173 120 81 152 87 233 284 86 195 151 
キピ族型 22 29 47 21 22 35 13 19 7 33 78 14 13 27 
ウシクサ族型 185 66 145 122 133 65 106 74 70 80 120 156 94 162 110 
ウシクサ族型（大型） ] 2 7 7 7 20 7 7 
Aタイプ（楔型） 7 7 

タケ亜科
ネササ節型 52 7 15 17 22 7 74 6 80 20 57 7 J 9 21 
クマザサ屈型 7 7 7 7 7 7 34 
未分類等 52 66 22 23 7 7 7 34 6 58 40 14 22 6 7 

その他のイネ科
表皮毛起源 22 6 21 29 l4 7 6 22 20 28 7 
棒状珪酸体 178 110 94 186 112 151 156 135 83 117 160 305 122 149 76 
茎部起源 7 
未分類等 274 219 167 285 210 273 254 303 197 226 300 348 115 240 213 ------. ---疇冨疇ー...---.ー●疇一 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

樹木起源
はめ絵パズル状（ブナ屈など） 7 6 14 7 
多角形板状（コナラ脳など） 7 13 
その他 12 7 

植物珪酸体総数 933 6 l 4 595 1065 609 778 720 741 539 742 946 1298 488 809 660 

おもな分類群の推定生産益（単位 'k~/m'cm ) ※試料の仮比重をI.0と仮定して紅出。

ヒエ属型 J. 93 0. 59 J. 26 l. I 8 0. 59 0. 50 1. 18 
ヨシ屈 0 44 0.44 0.38 l. 39 0 82 l. 39 0. 44 0 38 
ススキ属型 l.93 l 36 1.35 3.97 l 04 2.15 l 49 l 00 l 88 1.08 2.89 3.52 1.07 2.42 l.87 
ネザサ節型 0. 25 0 03 0 07 0 08 0.11 0.03 0 36 0 03 0.38 0.10 0.27 0 03 0 09 0.10 
クマザサ属型 0. 05 0 05 0 05 0.05 0 05 0.05 0.26 
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白井遺跡群における植物珪酸体分析

白井丸岩遺跡 1• 2区 検出密度（単位 ：XlOO個／q)

1区北壁 Hr-FP直下確認面 2区

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

分類群＼試料 FP下FA下FP下FA下FP下FA下FP下FA下 畦部 FA下FA下

イネ科
イネ 7 
ヒエ屈型 7 7 4 7 
ヨシ属 7 18 7 24 13 6 18 5 6 6 II 28 
ススキ属型 21 43 13 72 26 40 47 76 14 13 32 43 35 45 49 20 51 88 101 30 81 39 109 112 91 
キビ族型 14 18 6 6 33 12 18 7 14 6 7 22 7 40 12 I 3 6 6 28 
ウシクサ族型 103 165 l33 211 77 166 58 222 43 59 92 JOI 132 ll7 78 80 94 81 242 61 60 51 115 163 167 
ウシクサ族型（大型） 12 6 ， 5 6 7 6 6 7 
Aタイプ（楔型） 4 6 

タ--ケ---亜--科-----

ネササ節型 7 134 40 199 179 6 89 7 19 14 7 7 7 6 13 30 146 91 
クマザサ属型 14 43 13 72 47 18 6 14 13 7 6 13 12 39 35 
メダケ節型
マダケ属型
未分類等 14 92 27 181 13 246 12 138 7 22 6 14 13 22 7 12 20 32 48 129 84 

その他のイネ科
表皮毛起源 21 6 20 12 33 12 40 14 22 7 7 7 7 7 26 18 62 7 
棒状珪酸体 131 329 153 217 32 445 Jll 254 86 143 97 223 152 162 92 93 174 101 148 79 121 238 188 287 335 
茎部起源 6 7 7 6 
未分類等 152 ]59 167 253 128 213 151 209 129111 162 123 152 136 134 166 181 142 87 104 108 174109 180 265 

---------------------
樹木起源
はめ絵パズル状（プナ 7 4 6 
属など）
多角形板状（コナラ属 7 7 
など）
その他

植物珪酸休総数 498 1019 573 1253 282 1436 421 1103 286 347 437 518 478 515 416 399 565 426 639 316 436 560 647 1147 1138 

おもな分類群の推定生産屈（単位 ：灼／m'-cm) ※試科の仮比重を1.0と仮定して算出。

イネ
ヒエ属型
ヨシ属
ススキ属型
ネザサ節型
クマザサ属型

0. 21 
0.59 I I 0.591 0.341 0.59 
0.44 1.1410.44 1.511 0.8210.38 1.141 0.32 0.38 0.3810.69 1.77 
0.26 0.5310.16 0.8910.32 0.5010.58 0.9410.17 0.16 0.40 0.53 0.43 0.56 0.61 0.25 0.63 1.09 1.25 0.37 1.00 0.48 1.3511.39 1.13 
0.03 0.6410.19 0.961 0.8610.03 0.431 0.03 0.09 0.07 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.1410.70 0.44 
0.11 0.3210.10 0.541 0.351 0.141 0.05 0.11 0.10 0.05 0.05 0.10 0.0910.29 0.26 

白井丸岩遺跡 1• 2区 検出密度（単位： XlOO個／g)

VI層 Hr-FA直下確認面

26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 39 40 41 43 44 45 47 49 50 51 53 54 

分類群＼試科

イネ科
イネ
ヒエ属型 7 13 7 21 15 
ヨシ屈 25 49 46 15 59 34 30 21 15 28 7 21 85 20 29 15 7 7 22 
ススキ属型 50 163 222 8 119 89 203 71 99 ]40 209 188 226 ]70 162 209 44 90 123 227 194 211 
キピ族型 12 28 20 8 30 27 15 29 15 21 20 29 50 21 23 88 29 22 58 69 30 15 
ウシクサ族型 237 J 27 281 152 178 103 233 171 183 119 94 116 132 78 162 162 154 120 130 186 142 160 
ウシクサ族型（大型） 6 13 8 15 8 14 8 7 20 7 6 8 13 7 14 15 
Aタイプ（楔型） 6 14 15 8 15 

---・ ・・....疇冨 疇・ • - • - • • ．． 

タケ亜科
ネササ節型 150 325 334 212 178 76 120 JOO 160 168 175 87 138 191 193 189 146 225 224 165 224 232 
クマザサ属型 50 106 92 68 45 27 30 29 15 42 67 22 25 7 23 20 80 22 43 7 67 73 
メダケ節型 7 13 
マダケ属型 6 7 
未分類等 125 184 334 250 252 151 188 136 99 119 94 145 163 191 147 135 263 127 253 131 232 160 

その他のイネ科
表皮毛起源 12 21 26 23 22 14 38 57 15 35 7 29 6 21 54 15 7 5] 14 37 15 
棒状珪酸体 162 346 347 190 304 323 256 329 297 391 256 260 326 439 378 432 293 615 592 640 456 349 
茎部起源 7 
未分類等 562 658 67 4 554 616 612 798 607 579 594 587 542 696 574 803 729 585 682 671 640 666 697 

樹木起源
はめ絵パズル状（プナ 8 14 7 15 14 7 
属なと‘)
多角形板状（コナラ属 6 7 ]5 7 
など）
その他

植物珪酸体総数 1409 2028 2396 1503 1818 1463 1934 1564 1501 1685 1529 1432 1768 1720 1999 2084 1638 1954 2173 2121 2078 1941 

おもな分類群の推定生産虻（単位： kg/m2-cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

イネ
ヒエ属型
ヨシ属
ススキ属型
ネササ節型
クマザサ属型

0.59 1.09 0.59 1.76 1.26 
1.58 3.09 2.90 0.9513. 72 2.15 1.89 1.33 0.95 I. 77 0.44 1.33 5.36 1.26 1.83 0.95 0.44 0.44 1.39 
0.62 2.02 2.75 0.1011.48 1.10 2.52 0.88 1.23 1.74 2.59 2.33 2.80 2.11 2.01 2.59 0.55 1.12 1.53 2.81 2.41 2.62 
0.72 1.56 1.60 1.0210.85 0.36 0.58 0.48 0.77 0.81 0.84 0.42 0.66 0.92 0.93 0.910.701.08 1.08 0.79 1.08 ].JI 

0.38 0.80 0.690.5110.34 0.20 0.23 0.22 0.11 0.32 0.50 0.17 0.19 0.05 0.17 0.15 0.60 0.17 0.32 0.05 0.50 0.55 
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第6章 自然科学分析

白井丸岩遺跡 1 • 2区 検出密度（単位 ：XlOO個／q)

Hr-FA直下確認而 Hr~FP直下確認面

56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 30 33 38 42 46 48 52 55 65 

分類群＼試料

イネ科
イネ
ヒエ属型 43 33 7 7 7 7 22 15 7 7 
ヨシ属 57 47 22 47 22 45 48 28 43 66 44 19 7 7 8 
ススキ属型 193 193 96 467 272 186 165 186 174 162 183 32 90 56 ]]9 7 40 128 77 63 
キビ族型 93 20 22 8 37 67 28 21 ll6 30 66 13 37 14 7 13 13 6 16 
ウシクサ族型 143 106 66 117 73 60 145 76 58 59 220 116 119 42 7 45 60 5 ] 24 63 
ウシクサ族塑 7 13 8 7 21 22 7 6 6 
（大型）
Aタイプ（楔型） 7 7 7 7 

~マ• • • 

タケ亜科
ネササ節型 164 106 140 428 264 164 234 138 159 295 190 13 22 21 7 27 26 24 
クマザサ属塑 14 20 15 8 15 28 14 36 44 29 6 15 20 6 6 
メダケ節型 6 
マダケ属型
未分頚等 121 173 110 350 44 164 103 103 101 140 132 26 7 35 7 7 20 6 16 

その他のイネ科
表皮毛起源 14 13 22 16 22 34 41 29 37 29 14 7 13 8 
棒状珪酸体 335 386 345 459 411 596 406 399 514 435 549 71 127 146 67 89 208 128 107 157 
茎部起源 14 7 7 
未分類等 663 665 654 724 749 768 681 675 464 701 732 297 373 348 319 186 335 256 142 244 

樹---木--起---源------

はめ絵パズル状 7 15 7 7 7 
（ブナ属なと）
多角形板状（コ 15 
ナラ属など）
その他 7 

植物珪酸体柁数 1861 1796 1514 2632 1886 2094 1914 1688 1716 1998 2210 593 797 683 526 384 730 639 368 599 

おもな分類群の推定生産益（単位 ：kq/m'-cm) ※試料の仮比重をLOと仮定して算出。

イネ
ヒエ属型
ヨシ屈
ススキ属型
ネササ節型
クマササ属型

3.6! 2.77 0.59 0.59 0.59 0.59 1.85 1.26 0.59 I 0.59 
3.60 2.97 1.39 2.97 1.39 2.84 3.03 1.77 2.71 4.16 2.78 11.20 0.44 0.44 0.50 
2.39 2.39 1.19 5.79 3.37 2.31 2.05 2.31 2.16 2.01 2.2710.40 1.12 0.69 1.48 0.09 0.50 1.59 0.95 0.78 
0.79 0.51 0.67 2.05 1.27 0.79 1.12 0.66 0.76 1.42 0.911 0.06 0.11 0.10 0.03 0.13 0.12 0.12 
0.11 0.15 0.11 0.06 0.11 0.21 0.11 0.27 0.33 0.22 I 0.05 0.11 0.15 0.05 0.05 

白井丸岩遺跡 3区 検出密度（単位 ：X100個／q)

Hr-FP直下確認面

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

分類群＼試料 畦部畦部畦部畦部畦部

イネ科
ヒエ属型
エノコログサ属型 7 7 
キビ族型 7 7 7 20 15 7 8 7 
ヨシ属 7 7 6 7 7 
ススキ／函型 35 75 45 35 22 58 23 33 32 37 60 162 168 248 301 52 210 135 238 160 
ウシクサ族型 42 61 7 49 30 58 53 60 45 66 82 103 88 lOG 203 155 210 100 141 66 
ウシクサ族型 7 15 15 7 7 
（大型）
Aタイプ（楔型） 7 
Bタイプ 14 14 15 l4 15 15 7 13 7 7 22 37 14 15 30 7 30 7 

タケ亜科
ネササ節型 7 14 37 14 7 23 13 26 29 15 7 14 23 7 7 15 
クマザサ属型 14 15 7 13 8 7 
メダケ節型 7 
未分類等 14 7 45 7 7 22 15 20 13 7 15 7 14 23 7 7 14 ]5 7 

その他のイネ科
表皮毛起源 14 14 7 7 7 7 8 7 
棒状珪酸体 92 109 60 141 126 131 135 180 83 95 328 287 336 880 420 720 505 676 488 
茎部起漉
未分類等 247 198 127 176 155 196 203 213 249 198 305 338 300 489 587 309 472 370 498 430 

樹木起源
多角形板状
（コナラ属なと）

植物珪酸体総数 487 485 367 466 369 479 466 560 479 454 812 933 966 1405 2054 986 1664 1138 1635 1159 

おもな分類群の推定生産悩（単位 ：kq/m' • cm) ※試料の仮比直を1.0と仮定して算出。

ヒエ属型
ヨシ属
ススキ属型
ネササ節型

0.47 0.45 0.40 0.47 0.47 
0.44 0.93 0.56 0.44 0.27 0.72 0.28 0.41 0.40 0.45 0.74 2.00 2.09 3.08 3.73 0.64 2.60 l.68 2.95 l.99 

0.07 0.18 0.07 0.03 O.ll 0.06 0.12 0.14 0.07 0.04 0.07 O.ll 0.04 0.03 0.07 
クマササ属型 Io.o3 O.ll 0.06 0.10 0.06 0.06 
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白井丸岩遺跡 3区 検出密度（単位： X100個／g)

Hr-FP直下確認面

96 97 98 99 JOO 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 lll 112 113 114 115 

分類群＼試料 畦部畦部

イネ科
ヒエ属型 7 
エノコログサ属型 7 
キピ族型 8 15 ]5 7 7 7 7 7 8 15 
ヨシ属 7 
ススキ属型 240 243 405 127 96 266 234 273 277 149 193 242 179 273 314 435 l 95 203 289 209 
ウシクサ族型 75 122 76 119 59 104 43 125 112 141 93 73 104 214 15 44 37 51 15 82 
ウシクサ族型 8 8 7 15 7 7 7 7 7 
（大型）
Aタイ プ（楔堕） 7 
Bタイプ 15 23 8 15 15 7 15 15 22 15 15 7 15 15 

-------- ------------ -- ---------------- -- ・-・-・・・・・・・. 

タケ亜科
ネササ節型 15 15 7 15 7 
クマザサ属型 8 
メダケ悶型
木分頷 8 23 23 15 7 7 7 15 7 7 

その他のイネ科

表棒状皮珪毛酸起源体
15 8 15 15 13 8 

623 706 534 470 339 407 411 502 419 475 392 556 492 613 269 258 300 80 114 112 

茎部起塁
未分穎 480 471 427 373 288 333 333 487 381 401 305 447 358 480 254 376 344 276 190 180 

樹塁起源
角形板状

（コナラ属など）

植物珪酸体総数 1463 1625 1496 ]]]] 796 1147 1036 1447 1219 1218 1002 1332 1163 1626 867 1136 914 617 638 613 

おもな分類群の推定生産研（単位： kg/m'-cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

とエ属型
ヨシ属
ススキ属型
ネザサ節型
クマザサ属型

0.62 
0.47 

2.98 3.01 5.02 1.57 l.19 3.30 2.90 3.39 3.43 1.84 2.39 3.00 2.22 3.39 3.89 5.40 2.41 2.52 3.58 2.60 
0.07 0.07 0.04 0.07 0.04 
0.06 

白井丸岩遺跡 3区 検出密度（単位： X100個／q)

Hr-FP直下確認面

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 

分類群＼試科 畦部畦部畦部畦部畦部畦部立木痕立木痕

イネ科
ヒエ属型
エ／コログサ属型
キビ族型 7 15 22 21 14 27 7 15 7 8 15 15 23 7 
ヨシ属 7 7 
ススキ属型 138 183 184 216 429 108 220 170 133 190 22 134 153 30 7 23 60 59 84 22 
ウシクサ族型 65 66 74 28 48 86 78 59 77 47 30 74 95 96 72 38 97 118 53 44 
ウシクサ族型 7 14 7 7 15 
（大型）
Aタイプ（楔塑I
Bタイプ 22 14 35 6 14 

タケ亜科
ネザサ節型 22 15 7 7 7 
クマザサ属型 7 7 
メダケ節型
未分類等 7 15 14 14 7 7 7 7 23 7 8 22 

その他のイネ科

魯皮毛起霜 7 7 7 6 15 7 23 15 
状珪酸 44 154 191 111 125 252 136 178 245 380 7 268 276 237 136 136 284 398 352 296 

茎部起源 7 
未分類等 131 293 279 188 215 303 214 377 377 352 76 290 284 289 179 250 306 398 344 289 ----.. -. --------------- ------ -- ------- -------- - - ---・・  ·· --··· ·疇.. 一 疇．• -一疇疇.. ー冨 疇● 疇ー一 ... ... 疇疇... ..一 疇つー・..ー富疇• • ● ●.  - 疇 —一．疇—ーー―-―――一 富―ー―疇- 疇-ー――疇..

樹
（；起源角形板状 8 7 

ナラ属など）

柚物珪酸体総数 393 748 801 571 907 785 661 814 845 JOJO 134 774 829 683 416 499 769 1002 902 688 

おもな分類群の推定生産贔（単位： K，Im2.cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定 して算出。

ヒエ属型
ヨシ属 0.47 0.45 
ススキ属型
ネザサ節型

1.71 2.27 2.28 2.68 5.32 1.34 2.73 2.11 1.65 2.35 0.28 1.66 1.89 0.37 0.09 0.28 0.74 0.73 1.04 0.28 
0.11 0.07 0.03 0.03 0.03 

クマザサ属型 0.05 0.06 

白井丸岩遺跡 ※主要な分類群について計数

検出密度（単位 ：XlOO個／g) ※試科の仮比重を1.0と仮定して算出。 推定ル産孤（単位 ：kg/m2• cm) 

第 4トレンチ 第4トレンチ

1-1 1-2 2 3 4 5 6 1-1 1-2 2 3 4 5 6 

分類群＼試料 現表十 中世 奈良半安 FP直上 現表土 中世 奈良平安 FP直上

イネ 187 95 ， 25 ， 19 7 5.50 2.79 0.26 0.74 0.26 0. 56 0.21 
ヒエ属型 ， ， 19 8 19 ， 7 0. 76 0. 76 1.60 0.67 1.60 0 76 0.59 
ススキ属型 46 19 38 17 19 ， 30 0.57 0.24 0.47 0.21 0.24 0 11 0 37 
タケ亜科（おもにネササ節） 131 115 38 8 47 19 7 0.63 0.55 0.18 0.04 0.23 0. 09 0 03 
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白井北中道遺跡 1区 検出密度（単位 ：XlOO個／q)

Hr-FP直下確認面Aライン

3号畦部 2号畦部

分類群＼試料 J 5 9 l3 17 21 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 

イネ科
イネ 6 20 6 
ヒエ属型 7 5 7 7 7 
ヨシ属 6 14 7 6 7 6 
ススキ属型 102 59 63 36 54 25 74 51 61 47 45 51 53 36 106 80 84 182 196 52 26 43 81 49 93 
シバ属
キピ族塑 7 12 14 6 II 13 20 20 6 19 7 14 15 21 14 20 7 19 22 12 
ウシクサ族型 153 119 50 103 48 57 90 108 87 73 91 64 79 93 106 88 161 112 202 163 123 80 96 55 81 
ウシクサ族型（大型） 6 5 5 13 20 7 7 6 
Aタイプ（楔型） 10 

タケ亜科
.. . ．．．← • 

ネササ節型 6 13 6 14 19 ll 13 10 6 19 2j 15 7 7 6 14 6 19 
クマザサ属型
未分類等 6 13 19 30 14 13 16 13 19 7 36 21 7 7 37 13 14 12 6 

・- ------ , __ - -

その他のイ ネ科
表皮毛起淵 20 13 30 6 l l 6 15 7 6 13 20 7 15 7 21 13 22 22 22 6 6 
棒状珪酸体 255 218 214 219 224 185 180 204 117 147 201 70 283 192 368 321 539 330 215 534 214 268 295 209 204 
茎部起源 5 7 6 
未分類等 248 257 220 297 177 248 292 255 270 174 188 178 329 256 418 314 420 365 326 341 278 304 214 172 242 

樹木起源
はめ絵パズル状（ブナ 13 6 7 7 7 
属など）
多角形板状（コナラ属 13 13 7 13 14 7 14 7 7 
なと）
その他 5 

植物珪酸体総数 782 733 598 733 559 572 690 663 610 488 575 439 812 641 1061 876 1246 1024 1007 1184 691 752 730 521 663 

おもな分類群の推定生産祉（単位 ：kg/m'-cm) ※試科の仮比誼を1.0と仮定して算出。

イネ
ヒエ屈型
ヨシ属
ススキ属型
ネササ節型
クマザサ属型

0.18 0.59 I 0.18 
0.59 10.42 0.59 0.591 0.59 

0.38 0.88 I I 0.44 0.38 0.441 0.38 
1.26 0.73 0.78 0.45 0.67 0.31 0.92 0.6310.76 0.58 0.56 0.63 0.66 0.45 1.31 0.9911.04 2.26 2.43 0.64 0.32 0.5311.00 0.61 1.15 
0.03 0.06 0.03 0.07 0.09 0.05 0.0610.05 0.03 0.09 O.JO 0.071 0.03 0.03 0.03 0.071 0.03 0.09 

白井北中道遺跡 1区 検出密）文（単位 ：X100個／り）

Hr-FP直下確認面Aライン

株痕 9

分類群＼試科 63 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 107 109 lll 113 115 117 119 121 123 125 127 129 

イネ科
イネ 6 
ヒエ属型 6 
ヨシ属 7 7 
ススキ属型 54 47 90 51 76 70 47 107 38 40 137 61 35 83 90 79 46 64 65 81 46 33 36 66 
シバ属
キピ族型 12 7 15 7 12 6 6 ]3 7 6 7 7 6 7 
ウシクサ族型 60 95 83 109 104 88 60 148 88 94 131 73 I 13 76 90 105 78 45 58 62 59 107 116 154 
ウシクサ族型（大型） 6 7 6 7 6 13 7 
Aタイプ（楔型） 6 

タケ亜科
ネザサ節型 7 35 44 14 18 13 6 13 13 7 6 7 7 7 6 7 7 
クマザサ属堕 12 7 7 
未分頷等 14 7 22 28 47 7 6 7 12 7 14 7 22 

その他のイネ科
------

表皮毛起源 12 14 22 14 12 20 6 7 6 ]4 19 20 6 13 7 15 
棒状珪酸体 149 115 160 233 214 257 160 220 144 201 464 133 176 152 129 118 98 45 115 100 165 74 218 263 
茎邸起源 6 
未分類等 233 210 209 270 269 327 187 315 281 201 314 236 233 262 251 229 170 153 180 219 191 181 182 285 

樹木起i原
はめ絵パズル状（ブナ 6 14 7 7 7 7 7 

属など）
多角形板状（コナラ属
など）
その他

植物珪酸体粒数 532 516 598 780 733 843 494 802 594 569 1074 551 564 608 579 538 426 319 446 474 494 423 595 790 

おもな分類群の推定生産屈（弔位 ： kg /m' • cm)

イネ
ヒエ属型
ヨシ属
ススキ属型
ネザサ節型
クマササ属型

※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

8

0

 

1

5J
 

.

.
 

0

0

 0.44 I 0.44 
o.67 o.58 u2 o.63 o.94 o.87 o.58 1.33 o.47 o.50 uo o.76 o.4311.03 1.12 o.98 o.57 o.79 0.81 1.00 o.57 o.41 o.45 0.82 

0.03 0.17 0.21 0.07 0.09 0.06 0.03 0.06 0.06 0.03 0.03 10.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
0.09 I 0.05 0.05 
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白井北中道遺跡 1区 検出密度 （単位： XlOO個／い

Hr-FP直下確認面Aライン

1号畦部

分類群＼試料 131 133 135 139 143 147 151 155 159 163 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 189 193 196 

イネ科
イネ 7 7 
ヒエ属型
ヨシ属 6 
ススキ属型 57 19 43 51 52 20 79 19 62 79 80 51 20 7 55 34 43 27 29 25 51 71 72 
シバ属 6 6 
キピ族型 6 7 7 14 7 12 14 6 6 6 
ウシクサ族塑 40 94 57 125 81 47 105 74 69 108 44 51 52 96 31 78 92 129 79 88 116 71 90 
ウシクサ族型（大型） 6 7 7 7 7 6 6 7 6 6 
Aタイプ（楔型） 7 6 

•• • •• •• •• • 疇一 疇．． ．・・. 疇 • -----------... ---
タケ亜科
ネササ節型 7 7 12 14 22 20 14 12 14 13 13 12 
クマザサ属型 7 6 7 6 
未分穎等 6 14 22 44 13 7 7 7 7 7 7 18 7 22 6 19 19 12 

その他のイネ科
表皮毛起源 7 7 7 7 20 12 7 15 29 7 6 7 7 13 6 13 18 
枠状珪醗体 63 207 165 132 266 208 243 137 165 209 197 239 144 123 263 201 412 312 252 170 187 247 379 
茎部起源 6 6 12 6 6 
未分類等 178 189 237 212 296 175 329 242 165 266 168 247 177 281 214 229 277 285 360 314 270 312 391 

し・ • • ~ • • • • • • • • • 

樹木起涌
はめ絵パズル状（ブナ 7 
属など）
多角形板状（コナラ属
など）
その他

植物珪酸体総数 350 521 530 563 753 484 790 502 489 704 518 639 427 549 569 560 884 802 756 634 668 770 992 

おもな分類群の推定生産益（単位： kg/m2-cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

0.21 イネ
ヒエ属型
ヨシ属
ススキ属型
ネザサ節型
クマザサ属型

白井北中道遺跡 1区

分類群＼試料

イネ科
イネ
オオムギ族 （穎の

表皮細胞）
ヒエ属型
ヨシ属
ススキ属型
キビ族型
ウシクサ族型
ウシクサ族型（大型）

タケ亜科
ネササ節型
クマザサ属塑
未分類等

その他のイネ科
表皮毛起源
棒状珪酸体
茎部起漉
未分領等

樹木起漉
はめ絵パズル状（プナ
属など）

植物珪酸休総数

0.21 

0.38 
0.71 0.24 0.53 0.63 0.64 0.25 0.98 0.24 0.77 0.98 0.99 0.6310.25 0.09 0.68 0.42 0.5310.33 0.36 0.31 0.63 0.88 0.89 

0.03 0.03 0.06 0.07 0.1110.10 0.07 0.0610.07 0.06 0.06 0.06 
0.05 0.05 I 0.05 I 0.05 

検出密度（単位： XlOO個／g)

Hr-FP直下、 1号立木痕南北ライン

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

7 
6 

6 
12 7 5 6 7 7 

197 88 93 39 101 56 160 20 47 14 38 62 14 66 37 56 20 51 84 178 90 50 87 35 45 
20 14 7 29 12 11 18 5 6 11 14 7 7 7 7 7 7 14 29 7 
112 95 73 78 65 93 99 75 59 42 57 68 94 132 139 77 157 95 92 157 139 100 124 91 104 

7 7 14 15 

14 6 19 25 7 7 7 7 7 21 7 15 7 15 
6 7 6 15 14 7 7 14 7 

33 20 33 26 36 12 6 12 24 38 6 43 7 37 14 27 15 28 7 15 14 30 

7 14 20 26 14 6 11 14 6282220 7 7 15 43 21 22 22 21 30 
118 136 86 163 188 186 154 89 65 80 114 148 123 217 168 84 75 139 141 206 146 79 240 148 119 

7 7 
72 129 126 117 130 161 270 150 166 212 240 250 167 303 292 153 212 278 239 256 132 265 327 289 350 

7 7 7 7 7 

566 510 438 449 570 544 723 348 373 415 530 579 505 759 716 398 519 621 584 861 598 551 866 612 708 

おもな分類群の推定生産砥（単位： kg/m'-cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

イネ
ピエ属型
ヨシ属
ススキ属型
ネササ節型
クマザサ属型

0.21 
0.50 

0. 76 0.44 0.32 0.38 0.44 0.44 
2.44 1.09 1.15 0.48 1.25 0.69 l.98 0.25 0.58 0.17 0.47 0.77 0.17 0.82 0.46 0.69 0.25 0.63 1.04 2.21 1.12 0.62 1.08 0.43 0.56 

0.07 0.03 0.09 0.12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.10 0.03 0.07 0.03 0.07 
0.05 0.05 0.05 0.]J 0.11 0.05 0.05 0.11 0.05 
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白井北中道遺跡 2区 検出密度（単位 ：XJOO個／g)

Hr-FP直下確認面

l 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 11 12 13 14 l 5 

分類群＼試料 畦部畦部畦部 畦部畦部畦部

イネ科
ヒエ属型 7 7 7 6 
ヨシ屈 7 14 6 8 
ススキ屈型 84 15 163 90 55 111 65 l 3 70 156 110 84 82 129 58 
キビ族型 14 7 18 7 7 19 8 14 6 
ウシクサ族型 84 52 106 132 34 42 110 40 64 102 76 84 103 152 64 
ウシクサ族型（人型） 15 7 12 7 42 13 7 14 23 14 
Aタイプ（楔型） 7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -
タケ亜科
ネザサ節型 28 15 35 12 7 6 7 l3 55 8 7 
クマザサ駈型 7 15 14 6 7 8 6 
未分類等 42 15 35 l 2 ]4 l~ 3 13 7 15 41 8 26 

--------------------- 冨冨疇 疇 ー 冨 ー 一冨ー 一冨ー 一 ---------------------------------------- ------ ------ ---------------- ---- ---
その他のイネ科
表皮毛起源 14 7 6 7 7 13 7 13 7 7 23 7 8 13 
棒状珪酸体 230 111 297 222 96 292 175 155 191 224 103 327 267 212 199 
茎部起源 7 7 
未分類等 77 149 71 102 103 56 104 l2l l l4 102 159 l29 205 114 」09

樹木起源
はめ絵パズル状（プナ属なと） 7 7 7 7 
多角形板状（コナラ屈なと） l 4 35 8 7 

植物珪酸体総数 615 408 756 612 337 606 517 370 478 605 531 725 747 623 461 

おもな分類群の推定牛産最（単杓： kg/m2.cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

ヒエ屈型 1 o.59 0.59 0.59 0.50 
ヨシ屈 0 44 0.88 0.38 0 50 
ススキ屈型 1.04 0.19 2.02 l.12 0.68 1.38 0.81 0.16 0.87 1.93 1.36 1.04 1.02 1 60 0 72 
ネザサ節型 0.13 0.07 0.17 0.06 0.03 0.03 0.03 0.06 0.26 0.04 0.03 
クマザサ屈型 0.05 0.11 0 11 0.05 0.05 0.06 0.05 

白井北中道遺跡 1区 検出密度（単位： XlOO個／q)

Hr-FA直下 1号立木痕南北ライン

分類群＼試料 2 4 6 8 10 12 14 16 18 130 132 134 26 137 139 141 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

イ不科
イネ 7 
ヒエ属型 7 7 7 
ヨシ属 6 29 7 29 15 6 12 14 7 15 19 7 7 15 7 15 14 13 7 7 20 7 7 13 30 
ススキ属型 128 132 140 154 88 76 76 97 Ill 96 161 163 15 66 113 76 57 80 86 91 75 30 74 78 103 
シバ属 7 7 
キビ族型 6 37 14 15 44 13 6 14 7 7 13 7 7 14 8 7 7 22 7 20 30 
ウシクサ族塑 256 351 239 242 375 291 259 263 416 568 387 334 217 362 275 446 276 173 238 307 23] 296 396 364 339 
ウシクサ族型（大型） 13 7 7 13 7 15 7 7 15 23 13 13 14 7 7 
Aタイプ（楔型） 7 7 7 7 8 7 

タケ亜科
ネザサ節型 64 73 56 59 15 25 41 69 69 111 155 163 135 89 63 227 50 40 46 63 61 148 74 156 140 
クマザサ属型 13 29 49 29 7 57 18 14 28 22 6 28 22 30 45 50 7 13 77 14 37 13 59 37 
マダケ属型 7 
未分類等 58 132 91 88 JlO 63 71 Jl8 180 170 245 192 142 103 127 189 113 60 66 189 68 89 87 189 199 

その他のイネ科
表皮毛起源 13 35 7 15 13 6 7 7 26 21 22 7 14 23 28 20 13 42 7 7 7 26 15 
棒状珪酸体 467 505 442 557 485 392 312 277 367 583 471 412 367 480 367 786 616 186 443 370 475 474 550 709 531 
茎部起源 7 7 7 8 7 
未分類等 607 644 610 535 544 537 447 498 582 598 587 618 487 709 472 559 531 319 456 517 543 555 510 670 634 

樹木起源
はめ絵パズル状（プナ 6 6 7 7 7 
属など）
その他 7 6 7 

植物珪酸体総数 1637 1939 1697 1722 1712 1486 1260 1371 1781 2199 2070 1945 1428 1897 1459 2413 1756 925 1388 1670 1515 1679 1746 2291 2072 

おもな分類群の推定生産賊（単位 ：kg/m2-cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

イネ
ヒエ属型
ヨシ属
ススキ属型
ネササ節型
クマザサ属型

396 

0.21 
0.59 0.59 0.59 

0.38 1.83 0.44 1.83 0.95 0.38 0.76 0.88 0.44 0.95 1.20 0.44 0.44 0.95 0.44 0.95 0.88 0.82 0.44 0.44 1.26 0.44 0.44 0.82 1.89 
1.59 1.64 1.74 1.911.09 0.94 0.94 1.20 1.38 1.19 2.00 2.02 0.19 0.82 1.40 0.94 0.710.991.07 1.13 0.93 0.37 0.92 0.97 1.28 
0.31 0.35 0.27 0.28 0.07 0.12 0.20 0.33 0.33 0.53 0.74 0.78 0.65 0.43 0.30 1.09 0.24 0.19 0.22 0.30 0.29 0.71 0.36 0.75 0.67 
0.10 0.22 0.37 0.22 0.05 0.43 0.14 0.11 0.21 0.17 0.05 0.21 0.17 0.23 0.34 0.38 0.05 0.10 0.58 0.11 0.28 0.10 0.44 0.28 



白井逍跡群における植物珪酸体分析

白井北中道遺跡 2区 検出密度（単位： XlOO個／(J)

Hr-FA直下確認面

分類群＼試料 l 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 11 12 13 14 15 ]6 17 18 19 20 

イネ科
ヒエ属型 7 
ヨシ属 7 20 47 18 14 28 37 81 76 18 15 71 35 100 45 41 7 45 24 
ススキ屈型 250 245 168 204 137 126 314 209 172 89 89 345 225 300 173 389 229 134 151 450 
キビ族型 33 34 7 15 7 24 22 30 7 32 6 27 8 18 
ウシクサ族型 287 152 128 180 185 195 195 141 131 83 96 24 91 36 32 151 101 45 83 146 
ウシクサ族型 13 7 7 14 7 21 6 15 12 14 7 6 7 7 8 
（大型）
Aタイプ（楔型） 7 7 7 7 7 

タケ亜科
ネササ節型 228 219 323 204 226 34 9 359 566 522 100 178 202 105 335 218 215 256 283 98 122 
クマザサ属型 59 40 20 48 62 49 45 13 34 6 37 24 7 26 17 34 37 53 30 
未分類等 155 139 148 78 130 167 232 236 350 106 178 83 105 136 141 35 155 104 61 91 

その他のイネ科
表皮毛起源 44 20 27 30 7 14 37 7 89 12 59 42 28 36 19 41 27 30 15 67 
棒状珪酸体 434 404 451 192 274 733 494 532 550 348 400 375 372 400 269 703 344 432 257 735 
茎部起源 7 7 12 6 
未分類等 486 470 539 511 418 398 494 519 557 325 481 500 442 136 480 494 371 417 439 480 

樹木起源
はめ絵パズル状 7 27 21 20 21 6 7 6 18 

（多プ角ナ形屈板な状と）
12 7 7 7 6 

（コナラ属など）

植物珪酸体柁数 1964 1755 1899 1477 1494 2101 2222 2345 2537 1123 1591 1720 1424 1507 1435 2104 1565 1489 1218 2193 

おもな分類群の椎定生芹惜~（単位：紅／ m'•cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。
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白井北中道遺跡 2区 検出密度（単位： XJOO個／い

Hr-FP直下、 4号畦検出rin 4号畦断面

1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 11 12 13 14 15 16 l 7 18 19 20 

分類群＼試料 FP直下 FA FA直下

イネ科
イネ
ヒエ属型 8 7 7 7 
エノコログサ属型 7 8 8 7 16 
キビ放型 23 15 22 22 15 7 15 22 15 15 15 8 8 7 15 39 
ジュズダマ属
ヨシ属 8 7 8 7 7 
ススキ属型 60 46 60 52 45 37 67 30 16 15 31 15 15 15 23 16 59 118 132 
ウシクサ族型A 16 
（大型）
ウシクサ族型 68 31 52 37 38 45 45 52 16 44 39 37 30 46 46 39 96 126 288 
シバ属 8 
Aタイプ（楔型） 8 15 8 15 7 7 
Bタイプ 16 8 7 
Cタイプ 30 30 31 

タケ亜科
ネササ節型 7 8 22 15 8 15 7 7 8 67 67 171 
クマザサ属型 7 7 7 8 7 8 15 7 47 
未分煩玲 8 15 7 7 15 15 8 67 52 210 

その他のイネ科
衣皮毛起源 15 23 15 15 15 16 7 8 7 7 8 8 16 15 39 
棒状珪酸体 136 153 156 103 136 74 105 67 109 I 03 Jl6 127 97 132 107 126 15 170 185 499 
茎部起源 8 8 8 8 7 
未分頴等 106 69 74 44 45 104 105 89 78 67 147 112 67 108 206 87 7 281 148 319 

シダ類 7 
樹---木---起---源------------- -- — っーー ・... .—· 一- 疇ー疇疇 冒ー 冒・ ー疇 冒 三・ 三 ―- -・富 -三 疇・ - ・疇 冒 ― . .ー 冒 —―- 冒 ·一一 一疇 —二 ·疇―—·一 一 · -一 ・ 疇― ・ • 三一・ ・ ーー-三 ――疇 ・・

モクレン科
はめ絵パズル状 7 8 8 7 
（プナ属なと）
多角形板状 7 
（コナラ属など）

植物珪酸体範数 430 374 409 281 309 312 360 274 273 296 387 345 231 325 436 323 22 829 784 1808 

おもな分類群の推定生産凪（単位： kq /m'•cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

イネ
ヒエ属型 0.64 0.62 0.62 0.62 
ヨシ属 0.48 0.47 0.50 
ススキ属型 0.75 0.57 0.74 0.64 0.56 0.46 0.84 0.37 0 19 0.18 0 38 0 19 0.18 0.19 0.28 0.20 
ネザサ節塑 0.04 0.04 0.11 0.07 0 04 0.07 0 04 0.04 0.04 
クマササ属型 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
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第6章 自然科学分析

白井北中道遺跡 2区 検出密度（単位： XlOO個／q)

A地点 B地克 C地点 D地克 E地点 F地克 G地点
l 2 I 2 l 2 3 4 I 2 3 I 2 l 2 l 2 

分類群＼試科 評直下 FA直下 FP直下 FA直下 FP直下 炭層 FA直上 FA直下 FP直下 FA直下 FA直下 FP直下 FA直下 FP直下 FA直下 FP直下 FA直下
イネ科
イネ 8 
ヒエ属型 8 7 8 15 
工ノコログサ属型 7 7 8 8 7 23 8 15 23 
キビ族型 52 23 23 14 15 22 8 37 8 8 45 15 23 22 61 
ジュズダマ属 8 8 
ヨシI属 7 8 15 15 29 8 8 23 8 15 
ススキ属型 39 141 31 99 97 46 89 24 110 122 39 120 68 114 44 107 
ウシクサ族型A 7 8 8 15 
（大型）
ウシクサ族型 54 231 55 283 69 130 39 201 126 344 321 31 323 53 258 44 244 
シバ属
Aタイプ（楔型） 8 7 7 8 
Bタイプ
Cタイプ 15 15 8 7 8 8 -------------3-1 --タ--ケ--亜---科-------------------- -- ---... ......疇疇...一つ．．．．．． ．9,．．． ● ●疇 冨● ●冨冨疇疇冨 ー一 -- - -- -- ------- - -- ------ --- ----

ネザサ節型 8 194 138 21 30 8 112 24 88 184 16 105 8 114 46 
クマザサ属型 23 8 8 30 16 29 31 23 15 

そ.未の.. . 他分.. . 類の.. . 等.イ.. .ネ.. 科. . . . . 31 201 160 7 38 8 112 16 139 306 128 23 106 7 46 ......  ．．・・ニ.．-・●ニ .~ ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • 

魯皮毛起源 31 7 31 38 14 30 15 52 24 7 46 8 45 8 30 7 23 
状珪酸体 348 715 101 1077 375 503 170 826 377 1039 1308 133 1052 23 667 74 787 

茎部起源 8 8 8 8 15 

-シ--未-ダ--頚分--類---等--------- 402 804 132 848 493 686 271 863 330 776 375 149 812 137 751 74 695 -----------・・・疇.. . ....疇冨疇●一．．・・ 疇... ...疇冨 ．~冨冨疇ー冨● ●冨ー一冨疇疇冨 ・・・・・●疇...冨ー冨疇疇冨 冨•---•··— 疇・―一疇...疇一．~疇冨冨● ●冨 冨・·疇冨―• ー- ー一疇----- --・・・・--・--------------------

樹禾起源・・・・ • 
モクレン科 8 
はめ絵パズル状 8 

（（多ブコ角ナナ形属ラ板屈な状など）ど） 8 8 7 7 15 15 

植物珪酸体総数 913 2375 390 2727 1111 1524 526 2336 957 2627 2723 400 2728 342 2123 303 2139 

おもな分類群の推定生産贄（単位： kg /m'•cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定して紅出。

イネ 0.22 
ヒエ属型 0.65 0.58 0.63 l. 28 
ヨシ属 0. 47 0.49 0. 96 0. 94 1.85 0.48 0.49 1.42 0.48 0. 93 
ススキ冒型 0 48 I. 75 0.39 1.23 I. 21 0 57 I.II 0.29 1.36 1.52 0.49 1.49 0.85 1.41 0.55 1. 33 
ネザサ型 0.04 0.93 0.66 O.JO 0.15 004 0.54 0.11 0.42 0.88 0.08 0.50 0.04 0.05 0. 22 
クマザサ属型 0.17 0 06 0.06 0.22 0.12 0.22 0.23 0.17 0.11 

白井北中道遺跡 3区 検出密度（単位： X100個／い

1号畦Bトレンチ中央 1号畦Bトレンチ西端
l 2 3 4 5 6 7 8 l 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 11 l 2 

分類群＼試料 FP下炭層 FA上 FA下 FP下 炭層 FA上 FA下
イネ科
イネ

（オヒ頴エオの属ム表型ギ皮族細胞）
14 7 

ヨシ属 7 21 29 22 
ススキ属型 22 190 93 21 8 63 100 40 37 61 8 62 48 32 15 8 73 169 
ジュズダマ属

シJゞ塁
キビ型 7 7 14 14 7 34 8 15 15 29 
ウシクサ族型 72 169 209 21 8 280 441 48 ll2 46 39 164 56 32 15 378 393 390 
ウシクサ族型 8 
（大型）
Aタイプ（楔型） 7 7 
Bタイプ 7 21 14 15 8 16 15 7 

タ.ケ..亜・・・科••• •••••• ．． 

ネザサ節型 14 35 7 14 140 121 22 8 8 16 8 109 167 228 
クマザサ属型 7 7 7 28 7 7 7 36 59 

7 メダケ， 型

そ未の分他類の． 至科
7 21 7 ]19 228 8 7 15 109 211 250 ----------------------------------------------------------. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ -・ ・ ・ ・ー・・ ・ ・ ---・ ・ ・ -------・ -・ -・ • ・ -・ -・ • ・ ・ ・ • • ・・ 

靡皮毛起源 22 14 22 42 14 8 7 23 8 34 8 8 8 7 29 37 
状珪酸体 129 648 669 83 15 846 1187 ll9 372 175 102 746 64 118 23 23 1039 1099 1149 

茎部起漉

樹.. . 未木.. . 分起.. . 類源. . . 等. . . . . . . . . )15. 627 662. 2_83_ 61 672 725 215 335 84 14 1 568 95 63 69 15..865.. 7.35... 7.44. 

はめ絵パズル状

（（多プコ角ナナ形属ラ板属な状など）ど）

その他
植物珪酸体粒数 402 1733 1690 429 

おもな分類群の推定生産贔（単位： kq/m'-cm)

イネ
ヒエ属型
ヨシ属

91 

ススキ属型 0.27 2.36 1.16 0.26 0.09 
ネザサ節型 0.07 0.17 0.03 0.07 
クマザサ属型 0.05 0.05 

398 

7 

7 

2197 2879 437 922 395 306 1637 278 284 130 85 2609 2832 3094 

※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

1.15 0.61 
044 1.35 I 1.84 1.39 

0.78 1.23 I 0.49 0.46 0.75 0.10 0.76 0.59 0.39 0.19 0.10 1.90 1.17 2.10 
0.67 0.581 0.11 0.04 0.04 0.08 0.04 0.52 0.80 1.10 
0.05 0.21 I 0.06 0.05 0.05 0.27 0.44 



白井遺跡群における植物珪酸体分析

白井北中道遺跡 3区 検出密度（単位： X100個／q）

1号吐Eトレンチ 27区画内壁
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

分類群＼試料 FP下 FA上 FA下 FP下 炭屑 FA上 FA下
イネ科
イネ
オオムギ族
（穎の表皮細胞）
ヒエ属型
ヨシ属 7 7 8 7 6 
ススキ属塑 6 30 22 22 7 8 8 136 97 51 47 72 22 134 22 22 8 5 I 88 50 262 
ジュスダマ属 7 
シバ属
キピ族型 6 15 22 8 27 8 7 13 14 21 
ウシクサ族型 48 53 89 123 15 8 16 295 435 377 390 86 37 195 123 37 16 330 282 524 460 
ウシクサ族型（大型） 8 7 
Aタイプ（楔型）
Bタイプ 7 7 22 14 

タ--ケ-亜---科------- —- - ------------------・ -- -- -- -— • --- - • --- • • - • • • • • • - • • • • -- -・ -- -- -

ネササ節型 6 15 14 24 166 67 174 78 7 7 7 24 234 295 251 177 
クマザサ属型 7 8 15 15 22 39 7 7 29 6 65 78 
メダケ節盟

そ未の分他類の等イネ科
8 7 22 16 98 157 116 140 15 13 7 16 220 220 251 184 

---- - ---- --- --- --- -- ------- ・- --- ---- ~ ー. .疇 -. ー . .. ・・ - -- ・- -

表皮毛起柩 8 15 14 38 7 22 39 54 51 7 23 29 25 65 28 
棒状珪酸体 303 349 362 629 32 1178 1035 1059 1114 251 60 799 74] 126 99 7 1238 1030 1357 1048 
茎部起源 19 

．樹．． ． 木未．． ．分起．． ．類源． ． ．等． ． ． ． ． ． ． ． 333 410 502 527 22 8 24 702 705 762 662 480 67 584 581 133 30 15 30 740 722 _ 8_1_8 _ !65 

はめ絵パズル状（プナ 7 7 7 7 
屈など）
多角形板状（コナラ属 7 13 
など）
その他

植物珪酸1本総数 707 858 1033 ]358 45 23 127 2628 2535 2619 2524 909 202 1819 1540 333 160 22 102 2901 2718 3425 3037 

おもな分類群の推定生産悩（単位： kq/m2.cm) 

イネ

※仮比重を1.0と仮定して尊出。

ピエ属型
ヨシ属
ススキ属型
不ザサ節型
クマザサ属型

0.47 0.46 0.49 
0.07 0.38 0.27 0.27 0.09 0.10 0.10 1.69 1.21 0.63 0.5810.89 0.28 1.66 0.27 0.28 
0.03 0.07 0.07 0.11 0.80 0.32 0.84 0.3710.03 0.03 0.04 

0.05 0.06 0.11 0.11 0.16 0.2910.05 0.05 

0.46 0.40 
0.10 0.64 1.09 0.62 3.25 
0.11 1.13 1.42 1.21 0.85 

0.22 0.05 0.48 0.58 

白井北中道遺跡 3区 検出密度（単位： X100個／い

27区画 31区画、株跡？断面 31区画、株跡？確認面 地区外
焼土 比較i I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I 2 3 4 5 

分類群＼資科 I 2 3 4 5 FP下炭層 FA上 FA下 現表土
イネ科
イネ 38 44 38 46 30 
オオムギ族 8 7 15 8 45 
（穎の表皮細胞）
ピエ属型 6 
ヨシ属 7 8 7 8 
ススキ属型 33 45 220 150 32 76 87 25 52 ]]4 54 35 44 22 62 46 38 4 7 53 61 30 15 8 22 
ジュズダマ属
シハ属 15 8 23 30 
キピ族刑 44 6 15 14 8 8 15 8 8 
ウシクサ族別 86 37 242 187 64 136 167 68 52 8 434 292 267 125 37 79 31 31 47 38 303 311 260 296 186 
ウシクサ族烈（大内'1) 29 15 7 6 8 8 8 8 
Aタイプ（楔西'I) 7 
Bタイプ 7 7 13 6 14 7 15 23 8 8 15 

タケ亜科
. . 

不ササ節型 13 15 15 7 6 15 7 12 178 122 35 15 7 6 8 8 174 74 8 23 7 
クマザサ属型 7 6 28 14 7 7 7 8 8 
メダケ節型
未分類等 26 22 30 6 15 47 12 7 128 95 49 7 15 17 8 8 15 144 52 31 38 15 

そ.の他...の..イ.ネ.科•••• 

表皮毛起源 13 29 22 8 33 30 41 14 37 11 15 8 8 23 106 22 69 83 59 
枠状珪酸体 383 180 644 651 210 295 701 382 150 8 810 843 611 331 104 378 131 146 94 121 1440 1029 1055 1123 832 
茎部起掠
未分類等 547 52 220 614 451 461 621 518 97 23 732 700 61] 507 82 395 146 92 109 84 993 689 696 766 669 樹．．．木．．．起．．．源．．．．．． .. . . ・ -

はめ絵パズル状 6 
（プナ属など）
多角形板状
（コナラ属など）
その他 7 8 

植物珪酸体総数 1115 360 1450 1676 787 1005 1676 1030 405 38 2423 2175 1665 1073 268 953 393 346 320 357 3296 2296 2240 2443 1909 

6 
視表j

42 
21 

7 

35 

21 
205 

7 

35 

50 
1103 

7 
721 

7 
2263 

おもな分類群の推定生産贔（単位 ：Kりlm'-cm)

イネ
ヒエ属型
ヨシ属

0.53 

※仮比重を1.0と仮定して位出。

l. l l l. 3 1 1. 1 2 l. 34 0. 8 7 1 1. 2 5 
0.59 

ススキ属型
ネザサ節塑
クマザサ属型

0.47 
0.41 0.56 2.72 1.8610.3910.94 1.08 0.31 0.65 
0.06 0.07 0.07 0.0410.0310.07 0.03 0.06 
0.05 10.05 

0.48 0.47 0.48 
l. 4 ] 0. 6 7 0. 4 4 0. 5 5 0. 2 8 0. 7 7 0. 5 7 0. 4 8 0. 5 8 0. 6 6 0. 7 5 0. 3 7 0. 1 9 0. 0 9 0. 2 8 | °. 4 4 
0.85 0.5910.17 0.07 0.04 0.03 0.04 0.0410.84 0.36 0.04 0.11 0.0410.03 
0.21 0.1010.05 0.06 I 0.06 0.06 0.06 
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第6章 自然科学分析

白井北中道遺跡 5区 検出密度 （単位 ：X100個／（1)

Hr-FP直下確認而

l 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

分類群＼試料

イネ科
イネ 7 
ヒエ属型 14 7 13 7 7 7 6 15 26 19 I 3 
ヨシ屈 20 13 13 7 7 42 7 7 7 6 19 13 7 
ススキ属型 201 169 143 167 193 251 199 333 434 268 258 128 229 319 66 308 419 162 316 273 
キピ族型 28 7 20 34 7 33 21 36 21 14 7 6 22 36 52 50 45 14 
ウシクサ族型 118 130 163 173 220 138 139 91 147 5] 182 106 67 136 96 JOO 161 187 167 259 
ウシクサ族型（大型） 21 13 13 33 7 7 7 7 6 32 7 
Aタイプ（楔型） 7 7 7 7 7 13 7 7 6 l3 14 

タケ亜科
ネザサ節型 187 338 98 147 220 92 153 163 357 218 454 262 192 130 140 JOO 168 362 406 287 
クマザサ属型 21 26 59 13 14 7 33 7 15 14 28 15 12 15 21 32 50 6 21 
メダケ節型 7 7 7 
未分類等 104 189 130 207 62 105 139 118 217 146 202 128 74 71 59 72 65 131 193 175 

その他のイネ科
表皮毛起派 14 7 20 67 62 20 7 49 15 70 28 22 29 7 29 19 37 26 14 
棒状珪酸体 395 299 410 413 330 251 411 333 469 488 405 475 480 460 259 437 342 474 483 491 
茎部起源 7 7 14 7 
未分類等 451 449 410 380 482 455 531 523 644 546 628 546 325 301 89 122 103 143 167 98 

.ヵ..ャ..ッ....リ..グ...サ..科.................. 
7 

マ樹ママ 木・• • 起・•源ヽ• • ・ ・マ • 

はめ絵パズル状（プナ属など） 13 13 14 28 6 7 6 6 13 
多角形板状（コナラ属など） 7 

植物珪酸体栓数 1547 1660 1487 1660 1673 1320 1632 1648 2422 1812 2248 1736 1432 1482 775 1232 1399 1646 1893 1660 

おもな分類群の推定生産益（単位： kg/m'・cm) ※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

イネ
ヒエ屈型
ヨシ属
ススキ属型
ネササ節型
クマザサ属型

0.21 
1.18 0.59 1.09 0.59 0.59 0.59 0.50 1.26 2.18 1.60 1.09 

1.26 0.82 0.82 0.44 0.44 2.65 0.44 0.44 0.44 0.38 1.20 0.82 0.44 
2.49 2.10 1.77 2.07 2.39 3.11 2.47 4.13 5.38 3.34 3.20 1.59 2.84 3.96 0.82 3.82 5.20 2.01 3.92 3.39 
0.90 1.62 0.47 0.71 1.06 0.44 0.73 0.78 1.71 1.05 2.18 1.26 0.92 0.62 0.67 0.48 0.81 1.74 1.95 1.38 
0.16 0.20 0.44 0.10 0.11 0.05 0.25 0.05 0.11 0.11 0.21 0.11 0.09 0.11 0.16 0.24 0.38 0.05 0.16 

白井北中道遺跡 ※主要な分類群について計数 検出密度 （単位： XJOO個／g)

分類群＼試料

イネ科
ピエ属型
ヨシ属
ススキ属型
タケ亜科（おもにネザサ節）

推定生産量（単位： kg/m'-cm)

イネ
ヒエ属型
ヨシ属
ススキ属型
タケ亜科（おもにネザサ節）

白井二位屋遺跡 1区

分類群＼試料 株痕

イネ
ヒエ属型
ヨシ属
ススキ属型
ネザサ節型
樹木起源

白井二位屋遺跡 3区

扮類群＼試料 株痕

イネ
ヒエ属型
ヨシ属
ススキ属型
ネササ節型
樹木起源

合計試料平均

402 

4区、 4-2・3トレンチ 5区、17-3・4トレンチ 6区、29-3• 4トレンチ

m-l m-2 皿ー3 ill-4 N-l N-2 皿ーl [[]-2 [[]-3 [[]-4 N-1 N-2 N-3 N-4 m-1 m-2 m-3 m-4 

FP下 FA下 FP下 FA下 FP下

20 18 23 28 31 29 11 56 33 8 14 11 11 14 14 16 12 5 ， ， 8 ， ， 7 20 54 26 8 ， 
29 ， 30 51 22 26 ， 18 7 15 66 52 47 ， ， 18 5 
108 92 43 28 215 338 17 28 36 23 279 306 184 180 112 67 8 17 

※試料の仮比重を1.0と仮定して算出。

l.68 1.51 l.93 2.35 2.60 2.44 I 0.92 4.70 2.77 0.67 I.IS 0.92 0.92 l.18 11.18 1.34 1.01 0.42 
0.57 0.57 0.50 I 0.57 0.57 0.44 1.26 3.41 l.64 0.50 I 0.57 
0.36 0.11 0.37 0.63 0.27 I 0.32 0.11 0.22 0.09 0.19 0.82 0.64 0.58 I 0.11 0.11 0.22 0.06 
0.52 0.44 0.21 0.13 1.03 1.62 I 0.08 0.13 0.17 0.11 1.34 1.47 0.88 0.86 I 0.54 0.32 0.04 0.08 

Hr-FP直下確認面 土層断面 Hr-FA直下確認面

畦部 立木痕 その他 6 FP直下 炭層

7 I l, 2 

15 2 2 5 
785 6 130 8 
29 3 4 8 

Hr-FP直下確認面 土層断面 Hr-FA直下確認面

畦部 立木痕 その他 FP直下 2 炭層 3 

5 I 2.5 
5 I 2. 5 42 3 14,0 ， I 4.5 19 2 6.3 
45 2 22.5 678 3 226. 0 

28 I 9 3 

(XJOO個／g)



白井遺跡群における植物珪酸体分析

白井南中道遺跡 1区

Hr-FP直下確認面 土府断面 Hr-FA直下確認血

分類群＼試料 株痕 畦部 立木痕 その他 FP直下 l 炭陪 2 

イネ
ヒエ属型 11 I 11.0 49 2 24 5 
ヨシ屈
ススキ属型 8 l 8 0 264 2 132.0 
ネザサ節型 673 2 336. 5 
樹木起源

白井南中道遺跡 2区

Hr-FP直下確認面 土展断面 Hr-FA直下確認面

扮頷群＼試料 株痕 畦部 3 立木痕 その他 FP直下 l 炭層 2 

イネ
ヒエ属型
ヨシ属 7 l 7.0 43 2 21. 5 
ススキ属型 208 3 69 3 57 I 57.0 852 2 426.0 
ネザサ節型 25 2 8 3 349 2 174 5 
樹木起漁

白井丸岩遺跡 1区、南西区画

Hr-FP直下確認面 土陪断面 Hr-FA直下確認面

分類群＼試科 株痕 畦部 l 立木痕 その他 14 FP直下 炭層

イネ
ビエ属型 7 I 7 0 79 6 5. 6 
ヨシ属 90 8 6.4 
ススキ属型 86 l 86 0 2255 14 161.l 
ネザサ節型 7 I 7 0 397 13 28 4 
樹木起涌 7 I 7 0 66 6 4. 7 

白井南中遺跡 3区

Hr-FP直下確認面 土層断面 Hr-FA直下確認面

分類群＼試科 株痕 畦部 2 立木痕 その他 8 評直下 炭層 5 

イネ
ヒエ属型 7 l 3. 5 7 I I 4 
ヨシ属 7 I 3. 5 105 5 13.1 80 2 16.0 
ススキ属型 149 2 74.5 660 8 82. 5 1254 5 250. 8 
ネザサ節型 14 I 7.0 47 6 5. 9 739 5 147.8 
樹木起漉

白井南中道遺跡 4区

Hr-FP直下確認面 土居断面 Hr・FA直下藉認面

分類群＼試科 株痕 畦部 2 立木痕 その他 4 FP直下 炭層 4 

イネ
ヒエ属型 6 I 3 0 7 I 1.8 
ヨシ属 6 l I. 5 71 3 17 8 
ススキ属型 93 2 46.5 237 4 59.3 1252 4 313 0 
ネザサ節型 6 1 3.0 14 2 3 5 804 4 201.0 
樹木起派

白井南中道遺跡 5区

Hr-FP直下確認面 土陪断面 Hr-FA直下確認面

分類群＼試科 株痕 10 畦部 ， 立木痕 20 その他 36 FP直下 炭層

イネ 7 I 0.4 7 l 0.2 
ヒエ属型 14 2 l, 6 6 I 0.3 74 ， 2, l 
ヨシ属 7 I 0.8 
ススキ属型 2512 JO 251. 2 376 9 41.8 1363 20 68 2 4268 36 118.6 
ネザサ節型 133 9 13 3 116 6 12.9 212 13 10.6 197 17 5. 5 
樹木起淵 26 2 2.6 7 l 0.8 28 4 I. 4 136 II 3.8 

白井丸岩遺跡 1 • 2区

Hr-FP直下確認面 土層断面 Hr-FA直下確認面

分類群＼試料 株痕 畦部 I 立木痕 その他 27 FP直下 4 炭層 17 

イネ 7 I 0.3 
ヒエ属型 70 6 2.6 7 l 1.8 159 II 9.4 
ヨシ属 441 19 16.3 20 3 5 0 581 17 34.2 
ススキ属型 49 l 49.0 3386 27 125.4 107 4 26 8 2711 17 159.5 
ネササ節型 14 I 14 0 3131 25 116. 0 53 3 13 3 3120 17 183.5 
樹木起漉 94 ， 3.5 7 l l 8 54 7 3.2 

合計試科平均 (XIOO個／，）
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白井丸岩遺跡 3区

Hr-FP直下確認面 t居断1/Ji Hr-FA直下確認面

分煩詳＼試料 株痕 畦部 ］3 立木痕 2 その他 45 FP直下 炭屑

イネ
ヒエ属型 7 I 0 2 
ヨシ属 21 3 l 6 37 5 0.8 
ススキ屈型 736 13 56.6 106 2 53 0 8692 45 193 2 
ネザサ節型 105 6 8 I 271 20 6.0 
樹木起源 15 2 7. 5 

白井北中道遺跡 1区

Hr-FP直下確認面 +.1悦断liIJ Hr-FA直下確認面

分煩群＼試科 株痕 II 畦部 16 立木痕 25 その他 45 FP直下 炭1箇 25 

イネ 6 I 0.4 7 I 0 3 46 5 J 0 7 I 0 3 
ヒエ属型 19 3 l 2 6 I 0.2 20 3 0.4 21 3 0 8 
ヨシ属 7 I 0 6 6 I 0.4 44 6 1.8 47 6 1.0 328 25 13.1 
ススキ屈型 689 II 62.6 861 16 53.8 1728 25 69.1 2787 45 61.9 2366 25 94. 6 
ネササ節型 41 6 3. 7 142 10 8.9 164 14 6 6 406 34 9 0 2192 15 87 7 
樹木起涸 14 2 I 3 72 7 4 5 35 5 I 4 116 II 2 6 53 7 2 I 

白井北中道遺跡 2区

Hr-FP直下確認面 土層断面 Hr-FA直下確認面

分類群＼試料 株痕 畦部 ， 立木痕 その他 20 FP直下 8 炭杓 1 29 

イネ 8 I 0 3 
ヒエ属型 13 2 1.4 43 6 2.2 15 2 30 3 1.0 
ヨシ屈 14 2 I 6 36 4 1.8 30 3 841 26 29.0 
ススキ属型 618 9 68 7 1170 20 58 5 365 8 46 I 46 0 5361 29 184 9 
ネザサ節型 72 7 8 0 210 12 10 5 83 6 30 I 30 0 6153 29 212 2 
樹木起源 64 4 7 I 51 5 2.6 15 I 15.0 225 14 7 8 

白井北中道遺跡 3区

Hr-FP直下確認面 土陪I析面 Hr-FA直下藉認面

分類群＼試料 株痕 畦部 立木痕 その他 評直下 5 炭吊 4 4 

イネ
ヒエ属型 14 I 3. 5 ] 4 2 3. 5 
ヨシ属 ]4 2 3. 5 
ススキ属型 216 5 43.2 473 4 118.3 323 4 80.8 
ネザサ節型 42 4 8.4 42 2 10 5 649 4 162. 3 
樹木起涸 7 1 l 4 7 I I 8 

白井北中道遺跡 4区

Hr-FP直下確認面 土層断面 Hr-FA直下確認面

分頴群＼試料 株痕 畦部 立木痕 その他 FP直下 2 炭／恐 1 2 

イネ
ヒエ属型 20 l 10.0 7 l 7.0 38 2 19.0 
ヨシ属 ， I 4.5 7 I 7.0 
ススキ属型 65 2 32.5 ]07 I 107.0 400 2 200.0 
ネササ節型 129 2 64 5 14 l 14 0 780 2 390. 0 
樹木起源 7 I 3.5 

白井北中道遺跡 5区

Hr-FP直下確認面 土層断面 Hr-FA直下確認面

分類群＼試科 株痕 34 畦部 4 立木痕 その他 52 FP直下 2 炭居 22 

イネ 14 2 0.3 7 l 0. 3 
ヒエ属型 112 12 3 3 44 4 II 0 221 19 4 3 ]] I 5.5 155 13 7.0 
ヨシ属 100 ， 2 9 113 12 2.2 188 14 8 5 
ススキ属塑 9637 34 283 4 843 4 210 8 9266 52 178 2 80 2 40.0 4692 22 213 3 
ネザサ節型 925 28 27 2 59 4 14.8 723 39 13.9 17 1 8. 5 4966 22 225 7 
樹木起派 118 12 3 5 177 19 3.4 14 2 7 0 113 ， 5.1 
白井北中道遺跡 6区

Hr-FP直下確認面 土層断面 Hr-FA直下陪認面

分類群＼試科 株痕 畦部 立木痕 その他 FP直下 l 炭陪

イネ
ヒエ属型 14 l 14.0 
ヨシ属
ススキ属型 ， I 9 0 
ネササ節型 112 I 112 0 
樹木起i原

合計試科平均 (XJOO個／q)
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白井二位屋遺跡のまとめ

Hr-FP直下確認面 土屑断面 Hr-FA直下確認面

分類群＼試科 株痕 畦部 立木痕 その他 6 FP直下 2 炭層 3 

イネ 7 l l 2 5 l 2.5 
ヒエ属塑 5 l 2 5 42 3 14 0 
ヨシ属 15 2 2.5 ， l 4.5 19 2 6 3 
ススキ属型 785 6 130.8 45 2 22.5 678 3 226.0 
ネザサ節型 29 3 4.8 28 1 9.3 
樹木起源

白井南中道遺跡のまとめ

Hr-FP直下確認面 土居断面 Hr-FA直下確認面

分類群＼試科 株痕 10 畦部 16 立木痕 20 その他 48 FP直下 2 炭層 13 

イネ 7 I 0 4 7 I 0 l 
ヒエ属型 27 4 I. 7 6 I 0 3 81 10 1.7 ]] I 5 5 56 3 4 3 
ヨシ属 14 2 0.9 Ill 6 2.3 7 I 3 5 194 7 14 9 
ススキ属塑 25]2 JO 25].2 826 16 51.6 1363 20 68. 2 5165 48 107.6 65 2 32. 5 3622 13 278.6 
ネササ節型 133 9 13 3 161 10 10 l 212 13 10 6 258 25 5.4 2565 13 I 97. 3 
樹木起源 26 2 2 6 7 l 0 4 28 4 1.4 136 11 2 8 

白井丸岩遺跡まとめ

Hr-FP直下確認面 一十層断而 Hr-FA直下確認面

分領群＼試科 株痕 畦部 15 立木痕 2 その他 86 FP直下 4 炭層 17 

イネ 7 l 0 I 
ヒエ属型 7 I 0.5 156 13 1.8 7 I I 8 159 11 9 4 
ヨシ属 21 3 J.4 568 32 6.6 20 3 5.0 581 17 34 2 
ススキ属型 871 15 58. l 106 2 53 0 14333 86 166. 7 107 4 26.8 2711 17 159.5 
ネザサ節型 126 8 8 4 3799 58 44.2 53 3 13.3 3]20 ]7 ]83.5 
樹木起源 7 I 0. 5 15 2 7. 5 160 15 1. 9 7 I I 8 54 7 3 2 

白井北中道遺跡のまとめ

Hr-FP直下確認面 一十層断面 Hr-FA直下確認面

分類群＼試料 株痕 45 畦部 29 立木痕 25 その他 117 FP直下 18 炭層 6 82 

イ不 6 l 0.2 7 l 0.3 60 7 0 5 22 3 0 3 
ヒエ属型 112 12 2 5 76 ， 2.6 6 I 0.2 284 28 2 4 60 5 3 3 21 2 3.5 258 23 3 l 
ヨシ属 107 10 2 4 20 3 0 7 44 6 1.8 196 22 1 7 39 4 2 2 7 I I 2 1371 67 16 7 
ススキ属型 10326 45 229. 5 2322 29 SO.I 1728 25 69.l 13223 117 113.0 735 18 40.8 626 6 104 3 13142 82 160 3 
ネササ節型 966 34 21. 5 273 21 9.4 164 14 6.6 1339 85 11.4 383 14 21.3 86 4 14 3 14740 72 179 8 
樹木起源 132 14 2. 9 136 ]] 4 7 35 5 l 4 344 35 2.9 21 3 l. 2 15 I 2. 5 405 32 4. 9 

白井遺跡群全体のまとめ

Hr-FP直下確認面 土層断面 Hr-FA直下確認血

分煩群＼試科 株痕 55 畦部 60 立木痕 47 その他 257 FP直下 26 炭層 6 115 

イネ 6 I 0 l 14 2 0 3 81 10 0 3 5 I 0.2 22 3 0. 2 
ヒエ属型 112 12 2.0 110 14 1.8 12 2 0.3 521 51 2.0 83 8 3.2 21 2 3 5 515 40 4. 5 
ヨシ属 107 10 I. 9 55 8 0.9 44 6 0.9 890 62 3. 5 75 ， 2. 9 7 I I 2 2165 93 18 8 
ススキ属型 12838 55 233.4 4019 60 67 0 3197 47 68 0 33506 257 130 4 952 26 36. 6 626 6 104. 3 20153 115 175.2 
ネザサ節型 1099 43 20 0 560 39 9 3 376 27 8 0 5425 171 21 I 436 17 16.8 86 4 14. 3 20453 103 177,9 
樹木起源 158 16 2 9 150 13 2 5 78 11 1.7 640 61 2 5 28 4 11 15 l 2.5 459 39 4.0 

合計試科平均 (XlOO個／g)
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.................................... 白井南中道遺跡 5区

Hr-FP直下確認面の植物珪酸体分析結果
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白井遺跡群出土炭化材の樹種同定

1.はじめに

鯉沢バイパス遺跡群は、子持村大字白井地内の白

井二位屋遺跡、白井南中道遺跡、白井北中道遺跡お

よび白井丸岩遺跡からなる。これら 4遺跡は、いず

れも利根川と吾妻川が合流する河岸段丘上の遺跡

で、ほぽ隣合う遺跡群である。これらの遺跡は、近

代～縄文時代の 5面の文化層からなるが、 6世紀初

頭に降下したとされる榛名ニ ツ岳降下火 山灰層

(Hr-FA)あるいは 6世紀中頃に降下したとされる榛

名ニツ岳降下軽石層 (Hr-FP)の下層から、「畦」状

遺構が検出され、畠址と思われる区画が確詔されて

いる。また、これらの畦あるいは区画からは、多く

の炭化材あるいは炭化種実が検出されている。また、

これ以外にも 倒木跡に伴って炭化材が出土してい

る。

ここでは、白井南中道遺跡、白井北中道遺跡、白

井丸岩遺跡の炭化材についてその樹種を検討し、畦

状遺構に関する若干の考察を行う 。なお、 3遺跡は

ほぽ隣合う遺跡であることから、一括して検討した。

2. 方法と記載および結果

炭化材試料は、現地取り上げと洗い出しからなる。

これらの炭化材は、実体顕微鏡下で横断面について

観察し、同定できる試料と同定できない試料とに分

類する。これら同定できない試料と同定される典型

試料は、片刃カミソリなどを用いて試料の横断面（木

口と同義）、接線断面（板目と同義） 、放射断面（柾目

と同義）の 3断面について作り、直径 1cmの真鈴製

試料台に固定、金蒸着を施した後、走査電子顕微鏡

（日本電子（樹製JSMT-100型）で観察する。結果は、

現地取り上げ分が表 l~ 3、洗い出し分が表 4~ 5 

に示す。以下では、標本の記載と同定の根拠を示す。

アサダ Ostrya japonica Sarg. 図版la~le.

丸みを帯びた小～中型の道管が放射方向に 2~5 

420 

藤根 久（パレオ・ラボ）

個複合した散孔材である （横断面）。道管のせん孔は

単ーで、道管の内壁には微細ならせん肥厚が見られ

る（放射断面）。 放射組織は、ほぽ同性 1~ 3細胞幅、

3~36細胞高である （接線断面）。

以上の形質から、カバノキ科アサダ属のアサダの

材と同定される。アサダは全国の温暖に分布する標

高15mに達する落葉広葉樹である。

イヌシデ節 Carpinus sect. Eucarpinus カバノキ

科図版2a~2c

小型の丸の管孔が単独あるいは放射方向に 2~ 3 

個複合し散在する散孔材である （横断面）。 道管のせ

ん孔は単ーである （放射断面）。 放射組織は、同性で

1 ~3細胞幅、 3~25細胞高で、集合放射組織があ

る（接線断面）。

以上の形質から、カバノキ科クマシデ属のイヌシ

デ節の材と同定される。イヌシデ節には、イヌシデ

(Carpinus tschonoskii)及びアカシデ(C.laxiflora)が

あり 、暖帯から温帯にかけて分布する樹高15m、幹

径60cmに達する落葉広葉樹である。

コナラ節 Quercussect. Prinusブナ科図版3a~3c.

年輪のはじめに大型の管孔が 1列に並び、そこか

ら径を減じた小管孔がやや火炎状に配列する環孔材

である（横断面） 。大管孔の内腔には、チロースがあ

り著しい。また、木部柔組織は短接線状に配列する。

道管のせん孔は単ーである （放射断面）。放射組織は、

単列同性のものと集合放射組織からなる（接線断

面）。

以上の形質から、プナ科コナラ属のコナラ節の材

と同定される。 コナラ節の樹木にはコナラ(Q.

serrata)やミズナラ(Q.mongolica var. grossesrrata)、

カシワ (Q.dentata)、ナラガシワ (Q.aliena)などが

あるが、現在のところこれらを識別するには至って

いない。いずれの樹木も温帯から暖帯にかけて広く



分布する樹高20m、幹径 1mを超える落葉広葉樹で

ある。

クヌギ節 Quercus sect. Aegilops ブナ科 図版4a

~4c. 

年輪のはじめに大型の管孔が 1~ 2列並び、そこ

からやや急に径を減じたやや厚壁の丸い小管孔が放

射方向に配列する環孔材である（横断面）。道管のせ

ん孔は単ーである（放射断面）。放射組織は、単列同

性のものと集合放射組織のものとがある（接線断

面）。

以上の形質から、ブナ科コナラ属のクヌギ節の材

と同定される。クヌギ節の樹木には関東地方に普通

に見られるクヌギ(Q.acutissima)と、東海・北陸以

西に分布するアベマキ(Q.variabilis)がある。いず

れの樹木も樹高15m、幹径60cmに達する落葉広葉樹

である。

ケヤキ Zelkova serrata (Thun b.) Makino ニレ科

図版5a~5c.

年輪のはじめに大型の管孔が単独ないし 2列に並

び、晩材部では小管孔が 2~ 8程度集合して接線方

向ないしはやや斜めに配列する環孔材である（横断

面）。道管のせん孔は単一で、小管孔の内壁にはら

せん肥厚が明瞭に認められる（放射断面）。放射組織

は、異性 1~ 7細胞幅、 3~48細胞高で、大型の結

晶細胞がある（接線断面）。

以上の形質から、ニレ科ケヤキ属のケヤキの材と

同定される。ケヤキは暖帯から温帯にかけて分布す

る樹高35m、幹径 2mに達する落葉広葉樹である。

ムクノキ Aphanantheaspera (Thunb.) Planch. 

ニレ科図版6a~6c.

厚壁で中型の管孔が単独あるいは放射方向に 2~

5個複合して散在する散孔材である。木部柔組織は、

早材部で連合翼状ないし帯状である（横断面）。道管

のせん孔は単ーである（放射断面）。放射組織は、異

性 1~4細胞幅、 2~52細胞高である（接線断面）。

白井遺跡群出土炭化材の樹種同定

以上の形質から、ニレ科ムクノキ属のムクノキの

材と同定される。ムクノキは、関東地方以西の暖帯

から亜熱帯にかけて分布する樹高20m、幹径 lmに

達する落葉広葉樹である。

タケ亜科（ササ類） subfam. Bambusoiseae イネ

科図版7a~7b、8.

左右の後生木部、外側の後生木部 ・原生師部およ

び内側の原生木部の周囲を維管束鞘が取り巻く維管

束が、多数散在する（横断面）。

以上の形質から、イネ科のタケ亜科の秤およびそ

の根株と同定される。タケ亜科には、タケ類とササ

類があるが組織的には識別できない。試料は、いず

れも程の厚みが薄く、その直径も 2mm~13mm程度で

比較的小さいことからササ類と考える。なお、これ

らのササ類は大半が根株状である（図版）。

3.考察

ここで樹種の検討をした炭化材は、炭化材片とし

て確認された後現地取り上げが行われた炭化材（以

後、現地取り上げ分）と土ブロックで取り上げた後

洗い出しが行われた炭化材（以後、洗い出し分）から

なる。以下では、現地取り上げ分と洗い出し分にわ

けて検討する。

a)現地取り上げ分

現地取り上げ分の炭化材は、①FP下面畦状遺構

の上に作られた柵材と思われるもの、②FP下面畦

状遺構の上面および中から検出されるもの、③FP

下面の平地（畦以外の部分）に散乱している細かなも

の、④FAの火砕流で倒れたもの（根の跡が残ってい

るもの）、⑤FAの火砕流中に含まれるもの（摩耗は

していないため付近の材と考えられる）、⑥縄文の

包含層、倒木に関わるもの、の 6タイプに分類され

る。

①FP下面畦状遺構の上に作られた柵材と思われる

もの

北中道遺跡の 6区から 7点の材が検出されるが、
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いずれもコナラ屈のコナラ節である。

②FP下面畦状遺構の上面および中から検出される

もの

南中道・丸岩・北中道の各遺跡において検出さ

れ、南中道遺跡が 3区4点、丸岩遺跡が14点・ 1区

3 点、北中道遺跡 1 区 7 点• 3区 1点である。これら

の炭化材は、樹木ではクヌギ節・コナラ節・ムクノ

キ・ササ類が検出され、不明卓本類の遺体も検出さ

れている。これらは畦状の高まりの上面あるいは中

から検出された炭化材であるが、①のような遺構に

伴う炭化材である可能性も捨てきれない。なお、後で

述べる洗い出し分の炭化材からも畦状遺構に伴って

ササ類の遺体が多量に検出されることから、ササ類

の刈残しにより畦状遺構を形成した可能性もある。

③FP下面の平地（畦以外の部分）に散乱している細

かなもの

南中道・北中道両遺跡から検出され、南中道遺跡

では 3区10点、北中道遺跡では 3区4点である。こ

れらの炭化材は、コナラ節が多く、他にクヌギ節や

ササ類が検出される。これらは、 FP下面の平地に

散在する小片であることから、炭化材の性格につい

ては明確ではない。

④FAの火砕流で倒れたもの （根の跡が残っているも

の）

丸岩・北中道両遺跡から検出され、丸岩遺跡では

3区 1点、北中道遺跡では 3区 3点の倒木がみられ

た。これらの樹種は、コナラ節またはクヌギ節の樹

木からなる。これは原位置に生育していた樹木で、

その倒木痕から比較的大型の樹木であり、火砕流の

規模を知る重要な証拠である（本文参照） 。

⑤FAの火砕流中に含まれるもの （摩耗はしていない

ため付近の材と考えられる）

3遺跡のすべてから検出され、南中道遺跡では 4

区26点、丸岩遺跡では 1区2点、北中道遺跡では 1区

1点である。これらの炭化材は多くがコナラ節の樹

木であり 、他にアサダ・クヌギ節•不明散孔材である。

⑥縄文の包含層、倒木に関わるもの

3遺跡のすべてから検出され、南中道遺跡では 3
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区 l 点• 5区 l点、丸岩遺跡では 2区14点、北中道

遺跡では 1 区 1 点• 4区4点である。これらは、縄

文包含層中の倒木に関わる炭化材で、その樹種はコ

ナラ節が大半で、他にケヤキ・アサダ・クヌギ節・

ムクノキ・不明広葉樹である。

その他、上述の分類に含まれない炭化材では、コ

ナラ節・クヌギ節・イヌシデ節の樹木が見られる。

b)洗い出し分

南中道遺跡および丸岩遺跡の炭化材は、区画内か

ら検出された炭化材であるが、その炭化材は、ササ

類をはじめコナラ節、クヌギ節、アサダといった樹

木が検出されている。

また、北中道遺跡では、 1区 1号畦と畦により 仕

切られた区画内の炭化材である。区画内の炭化材で

は、他 2遺跡と同様ササ類とコナラ節の樹木が検出

されている。一方、 1号畦では、根株状のササ類が

多量に検出されている。この 1号畦のササ類は、根

を張った状態で検出される場合が多いようである。

こうしたササ類の出土状況を見ると、区画内ではサ

サ類は出土するものの量的には少なく、畦状に伴う

ササ類が圧倒的に多い。これは人為的かつ意図的植

生であるかどうかは別としても、ササ類が区画内で

少なく畦状部で多いことから、区画内が畑地のよう

な耕作場であった可能性が高い。ここで出土するサ

サ類の炭化材は、秤の直径が 2~13mm前後で、その

形状が根株のものからなる。また、プラント・オパ

ール分析の結果では、ネザサ節が比較的多く検出さ

れていることから（プラント・オパール分析参照）、

これらササ類はネザサ節である可能性が高い。ネザ

サ節には、ゴキタケ・ネザサ・ミヤコネザサ・アズ

マネザサなどがあるる。本来、遺跡が立地するよう

な地理環境ではこうしたネザサ節のようなササ類が

自然に生育することが多く、区画内のみ耕作により

排除され、畦状遺構とされる部分が意図的に残った

ものと思われる。
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第6章 自然科学分析

1 a．アサダ （横断面）南中道 4区

bar : 1mm 

2a．イヌシデ （横断面）南中道 4区

bar : lmm 

3a．クヌギ節 （横断面）南中道 5区

bar : 1mm 

1 b．同 （接線断面）

2b．同 （接線断面）

3b阿 （接線断面）

bar : 0.1mm le．同 （放射断面）

bar: 0.5mm 2c．同 （放射断面）

bar: 0.5mm 3c．同 （放射断面）

図版 l 鯉沢バイパス白井遺跡群出土炭化材樹種の写真

bar : 0.1mm 

bar : 0.1mm 

bar : 0.1mm 



4a．コナラ節 （横断面）南中道 3区

bar : 1mm 

5a．ケヤキ （横断面）南中道 3区

bar : Imm 

6a．ムクノキ （横断面）北中道 1区

1号畦 bar : Imm 

4b．同 （接線断面）

5b．同 （接線断面）

6b．同 （接線断面）

白井遺跡群出士炭化材の樹種同定

bar : 0.1mm 4c．同 （放射断面） bar: 0.5mm 

bar : 0.5mm 5c．同 （放射断面） bar : 0.1mm 

bar : 0.5mm 6c．同 （放射断面） bar: 0.5mm 

図版 2 鯉沢バイパス 白井遺跡群出土炭化材樹種の写真



第 6章 自然科学分析

7a．タケ亜科 （ササ類）（横断面） 7b．同 （放射断面） bar : 1mm 

丸岩東壁 bar : 1mm 

8．ササ類 （茎） 北中道 1号畦 bar : 1cm 9．ササ類 （根株） 丸岩畦東壁 bar : 1cm 

図版 3 鯉沢バイパス白井遺跡群出土炭化材樹種の写真
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白井遺跡群出土炭化材の樹種同定
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第 6章 自然科学分析

白井遺跡群より出士した炭化種実について

1.はじめに

鯉沢バイパス白井遺跡群は、白井二位屋遺跡、白

井南中道遺跡、白井丸宕遺跡および白井北中道逍跡

の 4逍跡からなる。これら遺跡からは、高まりをも

つ畦状遺構により区画された畠地と思われる遺構が

検出された。ここでは、これら岳地と思われる区幽

内の土ブロックの洗い出しにより炭化種実等が検出

されたため、畠地の耕作作物等の手がかりを得るた

めに検討を行った。

試料は、鯉沢バイパス白井遺跡群の白井南中道遺

跡、白井丸岩遺跡、白井北中道遺跡のFP下(W層、

6世紀中葉）およびFA下(VI層、 6世紀初頭）の 2層

準である。また、これらの 3遺跡は、層位および試

料採取方法が統一されているため、これらをまとめ

て検討する。なお、菌核、虫えいについてはほとん

どの試料から出土しているが、生態や種類が不明の

ためここでは省いた。炭化種実の同定にあたっては、

白井丸岩遺跡、白井北中道遺跡の一部試料について

は流通科学大学の南木睦彦助教授にご指導して頂い

た。ここに感謝致します。

2. 結果および考察

a. 白井南中道遺跡

白井南中道遺跡より 出土した炭化種実を表 1に示

す。ここでは79試料中32試料から炭化種実が出土し

た。出土した層位はすべてFP下のW層(6世紀中葉）

であった。出土傾向としては、シロザ近似種が最も

多く、試料46では100個、試料40では36個と比較的

多い。ついでエノキグサ、スゲ属、カャッリグサ属

も出土している。ほかにはキイチゴ屈、アワ、オヒ

シバ、ブドウ属、ノプドウ、スベリヒユ、ソバ、シ

ソ科となっており、炭化穀類塊も出土している。

シロザ近似種は最も多く、特に試料40, 46の付近

では生育していたか、あるいは母植物が種子をもっ

ている部位が存在したか、のいずれかと考えられる 。
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シロザは比較的乾燥した日当りのよい道端などに生

育するアカザ科の雑草である。類似した生育地を持

つものとして、オヒシハ、スベリヒュ、エノキグサ

が出土している。カャッリグサ属、スゲ属は種の特

定は出来ないが、類似した場所に生育する種類もあ

る。キイチゴ属、ブドウ属、ノブドウは灌木とつる

植物である。これらもどちらかというと日当りのよ

い開けた場所に生育しやすい。また、アワ、ソバは

食用の栽培植物であり、シソ科も種の特定は出来な

いが、長径が2.2ミリと比較的大きく、食用の栽培

植物（シソ、エゴマの類）の可能性がある。出土個数

はそれほど多くはないが、アワ、ソハといっだ畑作

物が出土し、比較的乾燥した場所に生育する雑草が

多く出土することから、採取地点またはその周辺に

畑または開けた場所の存在した可能性がある。

b.白井丸岩遺跡

白井丸岩遺跡より出土した炭化種実を表 2、 3に

示す。検討した試料は計403試料で、そのうち393試

料については栽培植物あるいはその可能性のある炭

化種実を中心に検討し、その結果を表 3に示した。

出土した層位は、試料84を除いては全て VI層 (6世

紀初頭）である。

出土した炭化種実のうち栽培植物と考えられるも

のは、シソ属（シソ、エゴマの類）とササゲ属である。

ササゲ属にはアズキの仲間とリョクトウの仲間があ

り、両者の区別は幼根と初出葉が子葉内面に占める

割合、また幼根の立ち上がりの角度などからなされ

る（吉崎1992)。出土したササゲ属は子葉内面の幼根

や初出葉の確認ができないため、ササゲ属としか同

定できない。なお、アズキに関しては、現在栽培さ

れている食用のものは野生に比べ大きいが、栽培種

が畑から逃げた半野生のアズキは小さくなる傾向が

見られ、アズキ、ノラアズキ（半野生）、ヤブツルア

ズキ（野生）は大きさが連続的に変化する。この時代



のアズキがどの程度のサイズであったかはこれから

の研究課題である。

出土した炭化種実のうち栽培されていた可能性の

あるものは、タデ属A、タデ属B、シロサ近似種（ア

カザ、シロザの類）である。タデ属には、 ミゾソバ、

サデクサ、イシミカワ、サナエタデ、ボントクタデ

など、種まで同定可能なものもあるが、タデ属Aと

タデ属Bは、それらとは明らかに異なるものの、種

までの同定には至らない。このタデ属Aとタデ属B

は、炭化した状態でイネやムギ類などの穀類ととも

に遺跡から出土することがしばしばあり、それらと

ともに栽培されていた可能性が考えられるものであ

る。本遺跡においてはイネやムギ類などの穀類は出

土しないが、多数の試料からタデ属Aとタデ属Bが

炭化した状態で出土しており、栽培されていた可能

性が考えられる。しかし、雑草として生育していた

可能性や肥料として用いられたために畠地に果実が

供給された可能性もある。シロザ近似種は、栽培さ

れ若葉を食用にするアカザと畑地などに雑草として

みられるシロザとがある。

出土したもののうち、栽培植物以外のものではケ

ヤキ（果実）、ブドウ属（種子）、イヌビエ （果実） 、エ

ノコログサ属（果実）、カヤツリグサ属（果実）、ヤナ

ギタデ（果実）、タデ属C（果実）、ナデシコ科（種子）、

カタバミ属（種子）がみられた。また、大半の試料に

おいて虫えい（虫こぶ）が多数みられ、ほぼ全て虫え

いからなる試料もみられた。虫えいとは、植物体（葉

など）に昆虫が産卵寄生し、その結果生ずる異常発

育した部分のことであり、ブナ科によくみられるも

のである。もし試料採取地点が畠地であるとするな

らば、この虫えいが多数出土するということは、遺

跡周辺に生育していたブナ科などが人為的に持ち込

まれた可能性がある。

C, 白井北中道遺跡

白井北中道遺跡より出土した炭化種実を表 4、 5

に示す。検討した試料は371試料で、そのうち270試

料については栽培植物あるいはその可能性があるも

白井遺跡群より出土した炭化種実について

のを中心に検討し、その結果を表 5に示した。残り

101試料（試料95~127は 1区1号畦）から出上した炭

化種実を表 4に示した。

出士したもののうち栽培植物と考えられるもの

は、 W層（ 6世紀中葉）ではアワ、ササゲ属（アズキ、

リョクトウの類）であり、 VI層 (6世紀初頭）では出

土しなかった。また、栽培されていた可能性のある

ものは、 W層ではタデ属A、タデ属B、シロザ近似

種、シソ科（シソ、エゴマの類）であり、 VI層ではタ

デ属A、タデ属B、シロザ近似種である。タデ属A

とタデ属Bは、穀類とともに出土することがしばし

ばあり、穀類とともに栽培されていた可能性が考え

られるものである。本遺跡においては穀類としてア

ワが出土しており、タデ属Aとタデ属Bはアワとと

もに栽培されていた可能性が考えられる。シロザ近

似種には栽培されるアカザと雑草のシロザとがあ

り、本遺跡においては多数の試料から出土しており、

特に VI層試料145では45個と多産する（表 4)。

出土したもののうち栽培植物以外のものではケヤ

キ（果実）、キイチゴ属（核）、ブドウ属（種子）、イヌ

ビエ（未炭化果実）、オヒシバ（果実）、イネ科（果実）、

スゲ属（果実）、カヤツリグサ属（果実）、イヌタデ近

似種（炭化果実、未炭化果実）、タデ属 C（果実）、ナ

デシコ科（種子）、タケニグサ（種子）、マメ科（種子）、

カタバミ属（種子）、エノキグサ（種子）がみられた。

このうち、オヒシバ、カタバミ属、エノキグサなど

は乾燥した場所に生育するものであり、畑雑草とし

て生育していたものと思われる。また、大半の試料

でブナ科によくみられる虫えい（虫こぶ）が多産して

いる。もし試料採取地点が畠地であるとするならば、

虫えいの多産は人為的なものによる可能性があり、

周辺に生育していたブナ科を燃やしていたというこ

とが考えられよう 。

3. 出土分類群の記載

アワ Setaria italica Beau v. 果実

果実の長さは1.2mm前後ゆがんだ球形で、保存が

よいと腹面には小さい楕円のへこみ、背面にはやや
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広い楕円のへこみがある。図版の 1では内顆のしわ

が少し残っている。

オヒシバ Eleusine indica (Linn.) Gaertn. 種子

種子の長さは1.2mm前後のゆがんだ三角柱で 1面

の中央に深い溝があり、表面には斜めに規則的なし

わがある。オヒシバ (Eleusineindica)は、堤防や路

傍などに多く生える株立ちとなる高さ30-SOcmの硬

い草本である。

スゲ属 Carex 果実

果実の長さは 2mm前後で 2面形、レンズ状に膨ら

み頂点に柱頭の跡がある。スゲ属（カヤツリグサ科）

には、高山や湿原周辺などに生育するヒメスゲ

(Carex Oxyandra)や丘陵地の林中に生育するコカ

ンスゲ(C.reinii)など70種程度ある。

ヵャッリグサ属 Cyperus 果実

長さは1.5mm前後で 3稜形、保存がよいものは表

面に規則的で微少な四角の網目模様がある 。ヵャッ

リグサ属（カヤツリグサ科）には、畑地や中性の荒れ

地などに生育するカヤツリグサ (Cyperusmicroiria) 

やチャガヤツリ(C.amuricus)、湿地や水田に生え

るコアゼガヤツリ (C.haspan)など23種ほどある。

ソバ Fagopyrum esculentum Moench 種子

種子は 3mmほどの短い三角錐、稜間にへこみがあ

る。ここでは上端が欠けたものを出土した。

タデ属 A Polygonum A 果実

長さl.7~1.9mm程度、幅1.2~1.5mm程度。卵形で

表面は平滑。上面観はほぽ円形で不明瞭な 2本の稜

がある。

タデ属 B Polygonum B 果実

長さ 1.3mm程度、幅0.9~1.1mm程度。卵形で表面

は平滑。上面観はほぼ円形で不明瞭な 3本の稜があ

る。なお、タデ属Cとしたものは側面観が三角形で

明瞭な稜が 3本ある。

キイチゴ属 Ru bus 核

核の長さは1.2~2mm程度、細長い腎形で表面に

は不規則な血管状の網目模様がある。キイチゴ属（バ

ラ科）には、コガネイチゴ(Rubuspedatus)やゴヨウ

イチゴ(R.ikenoensis)などある。
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ササゲ属 Vigna 種子

長さ 6mm程度。子薬の内面に本業につく長くて明

瞭な柄の痕跡がみられ、ササゲ属（アズキ、リヨク

トウの類）と思われる。

ブドウ属 Vitis 種子

種子は3.8mmほどの心形、腹面には 2つの穴と中

央に 1本の稜があり、背面には匙型の溝がある。ブ

ドウ属には、栽培のブドウ (Vitisvinifera)のほかヤ

マ ブ ド ウ (V. coignetiae)やサンカクヅル (V

flexuosa)などがある。

ノブドウ （ノブドウ属） Ampelopsis brevipedun-

culata (Maxim.) Trautv 種子

種子はブドウ属とにており、背面の溝は梶棒型で

ある。ここでは破片のみの出土であ った。ノプ ドウ

(Ampelopsis brevipedunculata)は、山野にふつうに

見られる木性のつる植物である。

工ノキグサ Acalypha australis Linn. 種子

種子は雨垂れ形で長さ 1.8mm前後、表面は平滑で

微少な網目模様がある。エノキグサ (Acalypha

austral is)は、平地や路傍や畑などに生えるトウダ

イグサ科の 1年草である。

スベリヒユ Portulaca oleracea Linn. 種子

種子は一部が突出した 2面の円形でへこんだへそ

があり、表面には規則的な波状のしわがある。スベリ

ヒュ (Portulacaoleracea)は、畑地や市街地など日当

りのよい所に生えるスベリヒユ科の 1年草である 。

シロザ近似種 Chenopodiumalbum (cf.) Linn.種子

種子は 1mm前後の 2面の円形で、少 しへこんだヘ

そがあり、そこから 中央に向かって不明瞭な筋が 1

本ある。シロザ（Chenopodiumalbum)は、荒れ地や

原野に多いアカザ科の 1年草である。

カタバミ属 Oxalis 種子

種子はゆがんだレンズ形でやや薄く、表面は大き

な波状のしわがある。カタバミ属には、道端や耕地

によく見られるカタバミ (Oxalisconiculata)などあ

る。

シ‘ノ属 Perilla 果実

破損しているが、側面観は円形、上面観は楕円形、



長さ 1.7mm程度でシソやエゴマの類と思われる。

シ‘ノ科 Labiatae 果実

果実は2.2mm前後のゆがんだ球形、下端に突出し

たへそがある。表面の保存がよいものは大きな網目

模様が確認できる。果皮が裂けてはがれているもの

が多い。シソまたはエゴマの可能性がある。

炭化穀類塊

穀類などの焼け膨れたものと考えられる。

白井遺跡群より出土した炭化種実について

菌核

腐った樹木の表面などにつく菌の集合で、球体が

多い。種実と違って割ると中は均ーな炭化物である 。

虫えい

大きさ、形は様々（不定形）で、切断すると種実の

構造はもっていない。断面の中央には小さな穴があ

り、そこに昆虫が寄生する 。

参考文献

古崎昌一 「古代雑穀の検出」r考古学ジャーナル』No.355.1992 

衣 1 白井南中道遺跡出土炭化種実一屁表 （79試料中32、すへてN層）

分類群名 部位 02 04 05 07 09 10 15 18 22 24 25 40 41 42 46 48 49 50 52 53 54 56 57 60 61 62 63 65 68 

アワ 果実

オヒシバ 種子

ヵャッリグサ屈 果実

スゲ属 果実

キイチゴ属 核

ブドウ属 種子

ノプドウ 種子片

エノキグサ 種了• 2 2 10 5 

シロザ近似種 種子 3 1 10 2 3 7 2 4 3 36 

1 J 

2
 

1 1 

2
 

2
 

1 2 

100 1 

スベリヒユ 種子 4 l 
3 ー

ソバ 種子

シソ科 果実

炭化投類塊

分類群名 部位
表 2 白井丸岩遣跳出七炭化種実一覧表

70 72 78 
(JO試料中 2、N層と VII魯）

アワ 果実

オヒシバ 種子
分類群名 部位 84 (IV) 88(VI) 

ヵャッリグサ屈 果実 シロザ近似種 種子

スゲ屈 果実 ヵャッリグサ屈 果尖

キイチゴ属 核 2 

ブドウ屈 種子

ノプドウ 種子片

エノキグサ 種子

シロザ近似種 種＋ 1 2 

スベリヒュ 種子

ソノゞ 種子

シ‘ノ科 果実

炭化穀類塊
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衣 3 白井丸宕遺跡から出土した栽培植物あるいはその可能性のあるもの (393試杜中46、すべてVI培 l区東）

分類群名 部位 6 21 45 49 55 66 74 76 79 88 93 98 103 107 115 121 123 126 134 141 150 168 169 177 195 

タデ屈A 果尖

タデ屈 B 果実 1 l 1 1 1 1 1 

ササゲ／属 種了・

シロザ近似杜 種子

シソ属 果実

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 3 1 2 1 1 J 

分類群名 部位 205210 235 263 271 273 275 281 284 301 305 310 311 IH27 1129 IJ29 IK29 IK30 IR37 IV37 IY36 

タデ属A 果実

タデ属 B 果実

ササケ属 種子

シロザ近似種 種子 2 

シソ属 果実

21221111  

l 1 l 

1 3 l l 

分類群名部位 (N屑） 92 136 139 143 145 178 185 186 187 189 190 193 

オヒシバ 種子

ヵャッリグサ属 果実 1 l 2 1 1 

スゲ屈 果実 2 l 1 

ブドウ屈 種子・ 2 

シロザ近似種 種子 48 4 2 

表 4 白井北中道遺跡出土炭化種実一覧表(101試料中4l、N層と VI層）

分類群名部位 (N層） 95

アワ 果実

ヵャッリグサ属 果実

スケ属 果実

キイチゴ属 核

工ノキグサ 種子

シロサ近似種 種子 3 

カタバミ屈 種子

98 101 103 105 108 109 110 111 112 115 117 121 122 123 124 125 126 127 157 158 159 160 163 

2 

1 I l 1 

1 1 

2 2 5 2
 

6 1 5 

J 2 2 1 1 2 1 1 1 8
 

1 31 3 2 

シソ科 果実

分類群名部位 (N培） 165167 168 170 171 

アワ 果実

ヵャッリグサ属 果実

スゲ属 果実 1 11 23 

キイチゴ属 核

エノキグサ 種子

シロザ近似種 種子 5 1 3 1 

カタバミ屈 種子

シソ科 果実

分類群名 部位(VJ層） 92 136 139 143 145 178 185 186 187 i89 190 193 

オヒシバ 種子

ヵャッリグサ属 果尖 1 1 

スゲ属 果実

プドウ属 種子 2 

シロサ近似種 種＋

2 1 1 

2 1 1 

48 4
 

2
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表 5 白井北中道追跡から出土した栽培植物あるいはその可能性のあるもの (270試科中66)

IV l¥"l 2区北

分類群名 部位 ]J 14 144 149畦下 171畦下 183 199 209 218 221 251 3区画 10区画 19区画 21区画 4り畦

タデ屈A 果実 3 4 3 l l 

タデ屈 B 果実 3 

ササケ1函 種＋

シロザ近似種 種子 1 2 2 2 

w陪4区東

分類群名 部位 2 129 143畦 143畦東 148吐 149畦 150-I畦 154 154畦 163畦 164畦］64畦東 168 168畦

タデ屈A 果実 4 2 5 2 10 11 2 21 27 26 8 3 

タデ屈 B 果実 2 2 

ササゲ屈 種—f

シロザ近似種 種—f 1 

VI附4区束

分類群名 部位］68畦東 171畦 172畦束 174畦 175 175畦 175畦東 177 l77畦 178 178畦東］79畦 179畦東

タデ屈A

タデ属B

ササケ屈

果実 21 50 12 8 14 2 16 19 II 3 2 4 

果実 2 

種子

シロサ近似種 種子

w附 4区東 口
分類群名 部位 180 1 81 182 183 A C地点FP混士 ］28 144 

タデ栖A 果実 13 13 5 6 

タデ属B 果実

ササゲ屈 種＋

シロザ近似種 種子

VI If/ 4区東

分類群名 部位 148 149 159 162 168吐束 175畦東 178 179 A B 

タデ属A 果実 8 2 2 

タデ屈 B 果実 5 3 

ササゲ屈 種＋

シロザ近似種 種子
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図版 l 白井遺跡群出土炭化種実 （スケールは 1mm) 

1．アワ、果実（65) 2． アワ、果実 (65) 3. アワ、果実 (65) 4. オヒシハ、種子(7) 5. スゲ属、果実(61)

6． カャッリグサ属、果実（68) 7. ブドウ属、種子(63) 8. ブドウ属、種子(63) 9. エノキグサ、種子(63)

l0． シロサ近似種、種子(52) 11. ソハ、種子(72) 12. シソ科、果実 (72) 13. 菌核 (73) 14. 菌核 (73).15. 

菌核 （73)
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図版 2 白井遺跡群出土炭化種実

（スケールは 1mm、 6, 8, 11~14は白井丸岩遺跡、 1 ~5, 7, 9, 10は白井北中道遺跡）

1. タデ城A、果実 (IV層 4区東148畦） 2. タデ属 A、果実 (IV層 4区東172畦東）

3. タデ属A、果実 (IV層 4区東172畦東） 4. タデ属 B、果実 (IV層 4区東154)

5. タデ属 B、果実 (IV層 4区東154畦） 6. タデ属 B、果実 (VI層 1区123)

7. ササゲ属、種子 (IV層 4区東183) 8. ササゲ属、種子 (VI層 1区271)

9. シロザ近似種、種子 (IV層 2区10区画） 10. シロザ近似種、種子 (VI層 1区263)

11. シソ屈、果実 (VI層 l区273)
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ウマの蹄跡の認定について

1. はじめに

白井遺跡群では、 FP直下の旧地表面に直径10cm

前後の円形の浅い窪みを多数検出した。これらのな

かには中央部がわずかに盛り上がるものや、底面が

ほぼ平坦なものなどがあり、全体として型で判を押

したような印象を受ける。

窪みの深さは最も深いものでは 4cm程であるが、

大部分は 1cm程度の浅いものであるため、当初ジョ

レンのみでFP下面を調査していた際は検出できな

かった。ところが、1990年の北中道遺跡の調査で、

刷毛を用いてFPを除去したところ 、多数の丸い窪

みが現れ、きれいな馬蹄形を星しているものがある

ことから 、ウマの蹄跡ではないかと推測された。そ

の後、白井遺跡群の至る所で同様の窪みが検出され、

これらについて以下のような観点からウマの蹄跡で

あるとの判断を下すに至った。

2. ウマの蹄の形態

ウマの蹄の下面およびその縁辺部は、以下のよう

な名称で呼ばれている（野村、 1986)。ヒトでいう爪

蹄又

蹄負面

蹄踵部

9 ▲ ` 

蹄底

蹄側部

ウマの蹄跡の認定について

井上昌美•宮崎重雄 ＊

（＊群馬県立大間々高等学校教諭）

先部分を蹄尖、踵の部分を蹄踵、その間の蹄周縁部

を蹄側という 。また、蹄壁の下面で地面に接する部

分を蹄負面、蹄踵から蹄尖に向かって細くなる楔形

をした隆起部を蹄叉、その両側の少し凹んだ平坦部

を蹄底と呼んでいる （図 1)。

蹄負面の形は、前肢の蹄では円形に近く蹄尖部が

ややつぶれたような形状であるが、後肢の蹄は卵形

で蹄尖部がやや尖っている（図 2)。したがって、 1

頭のウマで前蹄と後蹄の大きさを比べると 、前蹄の

方がやや大きい。また、 正常な蹄では外側面は内側

面に比べて丸みが強いという特徴がある。蹄の形状

は概ね上記のようであるが、個体差が大きく、さら

に不正姿勢、飼育場所の気候、土壌などさまざまな

原因で、異常な形態の蹄が生じることがある（野村、

1986)。

なお、辻井 (1984)の示した木曽馬のデータを統計

処理した結果、雌雄によって蹄の大きさに有意な差

はないことがわかっている（宮崎、1996)。また、子

ウマの蹄は前肢も後肢も正円に近い円形で、生後 6

カ月位から前後の蹄の形が少しづつ変わりはじめ、

前肢 後肢

図1 蹄の部位名称 図2 ウマの蹄 (A.Goubaux and G. Barrier, 1892) 

439 



第 6章 自然科学分析

1年半程で成馬と同様の蹄の形となる （沢崎、1987)。

3. ウマの行跡

行跡とは、動物の移動を示す一連の足跡のことで

ある。ウマが常歩（最も緩やかな歩法）で直線的に移

動した際の蹄跡は、歩幅と速度の変化によって次の

3つの場合がある（図 3)。①後肢の蹄跡が前肢の蹄

跡の後方に付くもの。②前後肢の蹄跡が重なるもの。

③後肢の蹄跳が前肢の蹄跡の前方に付くもの。①は

重い荷物を運んだり、坂道を登るときの常歩で歩幅

が狭く 、速度を増すことによって①から③へ変化す

る（野村、1977)。①、③の場合は前後肢の蹄跡が団

子状に重なるなど、近接した位置に付く 。

4.蹄跡の認定

蹄跡の認定に関しては、次のような点を観察項目

として考えた。①現生のウマの蹄跡に形状や大きさ

が類似するかどうか。②平面形状の互いに類似した

叩！
＇ 
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'''  

黙り・J_ •-- -p_n i _ _..m.i.... 
図3 常歩の行跡 (A.Goubaux and G. Barrier, 1892) 

A・・・前肢、 P・・・後肢

左：前後肢が同一地点に付く拗合。

中 ：後肢が前肢の前に付く勘合。

右 ：後肢が前肢の後ろに付く場合。
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ものが複数あるか。③底面や側面の様子はどうか。

④踏み込んだ方向が確詔できるか。⑤断面観察で荷

菫による地層の変形が認め られるかどうか（図 4)。

⑥行跡が追えるかどうかの 6点である。

③については、蹄跡では底而が平坦もしくは中央

の蹄叉部分がやや盛りヒがり、側面は垂直に近く立

ち上がる点が特徴である。④は、爪先側により強い

力が加わるため、蹄尖部は明瞭な輪郭をもち、蹄踵

部に比べてやや深くなり、その外側の地表面は僅か

に盛り上がること、軟弱な土壌では蹄尖部は斜めに

深く踏み込まれることから判定する。

上記のような観察項目も、実際には土質や力のか

かり具合、残存状況などの条件で、全ての蹄跡が上

記の項目を満たす訳ではない。このため、 一つの蹄

跡からだけでなく 、周囲のものを含めた状況判断が

必要である。例えば、残存状況の良い蹄跡が検出さ

れた場所の近くでは、蹄叉などの微細構造が認識さ

れなくても、外形が蹄の形に近い円形の浅い窪みが

あれば、蹄跡として考えられるなど、その場の状況

によって判断基準は異なる。

白井遺跡群での検出例はないが、近年ウマの蹄跡

の調査例が増加している水田面では、蹄跡と類似す

る凹凸が多く、蹄跡も状況によって変形が生じてお

り、行跡の確認が重要となると思われる。また、踏

み込み面（旧地表面）が失われている場合の認定で

は、下位の地層の変形の観察によって、単なる侵食

によるものや、蹄跡以外の地層の変形と区別してい

く必要がある。

凹みを埋める地培が，上に
かさなる地/,;,iと別の場合

凹みを埋める地府が， 1一．に

かさなる地培と 一辿の垢合

• • • -• • ·こ —---• • -―̀ • • • ·ーー ・~ • • -• •・ • • ̀  • • • • -・――ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：こ：： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ここ：： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：こ：： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 

＝ 三侵食による凹み

• - • • - • • • • • - - ~ ~ ~〇 ~ • - - - • ~ - -―三一 “- • ← •—- - - • ▼ - - • - ~ • • • • - - - • • • • - - - - -: "" ::: : :: ":::::ニ：： ： ：こ： 9 ： : : : • こご二：： ： ：ー一 こ゚:::::こ：： ： ：ー・こ：： ： ： ： ： ＝三三心二広三三 ハウノま7~]まャスト
： ： ： ： ； ； ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 

足跡の可能性あり

言 ---~‘-ク―― 地層堆桔後の変形

プーデイン 荷直痕 （ロードキャス ト）

図 4 断面で観察できる地感の形
（ゾウの足跡化石調査法編集委員会， 1994)



5.計測

白井遺跡群では、検出した約25,000個の蹄跡のう

ち、約1,900個について、蹄跡の幅、長さ、歩幅の

計測を行った（図 5)。またその他に前後肢の判定、

蹄跡の進行方向、保存度を記録した。保存度とは、

蹄跡の遺存状況を ABCの3つのランクに分けたも

のである。Aは遺存度が良好で、前蹄・後蹄の識別

および計測値に信頼のおけるもの、 Cは蹄跡である

ことは確かだが遺存度が不良で、前蹄・後蹄の識別

および計測値に信頼のおけないもの、 Bはその中間

的なものである。大多数の蹄跡は保存度がC以下で、

蹄跡とかろうじて認められても、計測する意味をほ

とんど見いだせないもので、計測は行わなかった。

結果として前後長の計測値は、蹄跡がウマの運動

に伴って進行方向に多少の変形を伴うこと、蹄尖部

ウマの蹄跡の認定について

が深くめり込んでいるものや前後方向に滑っている

ものなどがあること、蹄底の蹄踵部は蹄尖や蹄側部

に比べて明瞭な印象を残さない部分であり、蹄跡の

境界を定めるのが難しいことなどから、信頼のおけ

るデータとは言い難い。

また、蹄跡の幅の計測値を蹄の大きさとして捉え

ようとした場合、軟弱な土壌では蹄跡の大きさが蹄

の大きさを反映していない場合がある。これは 1頭

のウマによる行跡 (2-Fブロック）において、後肢

の蹄跡幅の計測値に、 107mm（最大）から84mm（最小）

までのバラッキが認められたこともあるからであ

る。ただし、このような状況は、特別な歩様形態 ・

土質・地形などによって形成されたものであり、一

般的なものではないと思われる。

⑱
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図5 蹄跡計測箇所

6.まとめ

白井遺跡群では、底面が平らまたは中央がやや盛

り上がる、直径 5cm~15cm程度の、円形～半円形の

窪みを約25,000個検出し、これらをウマの蹄跡と判

断した。それはこれらが総体として、本文中の観察

項目の①～⑥を満たしていることによる。①につい

ては、前肢と後肢の蹄跡の識別ができるものがあり

（写真l、2)、子ウマと思われる円形の蹄跡も確認し

た（写真3)。また、③・ ④の特徴も認められ、遺存

状況が良いと蹄尖．蹄壁部分がより凹み、蹄叉部分

が盛り上がるのが確認できる。さらに、⑤の荷重に

よって下位の地層を変形させ、 FA上面にまで痕跡

を残すものも検出した。⑥は北中道 2区で 3例認め

られた（写真4）。しかし、 1つの蹄跡で①～⑥のす

べての条件を満たすものは僅かである。

認定を難しくする原因としては、蹄跡の遺存状況

の他に、歩行中に方向を変えるなどの運動に伴う変

形、複数の蹄跡の重複などがある。単独の蹄跡でも、

蹄の形状には個体差があり、前肢蹄と後肢蹄の識別

は必ずしも容易ではない。

白井遺跡群における蹄跡のほとんどは、遺存状況

が不良で、意識がなければ見過ごしてしまうほどの

ものである。個々の蹄跡を別々に観察したなら認定
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しがたいものでも、固囲の状況からウマの蹄跡以外

とは考えられないということで、蹄跡としたものも

かなりあったのが現状である。

今後の課題としては、認定者が多くの事例を観察

し、力量を高めていく努力をすることはもちろんで

あるが、発掘の際にできる限り蹄跡のオリジナルな

形を損なわないよう、掘りすぎや記録を取るまでの

扱いに注意を払うことで、得られる情報量やデータ

の信頼度が急激に増加すると思われる。蹄跡は当時

のウマの行動を示す生きた資料であり、ウマと人間

の関わりを知る重要な情報源である。旧地表面の発

掘の際には、常にその存在の可能性を視野に入れて

写真 1 前肢の蹄跡（北中道 5区）

写真2 後肢の蹄跡、（北中道 5区）

● - - . . . -

写真3 子ウマの蹄跡（北中道 5区）
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おく必要があり、できる限り丁寧な扱いを心がける

ことが、大きな成果へとつながる方法である。

文献

A. Goubaux and G. Barrier (1892) rThe Exterior of the Horse」

沢崎 担(J987) r馬は語る一人間 ・ 家畜・自然』 宕波•,'}店， 195 P 

ゾウの足跡化石調査法編集委ll会(1994) r ゾウの足跡化石調脊•il.:.J

地学団体研究会， 65P. 

辻井弘忠 (1984) 「木曽馬の体型調脊について」 rf,1 ヽ／•|•|大学農学部紀

要J21 (1), 37~48P 

野村晋ー(1986) 『概説馬学』西川内店， 202、359P. 

宮崎屯雄 (1996) 「白井北中迫 1l辿跡・吹届火j'塚逍跡・吹／至中原
遥跡の馬蹄跡」 r白井北中迫口遺跡 ・吹届人f塚遺跡・吹届中
原遺跡」（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団， 358~360P.

写真4 行跡 （北中道 2区）



第 7章

まとめ



第7章まとめ

FP下面調査の成果と課題

1. はじめに

白井遺跡群における FP下面の土地利用について

は、すでにいくつかの解釈がなされている。調査が

開始された当初では、ウマの蹄跡が多数発見された

ことと、畦状遺構を柵木列の根固めと解釈したこと

から（下城1991)、馬の飼育地であるとの考えが出さ

れた（前沢1991)。その後、畦状遺構は昂に伴うもの

と考えられるようになり、蹄跡と畠遺構を関連させ

て休閑放牧を伴う輪換農法を行った畠であるとの考

えが出された（能登1993)。最近では、農法としての

輪換ではなく、ウマの放牧地の一部が畠として利用

され、畠の場所が移り変わっていった結果、広大な

放牧地の中に僅かな畠が点在し、それぞれの区画で

放牧→畠作→放牧という土地利用の変遷が認められ

るという解釈が示されている（高井1996)。

上記の諸説については現在のところ定見がなく、

確証を得るには至っていない。そこで本稿では、調

査の中で確認された事実や不明な点を整理し、今後

にむけての課題を明らかにしたい。

2. FP下面の調査で確認された事象

FP下面の状況を考察していく上で、重要と思わ

れる事象を以下に列挙する。

(1) 畦状遺構

①畦状遺構は、その形態や焼土・炭化物の有無、

蹄跡の有無などにより、様々なタイプがある（図 1)。

② 丸岩 4号・ 5号畦、北中道11号畦は、畦の中

央部がやや低く、高まりが 2列に並ぶような形態で

ある。畦の上部にはFP混じりの土層が、畦中には

炭化物層や焼土があり、 FAの下面も僅かに高まっ

ている点で共通する。これらに似たものとして北中

道 6号 ・15号畦があるが、 FP混じりの土層と焼土

が少ない。

③南中道 4 • 5区の境目付近と丸岩 3区の畦は

曲がりくねっているが、他の畦はほぽ直線的である。

④ 北中道 2区の北半部・ 4区北半部・ 5区・ 6
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区の畦にはFP混じりの土層がない。

⑤炭化物の薄層を挟む畦は半分以下で、北中道

1号・ 4号畦では 2層の炭化物が認められた。

⑥ ②で示した畦および南中道22号畦、丸岩12号

畦、北中道 1号・ 4号畦は、焼土が多量に検出され

た。焼土の下位には炭化物層が伴う場合が多い。

⑦ 南中道 5 • 17 • 22号畦、北中道 1• 11 • 13号

畦などは、畦下でFAの残存状況が良く、 FAの下面

も僅かに高まる傾向がある。

⑧南中道 2 • 4 • 5区、丸岩 1区南半部、北中

道 5 • 6区では、畦の上にも蹄跡がある。

⑨丸岩12号畦、北中道 1号畦のように、区画を

形成せずに途中で収束するものがある。

⑩等高線に沿う畦と 、谷を横断するなど、等高線

に直交する地形に沿わない畦がある（図2)。

⑪白井遺跡群では、畦によって囲まれた水田や

畝立てのある吊は検出されなかった。

⑫畦状遺構の高さは 5~15cmで10cm前後が最も

多く、土層断面で盛土の痕跡は不明瞭。また、土層断

面から交差する畦の新旧関係が判断できない。

⑬畦の下位に、杭の柱穴など構造物の痕跡と認

められるものがほとんどない。

⑭北中道 6区では畦上で大きな炭化材が検出さ

れたが、畦下の柱穴は確認されていない。

⑮ 北中道 6区では畦の交点の手前で片方の畦が

低くなる。

⑮ 北中道 6区では、畦の脇が畦に沿うように凹

む場合がある。

⑰ 丸岩 1号畦、北中道 1号畦などでは、ネザサ

の地下茎が生えていたままの状態で炭化している。

⑱北中道 2区 9号畦ではササゲ属の炭化種子が

多く検出された。

⑲南中道18号畦、北中道 9号畦では上位のFPに

ユニットの乱れが観察された。

⑳畦には新旧を示すと考えられる形態の差があ

る。古い畦と考えたものは、風化して畦の高まりはほ
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とんどないが、表面を削ると粒状の焼土や炭化物が

帯状に検出でき、この下ではFAの残存状況がよい。

(2) 道

①南中道 1号道は、畦と平行している。

② 丸岩 1号道は畦にぶつかって止まる。

③ 北中道 1号道は蹄跡がついている。

④ 目的地が判明したものはない。

(3) ウマの蹄跡

①蹄跡の大きさは保存度ABのもので、前肢の

幅は106~110mm、後肢の幅は96~100mmが最も多い。

② 小さな蹄跡（子ウマ）が点々と見 られ、南中道

3 • 4区、丸岩 l区、北中道 1区で集中する部分ある。

③北中道 2区で谷へ下りる行跡が確認された（こ

の谷は発掘調在時には水が涌いていた） 。

④ 北中道 2区などで、畦を境に蹄跡の密度が異

なる場合がある。

⑤南中道 4区、北中道 6区などで、畦の上にも

蹄跡がある場合がある（図 1)。

⑥南中道 4区～丸岩 l区南部と北中道 5 • 6区

は、畦の上にも蹄跡が付き、 Iムい範囲にわたって分

布の密度が高い。逆に北中道 2~4区ではほとんど

検出されない（図 3)。

⑦南中道 3 • 4区の11号畦の西側では、ウマと

ヒトの足跡がある（図 4)。

⑧ 北中道 2区では、 FP直下では蹄跡のついて

いない区画で古い蹄跡が検出された。

⑨ウマ以外の動物の足跡は検出されなかった。

⑩ウマの骨や歯は出土していない。

⑪ウマの飼育に関わる諸施設は検出していない。

(4) ヒトの足跡

①南中道 3 • 4区、丸岩 l区、北中道 2区で確

認された（図 4)。南中道 3 • 4区ではヒトとウマの

足跡の混じる区画がある。北中道 2区ではヒトの足

跡だけが残る区画がある。

② 北中道 2区では 5本の指が識別でき、裸足で

あることが確認された。

(5) 立木・倒木

① FP下面での形態によって、浅いすり鉢状の窪

FP下面調査の成果と課題

み、ピノト状の窪み、窪みなしの 3種類の立木が確

認された（閲 1)。

②畦部分または畦脇に立木痕がある場合がある。

③ FA倒木の痕跡が地表面の凹凸として、FP下

面にまで残る。幹の凹みが残存するものあり（図 1)。

④畦と FA倒木が重複する場合がある。

(6) 株痕 ・植物痕

① 北中道 5区で植物珪酸体分析を行ったところ、

ススキの根株跡の可能性が確認された。

②断面の様＋からは株の状況はよくわからない。

③植物痕は贔の多少はあるが、どこの調査区で

も認められる。

④植物痕はすべてすじ状で丸い葉の根跡はない。

⑤全ての調査区の地表面に細かな炭化物が散在

的に認められる。それらは木片と草が炭化したもの

で、いずれも磨耗していない。

(7) 耕作痕

① FA層中に耕作痕が認められたが、 FA下面ま

で達するものはない。

②畝立てを行った痕跡はない（吹屋退跡群で検出

された畝立ては、 FA下面にまで痕跡が及んでいる）。

③ 1カ所で複数の方向の耕作痕が重なるものは

見つかっていない。

④ FP直ドで蹄跡の残る区画で、FA上面では耕

作痕が認められる場合がある。

(8) 地表面の様子

①畦状遺構によって区画された部分で、地表面

の状況に差が認められる箇所がある。蹄跡の分布の

疎密、地表面の色の違い（丸岩 3区、北中道 2区）、

凹凸の状況の差（南中道 3区）など。

② 北中道 4~ 6区は地表面の色が黒っぽい。

③ 北中道 1区で硬度測定をライン状に行ったが、

道部分が他より僅かに固く、畦部分がやや軟らかい

傾向が認められた。

④畦状遺構によって区画された部分の、全面が

検出されたのは丸岩 3区のみ（例外的な小区画）。

(9) 自然科学分析

①テフラ分析の結果、畦状遺構の最上層に混じ

447 



第 7章

南

中

道

2
区

屋
3
区

冑

｀
 

¥

u

口

南

中

道

5
区

南

中

道

4
区

南

中

道

3
区

丸
岩

2
区

丸
岩
1
区

30m 

448 



FP下面調査の成果と課題
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