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序

 本報告書は、山形県教育委員会が昭和58年度に実施した、昭和59年度以降実施

 予定の各種開発事業等に関する、埋蔵文化財包蔵地遺跡詳細分布調査の結果をま

 とめたものであります。

 近年の開発事業の進展に伴い、必然的に地下に埋もれた埋蔵文化財との係わり

 も増加する結果となり、県民福祉の向上を目的とする諸開発事業と国民、ひいて

 は県民の文化遺産である埋蔵文化財との間には、今なお数多くの問題をかかえて

 おります。

 県教育委員会におきましては「心広くたくましい県民の育成」と地域文化の環

 境づくりという立場から、これらの間の調整をはかり、今後とも埋蔵文化財の保

 護と活用のために努力を続けてまいる所存であります。

 最後ではありますが、本調査に御協力をいただいた関係各位並びに地元の方々

 に感謝申し上げると共に、本書が埋蔵文化財に対するおおかたの理解の一助とな

 れば幸いです。

 昭和59年3月

山形県教育委員会

教育長大竹正治



例 言

 1本書は、昭和58年度に山形県教育委員会が国庫補助を得て実施した、東北横断自動車

 道仙台・寒河江線、開拓地整備事業・西根地区(新田線)、県営一般農道整備事業(過

 疎基幹)・玉川地区、農免農道整備事業・南陽中央地区・河北西部地区・白鷹西部地区、

 主要地方道鶴岡・羽黒線道路改良工事、県立高等学校校舎整備事業・山形西高等学校・

 左沢高等学校・大石田・尾花沢統合高等学校(仮称)・米沢興譲館高等学校、昭和59年

 度以降農林・土木事業に関する遺跡詳細分布調査報告書である。

 2調査は、山形県教育庁文化課の佐々木洋治(埋蔵文化財係長)・佐藤正俊(技師)・

 名和達朗(技師)・渋谷孝雄(技師)・阿部明彦(技師)・長橋至(技師)・後藤浩

 (主事)・梨本稔(主事)と庄内教育事務所埋蔵文化財分室の佐藤庄一(埋蔵文化財

 調査係長)・野尻侃(技師)・安部実(技師)の11名がそれぞれ分担した。

 3本報告書は佐藤正俊・名和達朗・長橋至・後藤浩・佐藤庄一・野尻侃・安部

 実が分担して執筆し、編集は名和達朗が担当した。さらに全体については、佐々木洋治

 が総括した。

 4調査の対象となった遺跡は、事業及び調査内容別に調査の概要として第Ⅱ章に記した。

 5挿図の縮尺についてはスケールで示し、遺跡位置図や遺跡地図については縮尺を銘記

 した。また、方位については磁北に合わせた。図版内の遺物は、1/2・1/3を原則とした。

 6調査にあたっては、各関係機関、各市町村教育委員会、地元関係者の御協力を得た。

 記して感謝申し上げる。



目 次

 Ⅰ調査の方法と経緯

 1調査の方法……………・・…・……………………………………………・…・……・……

 2調査に至るまで……………・・…・………・・………・…………………………・・………・

 3調査の経過…………・……・・……………・・…・……………・・…'…………●●……'……

 Ⅱ調査の概要

 1東北横断自動車道仙台・寒河江線関係遺跡地名表…・・……………・………………

 2開拓地整備事業・西根地区(新田線)関係遺跡地名表……………・…・・…………

 3県営一般農道整備事業(過疎基幹)・玉川地区関係遺跡地名表…………………

 4農免農道整備事業・南陽中央地区関係遺跡地名表………・………・…・……………

 5農免農道整備事業・河北西部地区関係遺跡地名表…………………………………

 6農免農道整備事業・白鷹西部地区関係遺跡地名表…………・……・……・…………

 7県立高等学校校舎整備事業・左沢高等学校関係遺跡地名表……………・…・・……

 8農林事業関係遺跡

1
1
2

4
4
4
6
6
8
8

 (1)高阿弥田遺跡………………一・………………………………・・…・…………・・……・

 (2)関B遺跡……………・・…・………・・………・…………・……・・………・・………・……

 (3)五輪塚遺跡………………………………・…・・…………_._..______......

 (4)廿六木遺跡……………・…・・………………・轟・…………・……・・……………・…・…・

 (5)玉川B・B'遺跡…………………………………・・……・…………・・………・…......

 9村山広域水道・上水道事業関係遺跡

 (1)小月山遺跡…………………………………一・……………・・…・……………………52

 10新庄警察署庁舎増築工事
 (1)宮内遺跡………………………………・…・・…………………………………一・……64

 11昭和59年度以降農林・土木事業他関係遺跡

 (1)県営圃場整備事業他関係遺跡地名表……………・…・…………1…・…・・…………74

 (2)道路改良事業関係遺跡地名表………………………………・…・・…………………76

 12試掘調査実施遺跡

 (1)国道345号線道路建設工事関係遺跡

 a生石2遺跡……………・…・・……………・…・…・…・…………・・…………………94

 (2)須川改修事業関係遺跡

22

34

40

46

48



 a去手呂古墳群…・…・…………・………・・………・……………・・…・………・・……97

 (3)東北横断自動車道仙台・寒河江線関係遺跡

 aにひゃくじ遺跡……………・…・……・…………・・………・………・・……………106

 b西の沢遺跡・…・……………・………一…………………………・一・……………108

 (4)県営圃場整備事業・公害防除特別土地改良事業関係遺跡

 a高阿田遣跡………………………・…・………・…・・………………………………110

 b漆曽根遺跡………・・………・…・・……………・……・……・……・………一…・…113

 c手蔵田2遺跡一………………・……・・…………・一………………………………114

 d手蔵田12遺跡・……………・…・……一…………・…・・……………………………116

 e沢田遺跡・………………・・……一…………・………・……・…・_._____._118

 (5)主要地方道高畠・川西線道路改良事業関係遺跡

 a寝鹿遺跡・・…………………………………・………・………・……………………120

 b契約壇遺跡・………………・…………………………………一・……………一…・122

 (6)山形県総合運動公園整備事業関係遺跡

 a坪岡・滝本・荒谷原・山王・南原遺跡…………・……・………………一・……124

 (7)県立高等学校校舎整備事業関係遺跡

 a大檀B・C遺跡…一…………・………一……・・………………………………131

 b山形西高敷地内遺跡……・・…………・………・・………・__.____.___13g

 Ⅲまとめ…・・……………・……………・・…・…・・……………・……・……・……・…・・………142

挿図目次

 第1図東北横断自動車道仙台・寒河江線関係遺跡地図・………………・………………8

 第2図開拓地整備事業・西根地区(新田線)関係遺跡地図・………………・…………9

 第3図県営一般農道整備事業(過疎基幹)・玉川地区関係遺跡地図・…・……………10

 第4図農免農道整備事業・南陽中央地区関係遺跡地図…………・……・………………11

 第5図農免農道整備事業・河北西部地区関係遺跡地図…………・……・………………12

 第6図農免農道整備事業・白鷹西部地区関係遺跡地図……・…………・………………13

 第7図県立高等学校校舎整備事業・左沢高等学校関係遺跡地図……………・…・……14

 第8図高阿弥田遺跡概要図(1)・……・……・・…・…………・・……・………………一・…22



 第9図

 第10図

 第11図

 第12図

 第13図

 第14図

 第15図

 第16図

 第17図

 第18図

 第19図

 第20図

 第21図

 第22図

 第23図

 第24図

 第25図

 第26図

 第27図

 第28図

 第29図

 第30図

 第31図

 第32図

 第33図

 第34図

 第35図

 第36図

 第37図

 第38図

 第39図

 第40図

 高阿弥田遺跡全体図(1)………………・…………………・…・…………………

 高阿弥田遺跡概要図(2)………………一・…・…………………・……………・…

 高阿弥田遺跡全体図(2)……………・・…・・…………・……・…・・……………・…

 関B遺跡概要図……………………………・……・…・……・………・…………・……

 関B遺跡全体図……………………………・……・………・…・……・………………・

 五輪塚遺跡概要図………………………・…………・・…・……………・……………・

 五輪塚遺跡全体図………………………・…………・・………………・・……………'

 五輪塚遺跡精査区遺構平面図…………・……・…………・……・・…………………'

 廿六木遺跡概要図………………・・…・・……………・……・…………・・………・……

 玉川B・B'遺跡概要図………………・・……・・…………・…………・…・…・……・…

 小月山遺跡概要図………………・・……………・…・・…………………………'……

 小月山遺跡遺構配置図…………・……・…・……・………・……………………・……

 小月山遺跡出土完形土器……………………・………・……・……・・…………・……

 宮内遺跡位置図………………・・…・・……………・………・………・・…………・……

 宮内遺跡概要図……………・…・・……・…………・…・……………・・………・………

 宮内遺跡遺構概略図(G調査区)…………・……・・……………・・…・……………

 県営圃場整備事業他関係遺跡地図(1)・……・…………・…………・・……・……

 県営圃場整備事業他関係遺跡地図(2)……………一…・……………・…・・……

 県営圃場整備事業他関係遺跡地図(3)・・…………………………………・……

 県営圃場整備事業他関係遺跡地図(4)…・………・……・…………・・……・……

 県営圃場整備事業他関係遺跡地図(5)……・・…………・…………一……・……

 県営圃場整備事業他関係遺跡地図(6)…・…・…………・…・・……………・……

 県営圃場整備事業他関係遺跡地図(7)…・…・…………・……………・・…・……

 県営圃場整備事業他関係遺跡地図(8)…・…・…………・…………一……・……

 県営圃場整備事業他関係遺跡地図(9)…・・……………・………………………

 道路改良事業関係遺跡地図(1)……・…………・・……………・・…・……………

 道路改良事業関係遺跡地図(2)…………・……・・…・・……………・……………

 道路改良事業関係遺跡地図(3)・…・……………・…・・……………・……………

 道路改良事業関係遺跡地図(4)…………・・……・・………………・・……………

 生石2遺跡位置図………・………・・………………・・………・…・……・・……………

 生石2遺跡概要図……………・…・…・………………………………………………

 去手品古墳群概要図……………・………“…………・・………・………●・'………….

23

28

29

34

35

40

41

41

46

48

52

53

56

64

65

66

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

94

95

97



 第41図

 第42図

 第43図

 第44図

 第45図

 第46図

 第47図

 第48図

 第49図

 第50図

 第51図

 第52図

 第53図

 第54図

 第55図

 第56図

 第57図

 第58図

 第59図

 去手呂古墳群A・B・Cトレンチ遺構配置図……………………………………99

 にひゃくじ遺跡概要図…………・……・・……………・…・…・…………・…・・………106

 西の沢遺跡概要図……………・…・…・……………・・…・……………………………108

 高阿弥田遺跡位置図………………・・…・…………・…・………・……・…・…・………110

 高阿弥田遺跡概要図………………・・……・…………・・…・……………・・……・……111

 漆曽根遺跡位置図……………・…・…・…………・…・・…………・……・……・………113

 漆曽根遺跡概要図………………・・…・……………・・…・……………・・…・…………113

 手蔵田2遺跡概要図………………・・………・………………………・…・・…………114

 手蔵田12遺跡概要図……………・…・…一………一・……一………・・……・……116

 沢田遺跡概要図………………………………・…・…・…………・…・…………・……118

 寝鹿遺跡概要図……………・…・・……………………………………………………120

 契約壇遺跡概要図………・………・・……………・…・・………………・・…・…………122

 坪岡・滝本・荒谷原・山王・南原遺跡位置図………・………・・…………………124

 坪岡・滝本・荒谷原・山王・南原遺跡概要図……………・・…・…………・・……・127

 大檀B・C遺跡概要図……………一・・……………………………・……・一……131

 大檀B・C遺跡調査概要図……………一・………………・…………一……・・…133

 大檀B遺跡出土土器拓影図……………………………一…・…・………一…・一134

 山形西高敷地内遺跡位置図…………………………………・・………・……・…・…・139

 山形西高敷地内遺跡概要図………………………………・…・…・…………………140

 付表1調査行程表………………………………・…・…・…………………………………3

図版目次

 図版1・東北横断自動車道仙台・寒河江線関係遺跡(1)…………………………・・……・15

 図版2東北横断自動車道仙台・寒河江線(2)・開拓地整備事業・西根地区(新田

 線)関係遺跡…………・・……・……………・…・・……………・・…・…………………16

 図版3県営一般農道整備事業(過疎基幹)・玉川地区関係遺跡………………………'17

 図版4農免農道整備事業・南陽中央地区・河北西部地区(1)関係遺跡……………18

 図版5農免農道整備事業・河北西部地区(2)関係遺跡…・……………・………・……19



 図版6

 図版7

 図版8

 図版9

 図版10

 図版11

 図版12

 図版13

 図版14

 図版15

 図版16

 図版17

 図版18

 図版19

 図版20

 図版21

 図版22

 図版23

 図版24

 図版25

 図版26

 図版27

 図版28

 図版29

 図版30

 図版31

 図版32

 図版33

 図版34

 図版35

 図版36

 農免農道整備事業・河北西部地区(3)関係遺跡………………………………20

 農免農道整備事業・河北西部地区(4)

 整備事業・左沢高等学校関係遺跡………

 高阿弥田遺跡(1)………………………

 高阿弥田遺跡(2)………………………

 高阿弥田遺跡(3)…………・・……・……

 高阿弥田遺跡(4)………一………・……

 高阿弥田遺跡(5)…………・・……・……

 高阿弥田遺跡(6)……………・・…・……

 高阿弥田遺跡(7)・・………………・……

 高阿弥田遺跡(8)………………………

 関B遺跡(1)……………………………

 関B遺跡(2)・・………………・…………

 関B遺跡(3)……………………………

 関B遺跡(4)・…・……………・…………

 五輪塚遺跡(1)……・………・…・………

 五輪塚遺跡(2)…………………………

 五輪塚遺跡(3)・・………………・………

 五輪塚遺跡(4)……………………・…・

 廿六木遺跡………・………・・………………

 玉川B・B'遺跡(1)…一…・………・…

 玉川B・B'遺跡(2)……・……・……・…

 玉川B・B'遺跡(3)・・………………・…

 小月山遺跡(1)…・・…………・…………

 小月山遺跡(2)………・・………・………

 小月山遺跡出土完形土器……………・・…・

 小月山遺跡出土土器(1)………………

 小月山遺跡出土土器(2)………………

 小月山遺跡出土土器(3)………………

 小月山遺跡出土土器(4)………………

 小月山遺跡出土石器(1)………………

 小月山遺跡出土石器(2)………………

 ・白鷹西部地区・県立高等学校校舎

 ●●●●●●●●●●■●●■●●●●●o●■■●轟●●●●●●●●●●●●●●●●■●●・●●●

 ●●●●●●■■●●●■●■●●●■●●■■●●●●●●■●●●●●●●●●●●●・●●`・・●

 ●●●●●●●●●●●●●●■o●●●●■●●●●●●●■●■・●●・●・●・・●●・・●●●・

●●●●●■●●●●●●●●■●●●●●●●●■●●■●■●●●●■●●●■●●●●●●●●●●

 ●●`●●・●●●■●●●●轟●●・●●・●■・●●●●■●●・●●・●●●●・●●●●●...

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●■●■・■●●●●●●●・●●.

 ●●■●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●o●●●●●●●●●■●●・●●●●●・●●●

 轟●・■●●●●●●●●轟●・・●●■■・●●●●●●●■`■■●・o・轟●●●●●・●….

 ●■●●畠●●●●●●■●●●●●●●●●●●●o●o●●●●●●●●●■●●■●●●■●●●●

●o●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■■■●●■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 ●●●●■●●●・■●●●■●●●・●●・●●・●●●●●・●●■・■●・■●・●●・・●●●・

●●●●■o●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●■●●●■

 ●●●●●●■■●●●●●●・●o●`●・・●・●●・轟■●●●●●■●・・●●●・轟・・●●●

 ●●●●●●●●●●●・●●●●●●●■●●●・■■轟●●●●●・●轟●●●●●●・●●●●●・

 ●●●●●●●●●■●●●●●■●●■●●●●●●●●●●・●●■●●●●●●●■・●●・●●■

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●

 ・.・●・.・.●.・…●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●

●●●●●●●●●●●●■■●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●■●●●●■●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●■●■■●

 ●●・●o●●●●●■・●■●●●・■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●o●●●●■●

●●●●o●■●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●■●●■■●●●●●●■■●■■■●■■●

 ・・●●●●●●●●●●●・・●●●●●・●●o●●o●●●●●●●●●●●●●●●●■●●o●

 ■■・●●●●●■●●●●●●●o●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●

 ・・●●…●●●●・●●・●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●■●■●●●●■●●●●●

 ・●・・●●●●●●●・●●・■■●●●■●●■●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●■●●■

 ●・・…..●…●●●●・・●●・■■●●●●●●■●●●●●●●●●●●●■●●■●■

 ●…●・●●●●●●■●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 ・.o・.・●●・●●●・■●●■●●o・●●■●●●●●●●●●●●●●●●●轟●●●●●■●

 ・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■■●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●■●●●●●●●●●●■●

21

24

25

26

27

30

31

32

33

36

37

38

39

42

43

44

45

47

49

50

51

54

55

57

58

59

60

61

62

63



 図版37

 図版38

 図版39

 図版40

 図版41

 図版42

 図版43

 図版44

 図版45

 図版46

 図版47

 図版48

 図版49

 図版50

 図版51

 図版52

 図版53

 図版54

 図版55

 図版56

 図版57

 図版58

 図版59

 図版60

 図版61

 図版62

 図版63

 図版64

 図版65

 図版66

 図版67

 図版68

 宮内遺跡(1)……………………・・

 宮内遺跡(2)……………………・・

 宮内遺跡(3)…………・・…………

 宮内遺跡(4)………………・・……

 宮内遺跡出土遺物(1)…………・・

 宮内遺跡出土遺物(2)…・・………

 宮内遺跡出土遺物(3)…………・・

 宮内遺跡出土遺物(4)………・・…

 県営圃場整備事業他関係遺跡(1)

 県営圃場整備事業他関係遺跡(2)

 県営圃場整備事業他関係遺跡(3)

 県営圃場整備事業他関係遺跡(4)

 道路改良事業関係遺跡(2)…・・…

 生石2遺跡………………・・…………

 去手呂古墳群……………・・…・…・・…

 ・●.●・・o●●●●●●oo●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●●…

 ._二._......._......_...._................._

 ●●●.●・・…●・・…●●●●●●●●●●●●●●●■●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●.・轟

 ・.・・●・.●■・●●●■●●●●●●■●●●●■■●●■●●●●●●●●●■●●●●●●●●■●●●●■●

 ・・●●●●●●●●●●●oo●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●o●●●●●●●■●●●●●

 ・幽・・●●●●o●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●■o●●●●●■■●

 ・●●・●●・●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●■■●●●●●●●

 ●●●●■●・●o●■●●■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●■●●●●■●●

 ●●●●●・●●・●■●●●・●●●●●●●●・●●●■●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●■●●●

 ・・●●●●.・●●●●.●●・・●・・●●●・●・●・・●●●●●・・●●●●●・●●・●●・・o・●●・

 ・・.■●●…●●・●■・●轟・・●・●●●●■・●●・●●●…●・●…●■●●■・●■・■●・

 ・道路改良事業関係遺跡(1)…………

●●●●●o●■●●■●●●■●●●●oo●●●■●●●■■●●■■●●●●●●●●●●●●●●o●●●●●●

 ●●●・●●・●■●●●●●●●●●●●●・●●・●●●●●・●●・●■…●●●・●●●●●●●●●●●●

 ●●●●●●●●●●●●・●●●●・・●●●●●・●●・●●・・・・・・・…●・・●・・●●・.●●・●・

66

67

68

69

70

71

72

73

89

90

91

92

93

96

98

 去手呂古墳群A・Bトレンチ…・……………・……………一・・……………・……100

 去手呂古墳群石棺……一……・…・…………・……・・…………・・……・………'……101

 去手品古墳群D・Gトレンチ……・…………・…一……・……・………・…………102

 去手品古墳群Eトレンチ……………一・…………・…・…・……一・………・・……103

 去手呂古墳群Fトレンチ……・…………・…・…・…………・……一・………・……・104

 去手呂古墳群Hトレンチ……………一・…………・……・・………………一・一…105

 にひゃくじ遺跡………………・・……………………………・……・・……………・…107

 西の沢遺跡・・………………・……・・…………・……・・…………・……・………・…・_10g

 高阿弥田遺跡・…・……………・………・…・……・…・……・………・…………………112

 漆曽根遺跡近景……………・…・………・……・…・…………・・……・………………・113

 手蔵田2遺跡一………………・…・………・……・…・・……………・…・………・……・115

 手蔵田12遺跡……一…………・…・・……………・…………一………………………・117

 沢田遺跡……・・…………・一………………・……………・._...______.__11g

 寝鹿遺跡・・………………・………・…・………………………・…………・・……・……121

 契約壇遺跡……………・…・…・……・………・…………・…・…・……………・・…・…・123

 荒谷原地区全景(1)………………・…・………………………………・・…・一…125

 荒谷原地区全景(2)・・………………・…………・・………………………・………126



 図版69

 図版70

 図版71

 図版72

 図版73

 図版74

 図版75

 図版76

 坪岡・滝本遺跡………………・・…・…………・…・…・……………・・……・…………128

 滝本・荒谷原・山王遺跡………・・………・…………・・……・……………・・…・……129

 山王・南原遺跡………・…・……・……・・…………・…………………………………130

 大檀B遺跡………………・・……・…………・・…・……………・・……・…一……・…・135

 大檀C遺跡………………・・……・………・…・一…………一・………・…・……・…・136

 大檀B遺跡出土土器……………・…・・……………・…・…一…………・・一………137

 大檀B遺跡出土石器………………・・……・……・……・…・…………一・……一…138

 山形西高敷地内遺跡……………・・…・…………・・……・……………………………141



 Ⅰ調査の方法と経緯

 1調査の方法

 本調査は、昭和59年度以降に実施が予定される大規模な各種開発計画等に先行して、埋

 蔵文化財包蔵地(遺跡)の詳細な分布調査を行ない、各関係開発機関との十分な調整を計

 りつつ、遺跡の保存を図ることを目的とする遺跡詳細分布調査である。その調査結果は、

 開発事業の計画策定における事前協議の重要な資料となるものである。

 調査は、その内容等により次の三段階に分けられる。

 (1)A調査(現地確認調査)

 開発事業区域内及びこれに接する遺跡の表面踏査により、遺跡の位置・所在地等と事業

 計画との関わりを確認するものである。

 (2)B調査(試掘調査)

 遺跡について坪掘りやトレンチ掘りを実施し、その範囲・性格等を明らかにして詳細な

 記録を作成するものである。その記録は、各種開発事業側との協議や調整をする際の重要

 な資料となり、また緊急発掘調査を実施する場合の経費の積算や調査の基礎資料となるも

 のである。

 (3)C調査(小規模な発掘調査)

 A・B調査の結果、遺跡の保存状態が良好でない場合や、開発事業にかかる範囲が小さ

 かったり接する状態の場合等について、必要に応じ実施するものである。調査の方法は、

 一部重機等を用いたりしながら発掘調査の方法に準じて実施する。

 2調査に至るまで

 遺跡詳細分布調査を計画するに際し、県教育委員会では昭和59年度以降の農林・土木事

 業他の各種開発事業計画について、関係機関への照会を行なった。

 その回答を基に昭和58年9月、「山形県遺跡地図」(昭和53年3月刊・山形県教育委員

 会編)等を参照しながら、開発事業計画についての聴取を実施し、その内容を把握した。

 つぎにその聴取結果に基づいて昭和59年度に事業が実施予定される地域を中心に、昭和

 58年10月から昭和59年3月まで遺跡詳細分布調査を実施した。なお、各事業のうち東北横

 断自動車道、開拓地整備事業・西根地区(新田線)、県営一般農道整備事業(過疎基幹)・

 玉川地区、農免農道整備事業・南陽中央地区・河北西部地区・白鷹西部地区、主要地方道

 鶴岡・羽黒線道路改良工事、県総合運動公園整備事業、県立高校校舎整備事業については、
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 昭和58年度の分布調査依頼によるものである。

 3調査の経過

 調査は県教育委員会が主体となり、関係市町村教育委員会・各開発機関等の協力を得て、

 分布調査依頼事業等も含め、昭和58年4月から昭和59年3月まで実施した。

 (1)東北横断自動車道仙台・寒河江線関係分布調査

 調査期間昭和58年7月26日～27日、10月19日、11月2日～4日、11月7日～10日、

 12月6日

 協力機関山形市教育委員会・寒河江市教育委員会・中山町教育委員会・日本道路

公団仙台建設局山形工事事務所

 内容11遺跡についてA・B調査を実施する。うち3遺跡が新規発見である。

 (2)開拓地整備事業・西根地区(新田線)、県営一般農道整備事業(過疎基幹)・玉川

 地区、農免農道整備事業・南陽中央地区・河北西部地区・白鷹西部地区関係分布調査

 調査期間昭和58年8月、2日～4日、8月8日～9日、8月11日～12日、10月12日

 ～13日、11月16日～19日

 協力機関南陽市教育委員会・河北町教育委員会・白鷹町教育委員会・羽黒町教育

 委員会・庄内支庁・西村山地方事務所・東南置賜地方事務所・西置賜地

方事務所

 内容27遺跡についてA調査を実施する。うち9遺跡が新規発見である。

 (3)主要地方道鶴岡・羽黒線道路改良工事関係分布調査

 調査期間昭和58年11月14日～15日

 協力機関羽黒町教育委員会・庄内支庁

 内容A調査を実施した結果、当該事業区域内から遺跡は確認できなかった。

 (4)山形県総合運動公園整備事業関係分布調査

 調査期間昭和58年10月24日、11月21日～12月6日

 協力機関天童市教育委員会・県土木部計画課・山形建設事務所・天童市国体対策
室

 内容5遺跡についてA・B調査を実施する。5遺跡とも新規発見である。
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 (5)県立高等学校校舎整備事業・山形西高等学校・左沢高等学校・大石田・尾花沢統合

 高等学校(仮称)・米沢興譲館高等学校関係分布調査

 調査期間昭和58年9月7日、10月20日～21日、11月14日～29日、12月14日

 協力期関山形市教育委員会・米沢市教育委員会・尾花沢市教育委員会・大江町教

 育委員会・米沢市開発公社・尾花沢市開発公社・山形西高等学校・左沢

 高等学校・米沢興譲館高等学校

 内容3遺跡についてはA・B調査を実施する。うち2遺跡が新規発見である。

 なお、左沢高校及び大石田・尾花沢統合高校事業区域については、A調

 査を実施した結果、遺跡は確認できなかった。

 (6)昭和59年度以降農林・土木事業他関係分布調査

 調査期間昭和58年4月7日～昭和59年3月31日

 協力期関関係市町村教育委員会・関係各開発機関

 内容47遺跡についてA・B・C調査を実施する。うち1遺跡が、新規発見で

 ある。
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 Ⅱ調査の概要

 1東北横断自動車道仙台・寒河江線関係遺跡地名表

 2開拓地整備事業・西根地区(新田線)関係遺跡地名表

 3県営一般農道整備事業(過疎基幹)・王川地区遺跡地名表
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 4農免農道整備事業・南陽中央地区関係遺跡地名表

 5農免農道整備事業・河北西部地区関係遺跡地名表

 一6一





 6農免農道整備事業・白鷹西部地区関係遺跡地名表

 7県立高等学校校舎整備事業・左沢高等学校関係遺跡地名表
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 8農林事業関係遺跡
たかあみだ

 (1)高阿弥田遺跡(遺跡番号2042)

 所在地山形県酒田市大字横代字高阿弥田48他

調査員佐藤庄一安部実

 調査期日昭和58年8月5・8日、同年11月10～16日

 遺跡の概要本遺跡は、酒田市街の東方7.5㎞、酒田市関部落と横代部落の中間に位置す

 る。標高約8mを測り、地目は水田である。高阿弥田遺跡の範囲は、東西250m、南北450

 mに及ぶ広いもので、昭和59年度に県営ほ場整備事業(束平田地区)の施工が予定されて

 いる。このうち遺跡の北辺に接する地域が昭和58年度に一部施工されることになったため、

 昭和58年8月にこの部分の詳細分布調査を実施した。(第8図)

 また59年度春に他地域を水田耕作するにあたって、どうしても遺跡の一部に用水路を作

 る必要が生じてきたため、協議の結果遺跡南端部に水路を設置することになり、この部分

 の調査を昭和58年11月に実施した。(第10図)

 8月に実施した調査は、遺跡北辺に近い約3,000㎡を対象にしたもので、グリッドによ

 る2m四方の坪掘りを10ヶ所行ない、このうち遺構や遺物の認められた2地点を拡張精査

 している。検出された遺構は、土壙3基・溝状遺構1条、柱穴13個がある。SK1土壙は、
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 直径約90cmの略円形を呈し、深さも90cmを測る。埋土は4層に分けられ、このうち埋土1

 層と同3層とした黒褐色有機物層中から、赤焼土器と須恵器片および箸などの木製品が小

 量出土した。時期は遺物からみて平安時代10世紀頃と推定される。SK2・3土壙も遺物

 の量が極めて少ないが、埋土の状況も加味してほぼ同時期と推定される。溝状遺構や柱穴

 からは、遺物の出土が少なく時期は不明である。

 11月の調査は、遺跡南端の用水路予定地区500㎡を対象にしたもので、2m幅の東西に

 長いトレンチ方式によって行なった。トレンチは水田の畦畔によって11本設定しており、

 これを東から順にA・B・C………J・Kトレンチと名付けた。11本のトレンチのうち、

 中央付近のF～Hトレンチで遺構と少量の遺物が検出されている。

 遺構は、土壙1基、溝状遺構7条および木組遺構等が検出されている。SX1とした長

 方形の角材木組は、大きさが内々で東西30cm、南北48cmを測り、柄と柄穴によって組んで

 いる。角材の厚さは約9cm方で、上面に4ヶ所長方形の柄穴がえぐられている。SX1木

 組遺構の性格は、南北にSD2・3とした溝跡を伴うことも考慮して、揚水機の台座と考

 えられる。時期は遺物が少なく明らかでないが、おそらく近世以降のものと思われる。そ

 の他の遺構のうち、SK5土壙とSD4溝跡からは須恵器坏と赤焼土器甕の細片が少量出

 土しており、平安時代に属するものと思われる。
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 (2)関B遺跡(遺跡番号2019)

 所在地山形県酒田市大字関字村ノ内

調査員佐藤庄一

 調査期日昭和58年9月8日

 遺跡の概要本遺跡は、酒田市街の北東6.3㎞、関部落北西の水田に位置する。標高は約

 9mを測る。関部落から境興野部落に至る幹線道路の南側には、北田・関Bの両遺跡が分

 布しており、これらは県営圃場整備事業に係る4回の発掘調査の結果、一連の遺跡と考え

 られるようになってきている。

 今回の分布調査は、酒田市市道布目・関・生石線特殊改良工事の打ち合せ中に、関B遺

 跡の南西端が畑地から水田にする計画があることがわかり、その立合調査として行われた

 ものである。調査の結果、畑の地表面下約1mから平安時代～室町時代の遺構と遺物が2

 地点にわたって検出された。

 東側には長径2.7mの性格不明の落ち込み遺構があり、中から平安時代後半に属する須

 恵器甕、赤焼土器甕等の破片が出土している。西側には土壙3基と柱穴群などがあり、須

 恵器甕、赤焼土器坏・甕、珠洲糸陶器擂鉢片等が出土している。時期は、出土遺物からみ

 て、柱穴群が平安時代後半11世紀代、土壙が室町時代15世紀頃に属するものと思われる。
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ごりづか

 (3)五輪塚遺跡(新規)

 所在地山形県東田川郡余目町大字槙島字五輪地1他

調査員佐藤庄一

 調査期日昭和58年8月2・3日

 遺跡の概要本遺跡は、余目町市街の北東約3㎞、提興野部落の北方500mに位置する。

 遺跡は、最上川の旧河川道に立地し、標高は約9.5mを測る。地目は水田で、昭和初年頃

 耕作中に石棺のような石組遺構が発見されたとの伝承がある。ただし明確な遺構や遺物は

 見つかっていないため、埋蔵文化財包蔵地としての登録はなされていない。

 この付近が昭和58年になって、県営圃場整備事業(最上川地区)に含まれることになっ

 たため、事前に遺跡確認のための分布調査を実施したものである。

 調査の結果、伝承地近くの水田から集石遺構3基、土墳5基、溝状遺構2条が検出され

 た。トレンチ掘りやボーリング調査の内容からみて、遺跡の範囲はこれ以上広がらないよ

 うである。集石遺構は河原石を用いて長径1.0～1.8mの楕円形に三群に分かれて検出され、

 そのうちの1基は五輪塔の地輪残片を用いている。土墳は50～200cmの円形を呈し、SK

 1土壙からは骨片、SK3土壙からは五輪塔空風輪の半截片が出土している。SM10から

 14世記頃の珠洲系陶器擂鉢や青磁も出土しており、中世の墓地に関する遺構と考えられる。
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とどろき

 (4)廿六木遺跡(遺跡番号1700)

 所在地山形県東田川郡余目町大字廿六木字台ノ上73他

調査員佐藤庄一野尻侃

 調査期日昭和58年9月13・14日

 遺跡の概要本遺跡は、余目町市街の北東約1.5㎞、廿六木部落の北東100mに位置する。

 遺跡は最上川左岸の自然提防上に立地し、標高10.6mを測る。地目は畑地で、下の水田と

 の比高は約2.5mあり、一見河岸段丘を思わせる。廿六木遺跡の南方300mには、庄内広

 域営農団地農道整備事業に関連して、昭和51年度に発掘調査が行なわれた上台遺跡があり、

 平安時代の竪穴住居跡が1棟検出されている。

 今回は、遺跡東側の水田が昭和58年度に施工予定される県営圃場整備事業(最上川地区)

 に入るため、事前に分布調査を実施したものである。

 調査は、自然堤防の傾斜部に1×2～5mのトレンチを6本設定して、圃場整備事業の

 道路ないし水路敷部に一部かかる部分が遺跡にあたるか否かの確認を行なった。調査の結

 果、各トレンチとも遺物や遺構はまったく検出されず、遺跡は圃場整備地区までは延びな

 いものと判断される。
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たまがわ

 (5)玉川B・B'遺跡(遺跡番号1809・1810)

 所在地山形県東田川郡羽黒町大字玉川字玉川9他

調査員佐藤庄一

 調査期日昭和58年7月13日・14日

 遺跡の概要玉川B・B'遺跡は、羽黒町の北東部玉川地内の南側に位置する。地形的には

 月山の山塊から墳出した火山泥流が庄内平野に接するところにあたり、笹川扇状地の扇央

 部にもあたる。玉川地内一帯にはA～Fまで6ヶ所の遺物を出土する地点があり、現在は

 これらを玉川A・A'遺跡のようにさらに細分して9ヶ所の埋蔵文化財包蔵地として登録さ

 れている。玉川B・B'両遺跡は、玉川地内村杉部落の南端部にあり、昭和26・27年の発掘

 調査で縄文時代晩期に属する7個体の埋甕が検出されている。

 今回は、両遺跡南端近くの農道が昭和58年度施工予定の一般農道整備事業(玉川地区)

 に入るため、工事中に立合調査を実施したものである。

 立合調査の結果、工事内容は現農道の盛土部分を除去し新たに砂を入れ換えるもので、

 その下面には及ばないことが確認された。ただし試掘調査により、下面の黒褐色粘質土層

 中からは、若干の縄文土器や石器・フレイク等が出土しており、遺物包含層の一部は農道

 まで延びていることが推定される。
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 9村山広域水道・上水道事業関係遺跡
こづきやま

 (1)小月山遺跡(新規)

所在地西村山郡西川町大字吉川字小月山地内

調査員名和達朗長橋至

 調査期日昭和58年7月13日～16日

 遺跡の概要遺跡は寒河江川右岸の河岸段丘面上の縁辺部に立地し、標高は約193～196m

 を計る。遺跡発見の端緒は浄水場施設工事による外周道路建設によるもので、工事の大半

 は既に終了しており、発見時、遺跡は7×50mの範囲で段丘面を部分的に残すのみであっ

 た。調査はこの残存部の中で比較的良好な地点7×20mを中心におこなった。

 発見された遺構土壙3、ピット29、石囲炉1、焼土1。明僚な住居跡は検出されなか

 った。なお、炉跡の礫は全体に焼成を受けていた。

 出土した遺物整理箱に20箱出土した。大半が土器である。時期的には縄文時代後期中

 葉(南境式・宝ヶ峰式)、後葉(新地1～4式)、晩期初頭(大洞B・B-C式)に併行

 し、特に後期の小型の壺形土器に若干の完形品がみられる。石器はアスファルト痕のある

 石鏃、石匙の他、石箆、石錐、凹石、磨石、石皿等が出土した。また、土偶脚部2点、土

 製・石製の円盤も3点程出土している。
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 10新庄警察署庁舎増築工事関係遺跡
みやうち

 (1)宮内遺跡(遺跡番号885)

 所在地山形県新庄市五日町字宮内589他

 調査員名和達朗・渋谷孝雄・長橋至・後藤浩

 調査期日昭和57年12月13日・15日・24日、昭和58年2月23日・3月2日～4日・4月

 7日・4月22日～23日

 調査の概要遺跡は、新庄市街西方に位置し、前川と指首野川の合流点北東の微高地上に

 立地する。標高は90mを測り、地目は水田・畑地・宅地である。遺物は新庄警察署の周辺

 一帯に散布し、東西・南北約250mの広がりを示す。調査は、昭和43年度に新庄市教委が

 主体となり、新庄北高地歴部により実施され完形土器を含む多数の遺物が発見されている。

 今回の調査は、昭和57年度新庄警察署庁舎増築工事に伴い、それぞれの工事区割A～し

 について実施したものである。その結果、庁舎敷地西側のB・C・F・G・H・J・L調

 査区おいて遺物が多数確認され、特にG区は昭和43年の調査区と一部重複しており、一括

 土器等多数の土器・石器が出土し、さらにⅡ層下面からは住居跡と思われるプランの一部

 が、またその床面(Ⅲ層上面)からピット2本が確認された。出土遺物は、全調査区で約

 12箱を数え、縄文土器・石器が大半で、他に土偶・石鏃・石匙・玉等の土・石製品が若干

 出土している。時期は、縄文時代中期末～晩期で、量的には晩期前葉主体である。なお、

 採集品ではあるが平安時代の須恵器小片が数点みとめられる。
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 11昭和59年度以降農林・土木事業他関係遺跡

 (1)県営圃場整備事業他関係遺跡地名表
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 (2)道路改良事業関係遺跡地名表
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 12試掘調査実施遺跡

 (1)国道345号線道路建設工事関係遺跡
おいし

 a生石2遺跡(遺跡番号2060)

 所在地山形県酒田市大字生石字登路田7他

調査員安部実

 調査期日昭和58年11月2日

 遺跡の概要本遺跡は酒田市街東方8㎞、出羽丘陵に接する狭義の河間低地上に立地する。

 北平田公民館を含む南側、東西150m、南北300mに遺跡は広がっていると考えられる。

 標高は14mを測り、地目は水田を中心に一部宅地を含む。

 昭和57年10月に遺跡の西側を酒田市教育委員会が、酒田農協のガソリンスタンド建設に

 係る緊急発掘調査を実施している。今回の調査は国道345号線が遺跡西辺を縦断する計画

 となっているため、道路整備事業との調整に資するために行なったものである。

 58年度買収予定の南北400m、路線幅20の地域内に限定して、1×2mの坪掘りを23箇

 所行なった。

 調査の結果、南北300mに渡って遺物包含層が確認された。遺構は、土壙、集石遺構な

 どが検出された。出土遺物には、縄文土器(晩期大洞A・A'式)、平安時代の須恵器・赤

 焼土器などがある。
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 (2)須川河川改修事業関係遺跡
さってろ

 a去手呂古墳群(遺跡番号127)

 所在地山形市大字志戸田字西浦1778他

調査員佐藤正俊長橋至名和達朗

 調査期日昭和58年12月12日～16日

 遺跡の概要遺跡は須川右岸の自然堤防上に立地し、標高は98～99mを計る。遺跡発見の

 端緒は、昭和14・19年に遺跡東側の溜池掘削の際に箱形石棺2基が出土したことによるも

 ので、この石棺は隣接する「敬念寺」境内に復元・保管されている。

 この地域に須川河川改修工事がかかったのは昭和58年春からで、工事区域は先の古墳発

 見地点の西側一帯になる。工事中、多数の土器片、箱形石棺の一部が付近の吉田朔之助氏

 (山形市鮨洗)によ})発見され、9月、山形県教育委員会、山形市教育委員会により現地

 確認、さらに建設省山形工事事務所、工事関係者との協議をおこない、石棺を中心とする

 区域を浅い削平に留めることで合意を得、今次の分布調査に至った。

 改修工事で遺跡はその大半が地山ロームまで削平されているため、上記区域にA・B・

 Cトレンチ、遺跡範囲内で削平されていない区域にD～Hトレンチを設定した。結果の概
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 要は以下の通りである。

 A・B・Cトレンチこの付近は既に表土

 より約1m程削平されているが、3棟の竪

 穴住居跡、焼土、土壙1基等が検出された。

 また、石棺はブルドーザーが入った段階で

 フタ石が動いており約1/2が破壊されていた。

 周湟は未確認である。石棺内より碧玉製の

 管玉8、ガラス玉1、コハク玉2出土。

 Dトレンチ図版54に概述。

 Eトレンチ2棟の竪穴住居跡を検出され

 た。遺物も覆土中より比較的多量に出土し

 た。

 Fトレンチ2棟の竪穴住居跡を検出。

 Gトレンチ図版54に概述。

 Hトレンチ竪穴住居跡1棟・溝跡1基を

 検出。図版57に概述。

 遺跡の規模遺跡は河川改修工事に係る

 部分を中心に、北西側へさらに延び、全体
あてらざわ

 の範囲は国鉄左沢線を越え、東西200m、

 南北300m、推定面積60,000㎡に及ぶ。

 遺跡の性格今次調査では箱形石棺1基、

 竪穴住居跡9棟、溝跡1基、土壙1基が確

 認された。また、部分的に石器片の出土も

 みられるため、これら遺構面の下層に、さ

 らに縄文時代の生活面の存在が考えられる。

 遺跡の時期遺跡は古い時代から、縄文

 時代(遺物散布地)→古墳時代終末期(墳

 墓)→奈良～平安時代(集落跡)の大別し

 て3時代に亘る複合遺跡であることが考え

 られる。なお、表採品ながら、手づくねの
モミ

 土師器小型甕内面に「」の圧痕が認めら

 れた。また、中世陶器1片も表採された。
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 概要:当初発見された「石棺」を中心に、北東-南西方向にA・Bトレンチ、Bトレンチに直交させて南

 東方向にCトレンチを設定。Aは石棺に伴う周湟を追うため、B・Cは焼土等を伴う遺構の確認の

 ため設けた。

 遺構:Aトレンチより推定5m四方の隅丸方形の竪穴住居跡1棟、Bトレンチより覆土～床面に焼土を伴

 う竪穴住居跡2棟を検出。また井戸跡と思われるSK5も確認された。

 遺物:土師器(甕・刷毛目調整、タタキ)須恵器(坏・底部ヘラ切り、甕・タタキ目)他
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 概要:発見された「石棺」を中心に5×4mを精査。
 石棺の石材は石英粗面岩の偏平な自然礫および一部加工したものを使用している。工事中に重機に
 より大半破壊されており、原形をとどめるのは底石の一部と脇石の一部のみ。規模は長軸210cm、
 短軸70cmを計る。フタ石については不明である。

 遺物:石棺内および周辺の土砂中より副葬品と思われる管玉8、ガラス玉2、コハク玉2が出土。
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 Dトレンチ概要:遺跡北東側、掘削を受けない地点に設定。Ⅲ層を中心に土師器、須恵器片が出土した。
 遺構は湧水のため未確認である。

 Gトレンチ概要:遺跡北側、掘削を受けない地点に設定。土層の堆積状況、遺構の残存状況は良好である。
 本トレンチでは、遺構の性格については不明であるが、土色、遺物の出土状態から判断し、何らか
 の遺構の存在が考えられる。

 遺物:出土量は多くない。須恵器坏(底部切離し技法回転ヘラ切り)が出土した。

 ※D～Hトレンチは、いずれも表土の掘削を受けない、自然堆積の地点に対し、遺跡の全体像を把握す
 るため設定したものである。
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 概要:ST6・7の2棟の竪穴住居跡が確認

 された。

 遺物:出土量は多い。器種は坏(須恵器・完

 形品1を含む。)、須恵器甕、土師器甕

 などが多い。
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 概要:遺跡南西隅に設定したトレンチ。トレンチ南側は現河川まで1m程とせまる。
 Ⅱ層下部より遺構覆土となる。本トレンチでは、2つの遺構、(ST8・9の竪穴住居跡と考えら
 れる。)が重複して検出された。

 トレンチ西側1/2を約30cm程、一段下げるとこれら住居跡と考えられる遺構の床面及びピットが確認
 される。

 遺物:遺構が確認された割には出土量は少ない。全体で10片程である。土師器(褻・坏・壺片)須恵器甕
 片が出土した。
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 概要:遺跡北西部に設定した巾1.5m、長さ15mのトレンチ。東側で竪穴住居跡と考えられる土色変化1、

 中央部で巾2mの溝状遺構1を確認した。

 遺物:土師器が少量出土した。(甕、外面を刷毛目で調整)
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 (3)東北横断自動車道仙台・寒河江線関係遺跡

 今回の分布調査は、横断自動車道仙台・寒河江線の第7次区間内に至るにひゃくじ遺跡

 と西の沢遺跡について、さらに中山町川向から寒河江市高屋地区までの約1.5㎞の区間に

 ついてもB調査(試掘調査)を実施した。川向から高屋地区までの調査は、昭和58年11月

 2・4日(A調査)と12月6日(B調査)に行った。その結果、遺跡は発見されなかった。

 aにひゃくじ遺跡(遺跡番号21)

所在地山形市上山家町大網

調査員佐藤正俊後藤浩

 調査期日A調査昭和58年10月19日B調査昭和58年11月10日

 遺跡の概要遺跡は、山形の市街地・北東部丘陵の山麓に位置し、北縁は小河川によって

 開折された小台地を形成し、この小台地上に立地する。標高は、170mから176mを計り、

 地目は、畑地・荒地・杉林となっている。遺跡の面積は、推定東西200mX南北100mの

 面積約20,000㎡である。今回の試掘調査は、横断自動車道にかかる幅65m・長さ100mを

 対象として、1.5m×5

 m～10mのトレンチを

 4本設定して調査を行

 なった。試掘の結果、

 各トレンチ内より遺物

 が出土し、A・Bトレ

 ンチより多く出土する。

 遺構については、今回

 は検出されなかった。

 遺物包含層は、地表下

 20cm前後で、黒色土層

 で15～40cmの厚さに堆

 積し、多量の風化礫が

 混じる。出土した遺物

 は、昭和51年に調査し

 た時よりも、縄文早期

 の土器が少なく、中期

 (大木8a式)の土器が

 多く出土している。
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にしさわ

 b西の沢遺跡(遺跡番号39)

 所在地山形県山形市釈迦堂字西の沢

調査員佐藤正俊後藤浩

 調査期目A調査昭和58年10月19日B調査昭和58年11月7日～9日

 遺跡の概要山形市の東方、笹谷街道に通じる東部丘陵山麓に本遺跡は立地する。標高は

 237mを計り、遺跡の下段には馬見ヶ崎川が流れ、付近はこの河川によって開析され、台

 地を形成しており、河川沿いには多くの遺跡が分布している。現況は茅が中心の荒地で、

 北から南にかけてゆるやかに傾斜している。この遺跡は、昭和32年頃、地元の方が事業地

 区の北側5mの地点で、石鏃1点を採集していることから昭和53年度「山形県遺跡地図」

 に記載された。

 今回の試掘調査は、東北横断自動車道線にかかる幅60m、全長約150mを対象とし、

 道路センター杭を中心として東西、南北にそれぞれ幅1.5m×20～24mのトレンチを3本設

 定し実施した。調査の結果、AT・BT・CTいずれからも遺構及び遺物は確認されず、

 事業区域内は遺跡南端部と推定される。また土層の観察から、AT、CTは共に表土から

 30～35cmで砂礫層の地山に達するのに対し、BTは表土と地山の間に黒色土が入り込んで

 おり、表土から地山までBT1が20～30cm、BT3が70～100cm、BT5が120～170cm

 と東側に行くに従って急激に深くなっている。
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 (4)県営圃場整備事業・公害防除特別土地改良事業関係遺跡
たかあみだ

 a高阿弥田遺跡(遺跡番号2042)

 所在地山形県酒田市大字横代字高阿弥田48他

調査員野尻侃安部実

 調査期日昭和58年10月12・13・14日

 遺跡の概要本遺跡は、酒田市街の東方約7.5㎞、酒田市関部落と横代部落の中間に位置

 する。標高は約8mを測り、地目は水田である。今回の分布調査は、昭和59年度に予定さ

 れている県営圃場整備事業(東平田地区)との調整に資するために行なったもので、昭和

 57年10月12・13日にも遺跡の北半分の分布調査を実施している。

 調査の結果、66ヶ所の坪掘り区から遺物や遺構が検出され、遺跡の範囲は当初よりかな

 り広くなることが確認された。全体の範囲は東西250m、南北450m、総面積約100,000

 ㎡に及ぶ。地表下18cmに厚さ15～25cmの遺物包含層がみられる。溝跡や掘立柱建物跡の柱

 穴と思われる遺構等が7ヶ所で検出され、遺跡の北半蔀からは横板を井桁状に組んだ井戸

 跡も1基確認されている。

 遺物としては、須恵器・赤焼士器・中世陶器・磁器等があり、とくに須恵器と赤焼土器

 の量が多い。遺跡の時期は、平安時代10世紀前後を主体とするものと推定される。
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うるしぞね

 b漆曽根遺跡(遺跡番号2022)

 所在地山形県酒田市大字漆曽根字腰回り295他

調査員安部実

 調査期日昭和58年10月20日～21日

 遺跡の概要本遺跡は酒田市街地より北東3.5㎞、酒田市立北平田小学校敷地内に位置する。

 標高4.5mを測る。周辺には57・58年度に緊急発掘調査を実施した新青渡遺跡が存在する。

 今回の調査は59年度に予定されている県営圃場整備事業との調整に資するために行なっ

 たものである。試掘調査は遺跡が学校敷地外にも広がっているかを観るためのもので、1

 ×2mの坪掘りを21箇所行なった。結果は遺物包含層は確認されず、遺構の検出、遺物の

 出土も無かった。事業区内では遺跡の存在が確認できなかった。
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てぐらだ

 c手蔵田2遺跡(遺跡番号2030)

 所在地山形県酒田市手蔵田字小堤19他

調査員安部実

 調査期日昭和58年10月28日・31日

 遺跡の概要本遺跡は酒田市街地より東方5㎞、手蔵田部落の北西辺に位置する。標高5

 mを測り、地目は水田である。手蔵田部落周辺では、以前より柱根が暗渠排水工事の際に

 見つかったり、須恵器が多量に出土する事が知られていた。県遺跡地図には『手蔵田1～

 12』まで12箇所の遺跡が、部落を囲むような形で確認されている。

 今回の遺跡詳細分布調査は、昭和59年度に施工予定されている県営圃場整備事業(中平

 田東地区)との調整に資するために行なったものである。

 遺跡の西半分は昭和60年度以降施工予定であるため、今回の調査は東側の59年度施工区

 に限って行なった。

 調査は1×2mの坪掘りを30筒所行なった。遺跡の広がりは東西100m、南北120mと

 考えられる。遺構は、柱穴、溝状遺構が各1箇所検出されている。遺物包含層が薄いせい

 か、出土遺物は少量である。須恵器・赤焼土器・箸など平安時代に属する遺物が出土して

 いる。
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てぐらだ

 d手蔵田12遺跡(遺跡番号2040)

 所在地山形県酒田市大字手蔵田字仁田99他

調査員佐藤庄一安部実

 調査期日昭和58年10月27日

 遺跡の概要本遺跡は酒田市街地より東方5㎞、手蔵田部落の北東辺に位置する。標高は

 6mを測り、地目は水田である。

 手蔵田部落を中心に近郊の熊野田・大槻新田部落周辺には多数の古代遺跡が存在する。

 これら諸遺跡からは、明治～昭和初期にかけての暗渠排水工事等によって、柱根・土器が

 多数出土した事が伝えられている。

 今回の遺跡詳細分布調査は、手蔵田2遺跡と同じく昭和59年度に施工予定されている県

 営圃場整備事業(中平田東地区)との調整に資するために行なったものである。

 調査は1m×2m長方形の坪掘1)を31箇所行なった。遺跡の範囲は東西130m、南北180

 m、面積23,000㎡である。地表下10cmに厚さ5～20cmの遺物包含層が確認された。遺構は

 土壙の一部、径10～40cmの柱穴数箇所が検出された。出土した遺物は、須恵器・赤焼土器

 などがあり、時期は平安時代である。
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さわだ

 e沢田遺跡(新規)

所在地山形県南陽市大字島貫字沢田

 調査員佐々木洋治・名和達朗

 調査期日昭和58年10月20日

 遺跡の概要遺跡は、奥羽本線赤湯駅西方の沖積平野微高地上に立地し、沖郷中学校北東

 側に広がる水田および畑地に遺物を散布する。標高は、221mを測る。遺跡の確認は、昭

 和57年5月南陽市教育委員会が実施した、市史編纂事業に伴う郡衙跡推定地予備調査にお

 いてである。

 今回の調査は、昭和59年度に実施予定の吉野川流域・公害防除特別土地改良事業に伴い

 実施したものである。まず昭和58年10月13日に事業区域内について、表面踏査による現地

 確認調査を実施し、遺物の散布することを確認した。その結果に基づき、同年10月20日試

 掘調査を実施した。調査は、全部で11本のトレンチを入れて行ない、TP1～3、TP7・

 9・11から遺物の出土がみとめられ、深さは15～30(cm)前後である。時期は、古墳～平

 安時代であるが、一部縄文ないしは弥生土器と推定される土器片も出土している。

 一118一





 (5)主要地方道高畠・川西線道路改良事業関係遺跡
ねじか

 a寝鹿遺跡(遺跡番号1304)

所在地

調査員

調査期日

 遺跡の概要

 山形県高畠町大字夏茂字上寝鹿1296他

 佐々木洋治・名和達朗

 昭和58年10月21日

 遺跡は、高畠町川沼地内の県道南側にあり、同地区を蛇行しながら西流する

 和田川左岸に位置し、周辺の水田よりも一段高い微高地上に立地する。標高212mを測り、

 地目は畑地・水田である。

 ここに昭和59年度から主要地方道高畠・川西線の道路改良事業が入ることになり、その

 前の昭和56年度に、所管事業所の米沢建設事務所から県教委あて、同事業に伴う埋蔵文化

 財分布調査依頼が出され、それを受けて同年9月に県教委による分布調査が実施された。

 その結果、事業地区内に遺物の散布が確認されたため、今回の試掘調査を実施することに

 なったものである。

 調査の結果、TP3・4-Ⅱ層から土師器がみとめられ、時期は古墳～奈良時代と思わ

 れる。またTP4-Ⅳ層上面からは潮跡・ドット等の遺構が確認された。
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けいやくだん

 b契約壇遺跡(新規)

 所在地山形県高畠町大字一本柳字契約壇2171他

 調査員佐々木洋治・名和達朗

 調査期日昭和58年10月21日

 遺跡の概要遺跡は、高畠町一本柳地区西側を北東方向に走る「まほろばの緑道」の東西

 に広がる微高地上に立地する。そのすぐ北側は、和田川が蛇行しながら西流し、また西方

 約300mには同河川に沿って寝鹿遺跡(古墳～奈良時代)が位置する。標高は213mを測

 り、地目は、畑地・水田である。

 本遺跡は、昭和57年9月に主要地方道高畠・川西線道路整備事業に伴い、県教委が実施

 した分布調査で確認された新規の遺跡である。ここに、昭和59年度から同事業が入ること

 になったため、今回の試掘調査を実施することになったものである。

 調査の結果、出土遺物は少なく、TP2からフレイク1点(時期不詳)が出土したのみ

 である。しかし、遺跡西側の畑地において略方形を呈する区画が確認され、時期・性格等

 は不明ながら、辺の規格性等から人工的な構築物と推定される。大きさは一辺約40mで、

 その周囲は幅約6mの壕跡(?)で区画している。区画内部は、ほぼ平坦で現在畑地になっ

 ている。

 一122一





(6)

a

所在地

山形県総合運動公園整備事業関係遺跡
つぼおかたきもとあらやはらさんのうみなみはら

 坪岡・滝本・荒谷原・山王・南原遺跡(新規)

坪岡遺跡

滝本遺跡

荒谷原遺跡

山王遺跡

南原遺跡

 山形県天童市大字原町字滝本249他

 山形県天童市大字原町字滝本403他

 山形県天童市大字荒谷字荒谷原416-1他

 山形県天童市大字芳賀字山王791他

 山形県天童市大字原町字南原1019-429他

 調査員名和達朗・渋谷孝雄・長橋至

 調査期日昭和58年11月21日～12月6日(延11日)

 遺跡の概要天童市の南東部、荒谷原地区一帯は、西流する立谷川によって形成された扇

 状地形を呈し、果樹畑を主体とする畑作地帯である。

 ここに昭和59年度から山形県総合運動公園整備事業(67'国体主会場及び関連用地)の造

 成工事が実施されることになり、その前の昭和58年4月所管課の県土木部計画課から事業

 用地内の埋蔵文化財分布調査依頼が提出された。それを受けて県教委では同年10月24日表

 面踏査による現地確認調査を実施し、用地内に遺物の散布することを確認した。その結果

 を基に11月8日、県教委・天童市教委・県土木部計画課・山形建設事務所・天童市国体対

 策室の関係機関による事前の打合せが行われ、11月21日～12月6日の期間試掘調査を主体

 とする分布調査を実施するはこびとなったものである。

 調査は、1×1(m)ないし1×5(m)前後のトレンチを約25～50m間隔で用地内に
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 設定し、順次掘り進めていった。その結果、5ヶ所の遺構・遺物検出地点が確認され、そ

 れぞれ坪岡・滝本・荒谷原・山王・南原遺跡と記録した。なお、坪岡・山王・南原遺跡出

 土遺物については、市内高擶の村山正市氏保管のものも含む。

 (坪岡遺跡)

 国道13号線東側に位置し、扇状地扇端部付近のやや起伏を呈する微高地上に立地する。

 標高は120m前後で、地目は畑地・水田である。遺物は、土師器・須恵器に分けられ主に

 南北にのびる農道両側の畑地に散布するが、水田部分からもかつて遺物が採集されている。

 (前記、村山氏が昭和56年に採集)。

 今回の調査では、畑地に設定したトレンチの地表面下約30cmの深さから遺物が確認され、

 時期は平安時代である。

 (滝本遺跡)

 地形的には坪岡遺跡からのびる微高地上に立地し、緩い按部を間に同遺跡の南側に位置

 する。標高は約120mを測り、地目は畑地である。

 調査の結果、地表面下約20cmから土師器・中世陶器が確認され、さらに深さ約60cmの地

 山上面からは、南北にのびる2本の溝跡(覆土未調査)が検出された。時期は、平安時代

 ～中世と考えられる。
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 (荒谷原遺跡)

 荒谷原地区を南北にはしり、山形市十文字地区にいたる農道は、羽州街道以前からの旧

 道で横街道といわれている。遺跡は、この街道と北西方向にのびる農道との、交叉地点北

 側の果樹畑に位置し、標高は133m前後である。

 調査の結果、街道東側に長方形を呈する土壇が確認された。地元では、ここを通称「きつ

 ね塚」と呼称している。大きさは基部で東西約10m、南北約12mを測る。出土遺物は確認

 できず、時期詳細は不明である。

 (山王遺跡)

 国道13号線東側に位置し、芳賀地区から荒谷原へのびる農道の二叉路付近の、微高地上

 に立地する。標高は133m前後で、地目は畑地である。

 遺物は、深さ約30cmから出土したが、採集品も含めて全体に量は少ない。時期は、縄文

 土器・土師器・須恵器の遺物内容から、縄文時代・平安時代である。

 (南原遺跡)

 松原地区北西側に位置し、標高133m前後の微高地上に立地する。地目は、畑地・宅地

 である。遺物は、内黒土師器・須恵器が採集されているが、今回の調査では縄文土器1点

 のみである。時期は、縄文時代中期末・平安時代である。
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 (7)県立高等学校校舎整備事業関係遺跡
おおだん

 a大檀B・C遺跡(新規)

 所在地大檀B遺跡米沢市大字笹野字大檀壱949他・大檀弐1240他

 人檀C遺跡米沢市大字笹野字大檀四1548他

 調査員佐藤正俊後藤浩渋谷孝雄(A調査)

 調査期日A調査昭和58年10月21日・22日

 B調査昭和58年11月14日～29日(延11日)

 遺跡の概要大檀B・Cの両遺跡は、米沢盆地の最南端、松川や大樽川によって開析され

 松川扇状地の扇央部に立地し、笹野山の東麓に位置し標高約270m前後を計る。また、遺

 跡の在る笹野地区には、真言宗豊山派幸徳院の境内に笹野観音堂があり、806年徳一上人

 の開基と伝えられている。例年1月17日に行なわれる越年祭には笹野一刀彫の市がたち、

 参詣者でにぎわいをみせている。

 今回の分布調査は、県立米沢興譲館高等学校建設事業にかかる校舎敷地の85,000㎡と道

 路敷の7,570㎡、合せて92,570㎡の学校建設予定地区内に限って調査を実施した。調査の

 方法は、基軸Y軸方向をN-5.5°-Eを計るように25mを単位とするグリッドを設定し、

 1.5～2mの坪掘り、ならびに一部1.5m×10・20mのトレンチを併用して試掘調査を行った。
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 試掘調査の結果、今回発見された遺跡は大檀B・C遺跡の2遺跡であり、学校建設予定

 地内の南西側隅と北西側隅に位置し、両遺跡とも範囲が地区内と地区外にわたっている。

 調査の概要は、敷地内の中央部と北東側一帯にかけて、地表下40～60cmで自然礫層あるい

 は砂層にたっし、遺物包含層は認められない。また、遺跡が確認された地区では、黄褐色

 土(地山)まで09～1.2mの深さがあり、2層の褐色ないし黄褐色土の間層をはさんで、縄

 文時代の中期(黒褐色土・厚さ10～15cm)と前期(暗褐色・厚さ30～40cm)の遺物包含層

 がみられる。遺物の出土状況は、4-2G・5-2・3・6-2Gと13-11G、A・Bト

 レンチ内より縄文時代中期(大木8a・8b式)と前期(大木5・6式)の土器片、掻器・

 磨石・凹石・石皿・フレイクなどが出土し、特にA・Bトレンチからは多く出土し、13-

 11Gからはフレイク1点が出土している。他の坪掘区からの遺物は出土してない。(第56

 図)

 (大檀B遺跡)

 時代・種別

 遺跡の範囲

 遺物の散布

遺物包含層

出土遺物

遺構

 縄文時代前期・中期の集落跡

 推定・東西180m×南北110m面積・約19,800㎡

 地表の畑地には散布してない。

 地表下35～40cmで中期、75～80cm前期の2層の遺物包含層が認められる。

 縄文時代前期と中期の土器片・掻器・磨石・凹石・石皿・フレイク等。

 Aトレンチ内より柱穴4～5本確認、土層の状態・遺物の出土状況など

 からみて、縄文時代前期の住居跡と考えられる。

 (大檀C遺跡)

 時代・種別

 遺跡の範囲

 遺物の散布

遺物包含層

出土遺物

遺構

 縄文時代(時期不明)の包蔵地

 推定・東西150m×南北90m面積・約13,500m2

 表面の畑地に散布していない。かって地元の方が石鏃を採集している。

 大檀B遺跡と同様な層序を示す。

 13-11G内よりフレイク1点出土する。

 確認できず。

 出土した遺物今回の調査で出土した遺物は、大檀B遺跡から出土した遺物であり、縄文

 時代前期の土器や石器がその大半である。なお、土器については簡単に分類を行った。

 土器(第57図)(1・5・7・8・12・16の胎土中に繊維を含む)

 a類(1～7)半裁竹管による連続に刺突文を施している。(1～4)は口縁部の平

 行に走る隆帯の直上に、(1・6・7)は頸部から胴部にかけて2段に平行に施している。

 (5)はやや波状口縁になり口唇部にも施され、やや波状になる鋸歯状文がみられる。
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 b類(8～10)粘土紐の貼付によって文様を描出しているb(8)は折返し口縁にな

 り、粘土紐の上を棒状工具によって押圧されている。(9・10)は波状口縁で、曲線的に

 粘土紐が貼付され、口唇部には縦位に施される。いずれも胴部にはLR縄文原体が斜状に

 施されている。

 c類(11～16)縄文の施文や底部の土器を類別した。横位に綾絡状になる(11・12)、

 (13～15)は斜状に施され、いずれもしR縄文原体が施文されている。(16)は底部で中

 央がやや上げ底になり、網代痕がみられる。

 d類(17～20)沈線や隆帯によって渦巻文が描出されている。

 以上のように類別された時期は、a～c類は縄文時代前期大木6式に、d類は縄文時代

 中期大木8b式にそれぞれ比定される。

 石器(図版75)

掻器

磨石

凹石

石皿

 1点出土、剥片の側縁に丁寧な剥離を施し、片面加工である。

 5点出土、楕円・方形の形状で、方形になるものは側縁が磨面となっている。

 1点出土、形状は楕円形を示し、両面とも2つの凹みがあり、一部磨石転用。

 2点出土、中央部が大きく摩り凹ぼまれ、側縁部も磨面となっている。











 b山形西高敷地内遺跡(遺跡番号29)

 所在地山形県山形市鉄砲町字一丁目15番64号他

調査員名和達朗

 調査期日昭和58年12月14日

 遺跡の概要遺跡は、山形市街南西部に位置し、馬見ヶ崎川扇状地を西流する犬川右岸の

 微高地上に立地する。標高は131mで、地目は学校敷地・宅地である。

 昭和51年4月・7月に山形西高等学校校舎改築に伴い緊急発掘調査が行なわれ、縄文時

 代中期・晩期、弥生時代中期、奈良・平安時代の複合遺跡であることが確認され、竪穴住

 居跡をはじめ遺構・遺物が多数発見された(県教委第17集1979)。

 ここに昭和59年度に同高等学校校舎改築が実施されることにな膨)、事前に事業との調整

 を図る必要から、今回試掘調査を行なったものである。

 調査区域は、現校舎の東端で昭和51年次調査区の北西側に位置する。校舎の南北に各1

 ヶ所トレンチを入れた結果、TP1-Ⅳ～Ⅵ層、TP2-Ⅲ・Ⅳ層から遺物が出土し、深

 さは約40～50(cm)である。出土遺物は、縄文土器(時期不詳)、土師器・須恵器(平安

 時代)に分けられる。なお、前回の調査では間層をはさんで三枚の遺物包含層が確認され

 たが、今回の調査では、未確認である。
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 Ⅲまとめ

 昭和58年度遺跡詳細分布調査は、昭和59年度以降実施予定の開発事業、及び分布調査依

 頼が出された事業地域について実施したものである。

 調査の結果、各種事業区域及びその周辺地域に93ヶ所の遺跡が確認された。そのうち、

 20ヶ所が今年度新規発見の遺跡である。

 主な事業別にまとめると、東北横断自動車道仙台・寒河江線(寒河江市・中山町管内分)

 関係については、事業計画が策定中であるため遺跡との係わりは不明である。

 開拓地整備事業・西根地区(新田線)、農免農道整備事業・河北西部地区・白鷹西部地

 区関係では、昭和59年度実施区域に係る土入A遺跡他3遺跡について同年度に立会調査を

 実施する予定である。なお、今年度事業区域に係る新田遺跡・十二堂遺跡については、立

 会調査実施済である。

 県営一般農道整備事業(過疎基幹)・玉川地区、農免農道整備事業・南陽中央地区、主

 要地方道鶴岡・羽黒線道路改良工事、県立高等学校校舎整備事業・左沢高等学校・大石田・

 尾花沢統合高等学校関係については、現段階で事業区域に直接係る遺跡は確認できなかっ

 た。

 昭和59年度国・公団・県等開発事業に係る遺跡は、農林事業関係では高阿弥田遺跡・手

 蔵田2遺跡・手蔵田12遺跡・沢田遺跡・新田平岡遺跡の5ヶ所である。道路改良事業関係

 では、吹浦遺跡・生石2遺跡・寝鹿遺跡・契約壇遺跡・にひゃくじ遺跡・達磨寺遺跡・物

 見台遺跡の7ヶ所である。山形県総合運動公園整備事業関係では、坪岡遺跡・滝本遺跡・

 荒谷原遺跡の3ヶ所である。県立高等学校校舎整備事業関係では、山形西高敷地内遺跡・

 大壇B遺跡・大壇C遺跡の3ヶ所である。それらの各遺跡は、今後関係機関と協議のうえ、

 緊急発掘調査・立会調査を必要とするものである。

 昭和59年度遺跡詳細分布調査では、農林事業関係をはじめ、山形ニュータウン建設事業、

 長根・菅沢ニューコミュニティ開発事業、最上地区広域営農団地農道整備事業関係等が予

 定されている。
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