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第２章　捨て場と遺物
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第４節　縄文時代晩期の石器・石製品
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第４節　縄文時代晩期の石器・石製品
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第２章　捨て場と遺物
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第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第232図　石錐（７）
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第２章　捨て場と遺物
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第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第234図　楔形石器の分類とサイズの特徴
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第２章　捨て場と遺物

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№
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第235図　楔形石器（１）
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第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第236図　楔形石器（２）
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第２章　捨て場と遺物

第237図　楔形石器（３）
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れ以上の重量品である。重量品は最大���ｇという物があり、伐採具として必要とされる「重さ」を確

保している。

　完形品とした物でも刃部の一箇所を欠く物が多い。第���図１・２・４や第���図はいずれも使用に

よる衝撃剥離によって刃部を欠損した物である。

　第���～���図は特異な石斧である。第���図は乳棒状の磨製石斧だが、敲打痕が全面に残り器体中央

部には帯状に凹みが回る。出土状況の注記には、２号捨て場から斜めに立ち上がった状態で出土した

ことが記されており、スクリーン・トーンをかけた上半部は強く焼けて黒変している。

　第���図１は、おそらく石棒の転用品である。石棒が折れた後、側面に敲打によって抉りを付け、着

柄に適する様に加工し、末端を研磨して刃部をつけている。さらに凹石に転用されている。２は、直

方体の礫の一端を調整して刃部をつけている。刃部再生が頻繁に行われており、最終的には打製石斧

となっている。第���図２の石鍬と形状が似ており、手持ちの土掘具に転用された可能性がある。

　第���図には小形磨製石斧をまとめた。変質流紋岩製で、大形・中形磨製石斧とは素材が異なってい

る。４は楔として使われており、上下両端に潰れが著しく残る。

２８３

第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第238図　礫器サイズの特徴

第70表　礫器サイズの特徴（全80点）
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第２章　捨て場と遺物

第239図　礫器　（１）
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　（４）スクレイパー

　スクレイパーは、全部で�����点出土している。数が多い分、バリエーションも多い。様々な使用法

や便宜的な製作技法、使用による再生と変形によって形状が多彩に変化している。

　スクレイパーの長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが���点����％

と最頻値を示す。幅は、最大�����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが���点����％

と最頻値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが�����点����％

と最頻値を示す。重量は、最大���ｇ、最小���ｇ、平均����ｇで、���ｇのものが���点と最頻値を示

す。重量分布を１ｇごとにみると���～����ｇのものが���点����％と最も多い。スクレイパーの各サ

イズ分布は第���図・第��表に示した。

　（５）コア・スクレイパー（ＣＳＣ）

　コア・スクレイパー（以下ＣＳＣ）は、全部で���点出土している。スクレイパーに比べて分厚く、

調整痕に残る剥離痕はより大形で粗く、幅１㎝前後の貝殻状剥片をはぎ取っていることから、プロダ

クトとバイ・プロダクトの判別がにわかにはしがたい器種である。刃部に明確な摩滅が残る物があり、

石核に比べてやや小形で、調整が周縁全部を回る傾向があることから、スクレイパーに分類した。

　ＣＳＣの長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最

頻値を示す。幅は、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが���点����％と

最頻値を示す。厚さは、最大��㎜、最小５㎜、平均����㎜で、��～��㎜のものが���点����％と最頻値

を示す。重量は、最大���ｇ、最小���ｇ、平均����ｇで、��ｇのものが��点と最頻値を示す。重量分

布を１ｇごとにみると����～����ｇのものが��点���％と最も多い。ＣＳＣの各サイズ分布は第���図・

第��表に示した。
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第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第240図　礫器　（２）
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　（６）鋸歯縁石器

　鋸歯縁石器は、全部で��点出土している。

　鋸歯縁石器の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％

と最頻値を示す。幅は、最大����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％

と最頻値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％

と最頻値を示す。重量は、最大�����ｇ、最小���ｇ、平均����ｇで、����～����ｇのものが��点と最

も多い。鋸歯縁石器の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

　（７）抉入石器

　抉入石器は、全部で���点出土している。

　抉入石器の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と

最頻値を示す。幅は、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と

最頻値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と

最頻値を示す。重量は、最大�����ｇ、最小���ｇ、平均����ｇで、����ｇのものが��点と最も多い。

２８６

第２章　捨て場と遺物

第241図　パンチサイズの特徴

第71表　パンチサイズの特徴（全21点）



抉入石器の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

　上記４器種は、刃部加工の特徴が共通し、エッジの粗さと凹凸の連続性・形態的特徴によって分離

している。長さ・幅の最終サイズが廃棄された時点と考えれば、変形過程のどの時点で再生をあきら

めるのかが判明する。厚さの項目ではＣＳＣのみが����～����㎜を最頻値とすることから、他の器種

に比べて５㎜厚い剥片を素材としていることがわかる。この点は、コアとしての利用とスクレイパー

としての利用を交互に繰り返しつつリダクションしていくこの器種に特徴的な素材剥片の選択指向性

に合致した基準である。

　これら４器種の素材となった目的的剥片は、素材剥片の出現量カーブから類推すると、厚さを基準

として素材剥片の最頻値よりも大きくなる。ＣＳＣでは２階梯、それ以外の３器種では１階梯大きい

（１階梯は５㎜）。厚さが１階梯大きくなると、長さ・幅は何階梯大きくなるのだろうか。剥片計測

点それぞれは独立係数ではないから、相関関係を持って大きくなるはずである。その関係は１次関数

で示すことが出来るだろう。すなわちＹ＝ａＸ－ｂで示される。これをリダクション指向係数と仮称

しておくと、近隣の砕渕・日廻岱Ａの２遺跡と比較することができ、時期差・機能差によって様々に

変化することが予想される。このような数値化の試みは始まったばかりであるので、今後数値データ

を増やすことでより詳細に考察が可能となるだろう。

　（８）石匙

　石匙は、全部で���点出土している。第���図に分類を示した。縦長の素材剥片長軸に従う縦形と、

幅広横長剥片を使う横形、刃部が長軸に対して斜めとなる物の３種類に大きく分けることが出来る。

２８７

第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第242図　パンチ　（１）
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縦形石匙がより薄い作りとなる。

　石匙の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最頻

値を示す。幅は、最大����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最頻

値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均���㎜で、���～����㎜のものが���点����％と最頻

値を示す。重量は、最大����ｇ、最小���ｇ、平均����ｇで、���～����ｇのものが��点����％と最頻

値を示す。石匙の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

　（９）石箆

　石箆は、全部で���点出土している。第���図に分類を示した。

　石箆の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最頻

値を示す。幅は、最大����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最頻

値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最頻

値を示す。重量は、最大�����ｇ、最小���ｇ、平均����ｇで、����～����ｇのものが��点����％と最

頻値を示す。石箆の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

２８８

第２章　捨て場と遺物

第243図　台石サイズの特徴

第72表　台石サイズの特徴（全11点）



　第���図１は、大形薄刃でつまみを明瞭に作り出している。石匙よりも大形で、両側縁を抉る様に背

腹両面から作り出されるつまみ部分の調整が粗いことから石篦に分類した。先端に素材剥片縁辺を残

し鋭い刃部を意識した作りになっている。

　２は、石篦の製作途中で作業を中止したものである。「く」の字形に曲がる器体の下半分が薄く、

まさに作り出されようとしている篦であり、徐々に厚く粗くなる上半分は保持のために残されていた

と考えている。製作工程がよくわかる興味深い資料である。

　第���図３は刃部がひどく潰れている。楔かパンチの様に使われた可能性がある。また、４は尖頭器

の転用品と考えられる。本来尖頭部だった上端が折れた後、再調整を施した物である。全面に「手擦

れ」のような摩滅が著しい。

  （10）石錐

　石錐は、全部で���点出土している。第���図に分類を示した。つまみを明確に作り出す物と、不明

確な物、そして棒状を呈する物がある。このうち、細身で棒状を呈する物は、棒状石鏃ＩＤ類との判

別がつきがたい。先端がより鋭利で対称性が強い物を石鏃、それ以外を錐とした。

２８９

第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第244図　砥石サイズの特徴

第73表　砥石サイズの特徴（全33点）



２９０
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第245図　砥石　（１）

備考重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

�����������������玄武岩Ⅰ�������������
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�����������������玄武岩Ⅰ�������������



　石錐の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが���点����％と最

頻値を示す。幅は、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが���点����％と最

頻値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均���㎜で、５��～����㎜のものが���点����％と最

頻値を示す。重量は、最大����ｇ、最小���ｇ、平均���ｇで、���ｇのものが���点����％と最頻値を

示す。石錐の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

　（11）楔形石器

　楔形石器は、全部で���点出土している。第���図に分類を示した。両極剥離の位置で大きく２分類

したが、使用の進行によって当然剥離痕は増えるのであり、形態分類が使用進度・変形の進行状態を

示している。

　楔形石器の長さは、最大����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが���点����％と

最頻値を示す。幅は、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが���点����％と

最頻値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、���～����㎜のものが���点����％と

最頻値を示す。重量は、最大����ｇ、最小���ｇ、平均����ｇで、���ｇのものが���点����％と最頻値

を示す。楔形石器の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。
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第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第246図　敲石サイズの特徴

第74表　敲石サイズの特徴（全274点）
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第247図　敲石　（１）

備考重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

����������������流紋岩Ⅰ������������
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第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第248図　石皿の分類



　（12）礫器

　礫器は、全部で��点出土している。扁平で四角い河原石の１辺をチョッパー状に粗く調整して長い

直刃を作っている。アッズに分類される石器に似て、前面にある作業対象に正対して、石器を両手で

持ち、振り上げてはたたきつける様な動作を想定できる。

　礫器の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最頻

値を示す。幅は、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最頻

値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最頻

値を示す。重量は、最大�������ｇ、最小���ｇ、平均����ｇで、���～����ｇのものと����～����ｇの

ものがそれぞれ６点ずつ���％と最も多い。礫器の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

　（13）パンチ

　パンチは、全部で��点出土している。

　パンチの長さは最大����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが６点����％と最頻

値を示す。幅は、最大����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが６点����％と最頻
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第249図　石皿サイズの特徴

第75表　石皿サイズの特徴（全85点）
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値を示す。厚さは、最大����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最

頻値を示す。重量は、最大�����ｇ、最小����ｇ、平均����ｇで、����～����ｇのものが４点����％と

最も多い。パンチの各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

　第���図１は、細身で両すぼみの平面形を持つ。骨角器製のストーン・リタッチャーにもよく似てい

る。両端には、ハンマーによる打撃と石核からの反作用による剥離面が形成されている。この使用痕

は、器体の断面形に合致して３方向にほぼ同じ大きさの剥離面となっており、上下から垂直に等質な

打撃を受けたことを推定させる。すなわち、パンチは石核打面に対して垂直に保持されて、真上から

ハンマーが振り下ろされている。そこから想定される「身振り」は、パンチ長軸－ハンマー打撃軸が、

バランスよく結合されて対象に働きかけることを期待しているのであり、剥離の目的物は、縦長で歪

みの少ない剥片であった可能性が高い。凝灰岩質安山岩製である。

　２は、対照的に大形で粗い印象を受ける。ごく小形のハンマーか両極石核の可能性もある。ただし、

ハンマーには軽すぎる。使用痕として残された剥離痕は、器体長軸に平行するもの・直交するもの両

方があり、ここからもパンチとしての機能のみではなかったと考えられる。しかし最終の剥離軸は、
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第264図　磨石の分類



器体平面形の対角線を結ぶものであり、打撃の力点と作用点は角に設定されていることから、比較的

大形で打面の広い石核を対象にしたパンチと推定した。

　（14）台石

　台石は、全部で��点出土している。サイズの特徴を第���図・第��表に示した。

　台石の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均�����㎜で、�����～�����㎜のものが６点����％と

最頻値を示す。幅は、最大�����㎜、最小����㎜、平均�����㎜で、�����～�����㎜のものが８点����％

と最頻値を示す。厚さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが４点����％

と最頻値を示す。重量は、最大�����ｇ、最小����ｇ、平均�������ｇで、�����～�����ｇのものが２

点����％と最も多い。

　（15）砥石

　砥石は、全部で��点出土している。砥石の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

　砥石の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが５点����％と最頻

値を示す。幅は、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最頻

３０３

第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第265図　磨石サイズの特徴

第76表　磨石サイズの特徴（全396点）
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値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが７点����％と最頻

値を示す。重量は、最大�����ｇ、最小����ｇ、平均�����ｇで、����～����ｇのものが６点����％と

最も多い。

　凝灰岩製で軟質な物が多いが、第���図１・４の様に比較的硬質で使用痕が直線的に無数残る物があ

る。

　（16）敲石

　敲石は、全部で���点出土している。敲石の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

　敲石の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～�����㎜のものが��点���％と最頻

値を示す。幅は、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点���％と最頻

値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最頻

値を示す。重量は、最大�������ｇ、最小���ｇ、平均�����ｇで、����～�����ｇのものが��点����％

と最も多い。

　使用による破損・潰れが著しい。手のひらに握り込んで、石器長軸に沿って垂直に振り下ろす小形

品が多い。
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第270図　磨石　（５）
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　４　調理具

　調理具は、石皿、磨石、凹石がある。

　（１）石皿

　石皿は、全部で��点出土している。平面形４種類と断面形３種類の��種類の内、９種類が存在する。第

���図に分類を示した。

　石皿の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均�����㎜で、�����～�����㎜のものが��点����％と

最頻値を示す。長さの数値には注意が必要で、長軸に対して折損した破損品が多いために、短い値と

なっている。幅は、最大�����㎜、最小����㎜、平均�����㎜で、�����～�����㎜のものが８点���％と

最頻値を示す。厚さは、最大�����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが９点����％

と最頻値を示す。重量は、最大������ｇ、最小���ｇ、平均�����ｇで、�����～�����ｇのものが７点

���％と最も多い。石皿の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

　ベンガラ用の石皿はいずれも断面が凹むもので、凸となる物は使われていない。また、大形重量品

でも割れて廃棄されている物が多く、意識的な破損であることは明白である。
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第271図　凹石サイズの特徴

第77表　凹石サイズの特徴（全56点）



　第���図１は、徹底的な使用によって磨り面に穴が開いてしまった物である。それでも砥石・敲石に

転用して使用を続けている。折れ面にも摩滅痕があることから廃棄直前には「ノッチ」のような使い

方をされていた物である。この資料は、廃棄のための意図的破損とはいえない。

　（２）磨石���������������������������������������������������

　磨石は、全部で���点出土している。分類は、第���図に示した。

　磨石の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最頻

値を示す。幅は、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最頻

値を示す。厚さは、最大�����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最
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第272図　石棒・石剣の分類



頻値を示す。重量は、最大�����ｇ、最小���ｇ、平均�����ｇで、�����～�������ｇのものが���点����％

と最も多い。磨石の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

　砥石に比べて硬い石を使っている。硬質頁岩の円礫を使った第���図２には明瞭な線状痕が付いてい

る。

　（３）凹石

　凹石は、全部で��点出土している。凹石の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

　凹石の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均�����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最

頻値を示す。幅は、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが８点����％と最

頻値を示す。厚さは、最大����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と

最頻値を示す。重量は、最大�����ｇ、最小����ｇ、平均�����ｇで、�����～�����ｇのものが��点����％

と最も多い。
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第
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・
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　（
19
）

備
考

形・
文
様

断
面

重
量（
�）

厚
さ（
㎜
）

幅（
㎜
）

長
さ（
㎜
）

石
材

層
位

出
土
位
置

遺
物
№

番
号

図
版
№

上
端
折

�
��
��
�

��
��

��
��

��
��
�

頁
岩

Ⅰ
�
�
��

��
��
�

�
��
�

上
端
折

�
��
��
�

��
��

��
��

��
��
�

安
山
岩

Ⅰ
�
�
��

��
��
�

�
��
�

備
考

形・
文
様

断
面

重
量（
�）

厚
さ（
㎜
）

幅（
㎜
）

長
さ（
㎜
）

石
材

層
位

出
土
位
置

遺
物
№

番
号

図
版
№

上
端
折

�
��
��
�

��
��

��
��

��
��

頁
岩

Ⅰ
�
�
��

��
��

�
��
�

上
端
折

Ⅳ
�

��
��
�

��
��

��
��

��
��
�

頁
岩

Ⅱ
�
�
��

��
��

�
��
�

下
端
折

�
��
��
�

��
��

��
��

��
��

輝
緑
岩

�
�
��

��
��

�
��
�



３２０

第２章　捨て場と遺物

第295図　岩偶　（２）

第294図　岩偶　（１）

備考重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

�������������������安山岩Ⅰ�������������

備考重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

����������������凝灰岩�������������
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第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第296図　岩偶　（３）

備考重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

������～���接合�������������������凝灰岩����下������������



　５　祭祀具・装身具・石製品

　（１）石棒・石剣

　石棒・石剣は、全部で���点出土している。分類は、第���図に示した。

　石棒・石剣の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均�����㎜で、����～����㎜のものが��点����％

と最頻値を示す。幅は、最大�����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％

と最頻値を示す。厚さは、最大�����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％

と最頻値を示す。重量は、最大��������ｇ、最小���ｇ、平均�����ｇで、����ｇ以下のものが��点����％

と最も多い。石棒・石剣の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

　大形石棒は完形だが、それ以外のものは全て破損している。第���～���図の接合例を見ると、３分

割以上されている。破損後、適当なサイズの物を選んで楔形石器や打製石斧に転用されている物があ

る。第���図１は、破損面を再調整して打製石斧とした物である。また第���図１・２は、楔形石器と

なっている。

　（２）岩偶

　３点出土している。第���図は石棒に類似した平面形を呈するが、末端中央部には脚部を意識した作

り出しをしている。全面を敲打によって整形している。安山岩製である。第���～���図は凝灰岩製で

ある。第���図の岩偶は３分割されて出土した。胴部破損面にはアスファルトによる補修がされてい

た。

　（３）岩版

　文様で３分類した。いずれも軟質凝灰岩製で、鋭利な工具によって線刻を施し、三叉文や入組文を

描き出している。赤彩される資料も多い。

　全て、分割されており完形品で出土することはごくまれである。文様があることから１個体に復原

することが比較的容易で、石棒よりも接合率が高い。第���～���図に提示した。

　（４）異形石器

　異形石器は全部で��点出土している。形状はバリエーションが多く分類は困難であるが、平面形で

３２２
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第297図　岩版の分類
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第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第298図　岩版　（１）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

接合品�朱塗りⅠ�����������������凝灰岩Ⅱ��������������

接合品�朱塗りⅠ����������������凝灰岩Ⅱ����������������

接合品�朱塗りⅠ����������������凝灰岩Ⅱ����������������

接合品�朱塗りⅠ����������������凝灰岩Ⅱ����������������

接合品�朱塗りⅠ�����������������凝灰岩Ⅱ����������������

Ⅰ����������������凝灰岩Ⅲ�������������

Ⅰ�������������������凝灰岩Ⅰ��������������

Ⅰ����������������凝灰岩Ⅲ��������������
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第299図　岩版　（２）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

№�����と№�����接合Ⅲ������������������凝灰岩Ⅱ�������������������

Ⅲ�����������������凝灰岩Ⅱ���������������

Ⅲ����������������凝灰岩不明�����������

Ⅰ����������������凝灰岩Ⅰ�������������

Ⅰ����������������凝灰岩Ⅰ�������������

Ⅱ����������������凝灰岩砂層下�������������

線状痕？�����������������凝灰岩�������������

Ⅱ����������������凝灰岩Ⅰ�������������

Ⅰ���������������凝灰岩Ⅰ�������������

Ⅲ���������������凝灰岩��������������
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第300図　岩版　（３）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

№�����～№�����接合Ⅱ�������������������凝灰岩不明����������

接合品Ⅱ����������������凝灰岩不明�����������

接合品Ⅱ����������������凝灰岩不明�����������

接合品Ⅱ����������������凝灰岩不明�����������

接合品Ⅱ����������������凝灰岩不明�����������

Ⅱ����������������凝灰岩Ⅰ�������������

Ⅱ����������������凝灰岩Ⅰ�������������

Ⅱ����������������凝灰岩Ⅰ�������������

Ⅱ���������������凝灰岩Ⅱ�������������

Ⅱ����������������凝灰岩Ⅰ��������������
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第301図　岩版　（４）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

№�����と№�����接合Ⅲ������������������凝灰岩Ⅰ��������������

接合品Ⅲ����������������凝灰岩Ⅰ���������������

接合品Ⅲ����������������凝灰岩Ⅰ���������������

Ⅲ����������������凝灰岩Ⅱ�������������

Ⅱ����������������頁岩Ⅲ��������������



大きく６種類に分けた（第���図）。四足獣の様に見えるⅠ・Ⅱ類や、中期末から後期前半に多く作ら

れる三脚石器の系譜を引くⅣ類などがある。第���～���図に示した。

　（５）円盤状石製品

　円盤状石製品は、全部で��点出土している。周囲を打ち欠いただけのＡ類と周囲を研磨したＢ類の

二種類がある（第���図）。

　使用石材は、頁岩、玄武岩、輝石安山岩の板状の原礫や粗割剥片を用いる。水平に発達する石材の

節理面を、背腹面に対して平行になるようにして用いる。したがって円盤状を形成するための側面調

整は、節理面に直交するように施される。「石の目」に反しての調整であるから、調整剥片は小形の

横長貝殻状となる。

　円盤状石製品の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％

と最頻値を示す。幅は、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％

と最頻値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％

と最頻値を示す。重量は、最大�����ｇ、最小���ｇ、平均����ｇで、����～����ｇのものが��点����％

と最も多い。円盤状石製品の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

　（６）石球

　石製品の中に敲打・研磨によって球形を作り出した球状石製品「石球」がある。成形技法は、敲

石・磨石と同じであるが、形態がより球に近く「投弾」や儀礼的な祭祀具を思わせるため、別器種と

３２７
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第302図  異形石器の分類
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第303図  異形石器　（１）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

Ⅰ�����������������頁岩Ⅲ��������������

Ⅰ����������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅰ��������������頁岩不明����������

Ⅰ��������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅱ��������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅱ���������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅱ��������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅲ��������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅲ��������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅲ���������������頁岩Ⅰ��������������
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第304図  異形石器　（２）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

Ⅲ����������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅲ��������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅲ��������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅳ����������������頁岩Ⅱ�������������

Ⅲ��������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅲ��������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅳ��������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅳ��������������頁岩Ⅲ��������������

Ⅳ��������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅳ����������������頁岩Ⅰ��������������
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第305図  異形石器　（３）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

Ⅲ��������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅲ��������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅲ��������������頁岩Ⅰ������������

Ⅲ�������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅴ����������������頁岩Ⅱ�������������

Ⅴ��������������頁岩Ⅲ��������������

Ⅴ��������������頁岩Ⅱ�������������

Ⅵ�����������������頁岩Ⅲ��������������

Ⅵ��������������頁岩Ⅱ��������������

Ⅵ��������������頁岩Ⅰ���������������

Ⅵ��������������頁岩Ⅰ�������������

アスファルト付Ⅵ��������������頁岩Ⅲ���������������



して分別した。全部で��点出土している。

　石球の長さは、最大����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが４点����％と最頻

値を示す。幅は、最大����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが６点����％と最頻

値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが６点����％と最頻

値を示す。重量は、最大�����ｇ、最小���ｇ、平均����ｇで、����～����ｇのものが３点����％と最

も多い。実測図はないが、石球の各サイズ分布を第���図・第��表に示した。

　（７）石冠

　石冠は２点出土した。第���図１は、先述の岩偶（第���図）や磨製石斧（第���図）に似て、全面に

敲打痕を残し、火を受けて変色している。第���図２は、次に述べる有孔石製品と製作法が似る。使用

石材も同じで、軟質の緑色凝灰岩である。表裏上方に穿孔しているが、盲孔である。

　（８）有孔石製品

　有孔石製品は、全部で��点出土している。これらは孔・溝の有無と平面形で、Ａ～Ｄの４類に大き

く分かれる。

　Ａ類は、１孔式のものである。勾玉状のものと球形を呈するものに、２細分できる。それぞれをＡ

Ⅰ、ＡⅡ類とする。ＡⅠ類は５点����％、ＡⅡ類は２点���％である。

　Ｂ類は、多孔式のものである。ボタン形、鰹節形（有孔）、鰹節形（有孔有溝）と、平面形と溝の

有無で３細分できる。それぞれをＢⅠ類、ＢⅡ類、ＢⅢ類とする。ＢⅠ類は３点����％、ＢⅡ類は��

点����％、ＢⅢ類は１点���％である。

　Ｃ類は、鰹節形で溝を持つものである。溝の付け方で細分できるが、ここでは一括した。５点����％

である。

　Ｄ類は、有孔石製品の素材で孔・溝を持たないものである。盲孔であっても孔を開ける意志が明瞭

なものは未製品として各類型に分類した。本類とした３点����％は、研磨が終了した段階でストップ

している。第���図６は、瑪瑙製で特に注目される。おそらく牙玉を意識したものと考えられる。

　有孔石製品の長さは、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが５点����％と

最頻値を示す。幅は、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが９点����％と最
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第306図  円盤状石製品の分類



頻値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが��点����％と最

頻値を示す。重量は、最大����ｇ、最小���ｇ、平均����ｇで、����ｇのものが６点����％と最頻値を

示す。有孔石製品の各サイズ分布は第���図・第��～��表に示した。

　他に、形態が特異で、意図的に搬入されたと推定できる礫（「奇石」とする）もここに掲載した。

　６　素材

　（１）赤礫（ベンガラ・鉄石英・鉄鉱石）

　本遺跡から出土したベンガラ・鉄石英・鉄鉱石は、�����点約��㎏（���������ｇ）にも及ぶ。他遺

跡と比べて異常な数値である。

　本稿ではベンガラ・鉄石英・鉄鉱石を分離せず、便宜的に赤礫として一括している。その理由は、

本体の大部分は未風化の鉄石英であっても外皮の一部は風化してベンガラとなっているものが多く、

画一的な一線は引けないからである。さらにベンガラによる顔料生産の工程を考えたとき、内部が未
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第307図  円盤状石製品サイズの特徴

第79表　円盤状石製品サイズの特徴（全90点）
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第308図  円盤状石製品　（１）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

������������������安山岩Ⅰ������������

������������������輝石安山岩Ⅰ������������

一部未調整������������������流紋岩Ⅰ������������
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第309図  円盤状石製品　（２）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

一部未調整������������������安山岩Ⅰ������������

������������������安山岩Ⅰ������������

������������������輝石安山岩Ⅰ������������
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第310図  円盤状石製品　（３）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

�����������������安山岩Ⅱ������������

赤色顔料�����������������安山岩Ⅰ������������

磨り痕有り������������������玄武岩Ⅰ������������

�����������������頁岩Ⅰ������������

�����������������玄武岩Ⅰ������������

������������������安山岩Ⅰ������������

�����������������輝石安山岩Ⅰ������������
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第311図  円盤状石製品　（４）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

�����������������頁岩Ⅱ������������

一部未調整������������������輝石安山岩Ⅱ������������

������������������輝石安山岩Ⅱ������������

線刻有り����������������安山岩Ⅱ�������������

一部未調整�����������������安山岩Ⅱ������������

������������������頁岩Ⅱ������������

擦痕有り�����������������安山岩Ⅰ������������



風化かどうかはあまり重要ではない。縄文人が目的とした部分は、外皮の風化部分である。

　赤礫は、風化の度合いを３段階（強・中・弱）に分類し、さらに風化面における管状構造（表皮の

あばた）の有無によって２細分した。風化の度合いは、表皮が「ベタッとした粘土状」を呈するもの

＝強、「指に赤い粉が付くもの」＝中、「何も付かないもの」＝弱とする。

　風化度の強いものは���点����％、中のもの���点����％、弱のもの���点����％という内訳である。

赤礫の�����点����％には中以上の風化が認められる。遺跡には、度合いの強弱こそあれ風化したもの

が持ち込まれている。

　管状構造を持つものは�����点����％に対して、持たないもの���点����％である。��％を超える赤

礫に管状構造が認められる。風化度と同様に、表面に管状構造を持つことが、持ち込みの要因になっ

ている。

　では、風化度と管状構造の対応を見る。風化度の強弱に対する管状構造の有無は、風化度強＋管状

構造有り���点����％、風化度強＋管状構造無し��点���％、風化度中＋管状構造有り���点����％、風
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第312図　石球サイズの特徴

第80表　石球サイズの特徴（全20点）
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第313図　石冠　（１）

備考重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

焼き跡有り�����������������安山岩Ⅰ�������������

������������������凝灰岩Ⅰ�������������
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化度中＋管状構造無し��点���％、風化度弱＋管状構造有り���点���％、風化度弱＋管状構造無��点

���％となる。

　管状構造を持つ赤礫の比率は、風化度の低下と一致して減少する（����％→����％）。それでも風化

度強と風化度中では、管状構造を持つもの����％と����％を占めており、外皮状態における管状構造

の有無が、原石獲得や遺跡持ち込みへの重要な条件であったことがわかる。このことは風化していな

い原石であっても、管状構造を持つものが少なくない（����％）ことからも判明する。

　風化度中、または弱でありながら管状構造が発達する��点は、観察結果が矛盾するようだが実在す

る。このような観察結果が出る理由は、外皮面に石英質の脈が縦横に走り、直径３㎜内外のクレーター

が多く開く蜂の巣状（石英脈が壁となる）で、各セル中に粘土状のベンガラがこびりついているから

である。これらは背面からだけ見ていれば、内部までどれだけのベンガラが入っているものかと期待

させる産状を呈する。このような外皮面を持つものが持ち込まれていること自体、縄文人の赤礫選択

基準が「管状構造を持つこと」にあったことは間違いない。
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第315図　有孔石製品サイズの特徴



　上述のように縄文人が、赤礫の外皮の状態を原料獲得の基準としていたことは、この素材に対する

剥片剥離技術の選択制を大きく規定することになった。以下原石��点を除く、剥片���点と石核���点

を分析対象とする。

　赤礫石核と剥片の風化度百分率をＦ分布表により検定した。結果は、危険率��％で帰無仮説「風化

度強の剥片は風化度強の石核に対して少ないとはいえない」を棄却することができた（Ｆ�＝����＞Ｆ

（����）＝����）。すなわち風化度強の剥片比率����％は、風化度強の石核比率����％よりも明らかに少

ない。これは、何を意味するのだろうか。

　石核は廃棄物であるから、本来存在したであろう数量比を比較的よく残していると考えられる。ま

た、剥片は一撃で割ったときに多くの剥片が飛び散るが、おなじ比率で割れると仮定すれば、石核と

同様に本来存在した比率を大きく違えることはないはずである。

　問題は風化度の強いものは石核の外側、風化度の弱い部分は石核の内側にあることから、剥片剥離

の進度と風化度の低下は比例することになるはずである。赤礫石核の目的的剥片が、外皮風化度の強

い部分であるならば、石核は外皮風化面が除去された段階で捨てられることになり、比率は風化度が

弱いものが強いものに数量的に勝るはずである。
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第82表　有孔石製品ＡⅠ類サイズの特徴（全５点）第83表　有孔石製品ＡⅡ類サイズの特徴（全２点）

第84表　有孔石製品ＢⅠ類サイズの特徴（全３点）第85表　有孔石製品ＢⅡ類サイズの特徴（全10点）

第86表　有孔石製品Ｃ類サイズの特徴（全５点） 第87表　有孔石製品Ｄ類サイズの特徴（全３点）

第88表　有孔石製品形態別数量

第316図　有孔石製品形態比率
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第317図　石製品（１）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

��Ⅰ����������������変質流紋岩Ⅰ������������

有孔石製品��Ⅰ��������������安山岩Ⅲ��������������

有孔石製品��Ⅰ��������������凝灰岩Ⅱ�������������

有孔石製品の未製品��Ⅰ��������������安山岩Ⅲ��������������

有孔石製品・ブルータフ��Ⅰ��������������凝灰岩Ⅰ�������������

��Ⅱ���������������凝灰岩Ⅰ�������������

玉��Ⅱ������������変質流紋岩排土����������

ボタン状��Ⅰ����������������凝灰岩Ⅲ��������������

ボタン状��Ⅰ��������������凝灰岩Ⅲ��������������

ブルータフ��Ⅱ���������������凝灰岩Ⅰ��������������

ブルータフ��Ⅰ��������������凝灰岩表採�����������

ブルータフ・装身具��Ⅲ����������������凝灰岩Ⅱ��������������
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第318図　石製品（２）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

ブルータフ・装身具��Ⅱ����������������凝灰岩Ⅲ��������������

ブルータフ・装身具��Ⅱ����������������凝灰岩Ⅰ�������������

ブルータフ��Ⅱ����������������凝灰岩Ⅲ��������������

ブルータフ��Ⅱ����������������凝灰岩Ⅰ�������������

��Ⅱ���������������凝灰岩表採����������

ブルータフ��Ⅱ���������������凝灰岩Ⅱ�������������

��Ⅲ����������������安山岩Ⅱ��������������

��Ⅱ����������������凝灰岩Ⅱ��������������
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第319図　石製品（３）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

�����������������凝灰岩Ⅱ�������������

欠損品���������������凝灰岩Ⅰ�������������

�����������������安山岩Ⅰ��������������

�����������������頁岩Ⅰ�������������

�����������������凝灰岩Ⅰ�������������

�����������������瑪瑙Ⅰ�������������

���������������凝灰岩Ⅰ�������������
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第320図　石製品奇石（４）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

腕輪�����������������凝灰岩Ⅰ�������������

朱塗り�����������������安山岩Ⅲ��������������

６面体、奇石�����������������石英Ⅰ�������������

����������������凝灰岩表採���������

�����������������安山岩Ⅱ�������������

奇石�������������������安山岩Ⅰ������������



　ところが石核の場合ほぼ同数である。持ち込まれた原石の比率では、風化度の強いものが弱いもの

に勝っていることから、優先的に風化度の強いものを消費し、ある程度剥離が進んだ段階で捨ててい

ることを示している。原石における風化度比率を反映して剥片が出土するならば、当然剥片の風化度

が強いものばかりになるはずだが、実際の結果は検定したとおり、風化度の強い剥片が明らかに少な

いことがわかった。

　この理由を考えると、先述の目的的剥片の使用方法＝顔料の素材と結びつく。すなわち、風化した

剥片は磨り潰されて顔料となり、土器や土偶に塗られ、また死者に撒かれて消費された結果が、風化

度の強弱数量比の逆転として現れたものと考えてよい。

　（２）剥片・Ｒ.Ｆ.・Ｕ.Ｆ.について

　剥片は������点出土している。使用されている石材は��％以上が頁岩で、他は凝灰岩と安山岩であ

る。この傾向は、リタッチのある剥片（以下Ｒ�Ｆ�）・使用痕のある剥片（以下Ｕ�Ｆ�）とも同じである。

　剥片の長さは、最大�����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが�����点と最頻値を

示す。幅は、最大�����㎜、最小���㎜、平均���㎜で、����～����㎜のものが������点と最頻値を示す。

厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均���㎜で、���～����㎜のものが������点と最頻値を示す。重量

は、最大�����ｇ、最小����ｇ、平均���ｇで、５ｇ以下のものが������点と最頻値を示す。重量分布

を１ｇごとにみると���～���ｇのものが�����点と最も多い。剥片の各サイズ分布は第���図・第��表

に示した。

　Ｒ�Ｆ�は������点出土している。長さは最大�����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜の

ものが�����点と最頻値を示す。幅は、最大�����㎜、最小����、平均����㎜で、����～����㎜のもの

が�����点と最頻値を示す。厚さは、最大�����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、６��～����㎜のものが

�����点と最頻値を示す。重量は、最大�������ｇ、最小���ｇ、平均����ｇで、６��～����ｇのものが

�����点と最頻値を示す。重量分布を１ｇごとにみると６ｇのものが���点と最も多い。Ｒ�Ｆ�の各サ

イズ分布は第���図・第��表に示した。

　Ｕ�Ｆ�は�����点出土している。長さは最大�����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のも

のが�����点と最頻値を示す。幅は、最大�����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが
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第322図　赤礫（鉄鉱石・鉄石英・ベンガラ）（１） １～３楔形石器　４～７剥片

あばた風化分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

有強楔����������������鉄石英Ⅱ�������������

有強楔��������������鉄石英Ⅰ��������������

有中楔����������������鉄石英Ⅱ��������������

有強剥片����������������鉄石英Ⅱ��������������

有中剥片����������������鉄石英Ⅰ��������������

有強剥片����������������鉄石英Ⅰ�������������

有強剥片����������������鉄石英Ⅰ�������������
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第323図　赤礫（鉄鉱石・鉄石英・ベンガラ）（２）１剥片　２・３石核

あばた風化分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

有強剥片����������������鉄石英Ⅱ��������������

有強石核����������������鉄石英Ⅰ��������������

有中石核����������������鉄石英Ⅰ�������������
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第324図　赤礫（鉄鉱石・鉄石英・ベンガラ）（３）１～７石核　８原石

あばた風化分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

有強石核����������������鉄鉱石Ⅰ��������������

無強石核����������������鉄鉱石Ⅰ��������������

有強石核����������������ベンガラⅠ�������������

有中石核����������������鉄石英Ⅰ��������������

有弱石核����������������ベンガラⅠ��������������

有中石核���������������ベンガラⅠ��������������

無強原石����������������鉄鉱石Ⅰ�������������

有中石核���������������ベンガラⅡ��������������



�����点と最頻値を示す。厚さは、最大���㎜、最小���㎜、平均���㎜で、���～����㎜のものが�����

点と最頻値を示す。重量は、最大�����ｇ、最小����ｇ、平均����ｇで、���～����ｇのものが�����点

と最頻値を示す。重量分布を１ｇごとにみると６ｇのものが���点と最も多い。Ｕ�Ｆ�の各サイズ分布

は第���図・第��表に示した。

　これら剥片・Ｒ�Ｆ�・Ｕ�Ｆ�のサイズ分布の対称性から、その特徴を記述する。剥片長の尖度���、

歪度���に対して、Ｒ�Ｆ�長の尖度���、歪度���、Ｕ�Ｆ�長の尖度���、歪度���となる。剥片幅の尖度

���、歪度���に対して、Ｒ�Ｆ�幅の尖度���、歪度���、Ｕ�Ｆ�幅の尖度���、歪度���となる。剥片厚

の尖度����、歪度���に対して、Ｒ�Ｆ�厚の尖度����、歪度���、Ｕ�Ｆ�厚の尖度���、歪度���となる。

剥片重量の尖度�������、歪度����に対して、Ｒ�Ｆ�重量の尖度����、歪度���、Ｕ�Ｆ�重量の尖度����、

歪度���となる。

　剥片を基本として����・����と比較する。正規分布の場合、尖度＝３、歪度＝０である。サンプ

ル数が最も多い剥片が最も正規分布に近い。
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第325図　剥片サイズの特徴

第89表　剥片サイズの特徴（全49,700点）



　剥片の尖度は、長さ・幅・厚さ・重量のいずれも３より大きい（尖度＞３）。����・����では厚さ

と重量のみが３より大きく、長さと幅は３より小さい（尖度＜３）。また、重量も剥片－����・����

はプラスの値を示す。これらのことから、長さ・幅・重量は、����・����の方がまとまりがよい。

　歪度については、剥片・Ｒ�Ｆ�・Ｕ�Ｆ�のいずれも０よりも大きい（歪度＞０）ことから、最頻値

は平均値よりも小さく、分布の裾は右へ（大きい値の方へ）のびることを示している。Ｒ�Ｆ�の厚さ

をのぞいていずれも剥片の歪度が大きい（剥片の歪度－Ｒ�Ｆ�・Ｕ�Ｆ�の歪度＝正の値）。

　尖度・歪度とも厚さをのぞいて、Ｒ�Ｆ�・Ｕ�Ｆ�の方が小さな値を示すことから、剥片に比べてま

とまりがよいことがわかる。特に尖度＜３となることは、素材剥片からある特定範囲のサイズの個体

を目的的剥片として選択していることを示す。

　反面、（剥片厚さの尖度・歪度）－（Ｒ�Ｆ�厚さの尖度・歪度）は負の値を示す。これは、厚さの選

択幅が大きいことを示す。分布曲線はより分厚いものの方向へ裾をのばすから、Ｒ�Ｆ�は、素材剥片

の中で相対的に分厚いものを選択的に使用していたことを示す。

　このような特徴を示す理由は、Ｒ�Ｆ�・Ｕ�Ｆ�の使用目的の差に規定されていると考えられる。Ｒ�Ｆ�
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第326図　Ｒ.Ｆ.サイズの特徴



は縁辺を粗く調整してエッジをつけるので、分厚いものを志向する。

　この点は、剥片とＲ�Ｆ�・Ｕ�Ｆ�の長さの平均値・最頻値と関連して理解される。剥片長平均値����

㎜、最頻値����～����㎜に対し、Ｒ�Ｆ�長平均値����㎜、最頻値が����～����㎜、Ｕ�Ｆ�長平均値����

㎜、最頻値����～����㎜となる。剥片長では平均値と最頻値のズレが��㎜以上あるのに対して、Ｒ�Ｆ�・

Ｕ�Ｆ�では最大でも��㎜のズレである。

　剥片長の平均値と最頻値のズレが大きいのは、目的的剥片以外に大量に剥離される小形剥片

��������のサイズに影響されるところが大きい。

　以上より、素材剥片の最頻値よりも��㎜長い剥片を目的的剥片として選択していることがわかる。

そして、剥片では長さの平均値＜最頻値であるのに対し、Ｒ�Ｆ�・Ｕ�Ｆ�の長さでは平均値＞最頻値

と逆転する。つまり、Ｒ�Ｆ�・Ｕ�Ｆ�長では大形の剥片側へ分布の裾がのびることを示しているから、

素材剥片最頻値よりも長いものを目的的剥片としていることが理解される。Ｒ�Ｆ�・Ｕ�Ｆ�では平均値

－最頻値のズレが最大��㎜に収まることは、分布曲線の歪み＝歪度を小さくしている。これらの特徴

は、幅と厚さについても当てはまる。
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第327図　Ｕ.Ｆ.サイズの特徴
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第328図　剥片（１）

備考重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

接合品・素材��������������������凝灰岩Ⅰ�������������

接合品・素材��������������������凝灰岩Ⅰ������������



　したがって、Ｒ�Ｆ�・Ｕ�Ｆ�サイズの尖度が素材剥片より低いことは当然で、目的的に一定のサイ

ズ以上のものを選択していることから、すでに選ばれたものは（選択された中での大小があっても）

全て使っているのである。

　Ｒ�Ｆ�の厚さについて尖度が���と非常に高い点は注目される。素材剥片・Ｒ�Ｆ�・Ｕ�Ｆ�共に６～

��㎜を最頻値とするから、この厚さのものが目的的剥片となっていることは容易に理解される。剥片

厚の分散����、標準偏差���に対して、����厚では分散����、標準偏差���であるから、まとまりが比

較的よいのはわかる。

　剥片のサイズは独立変数ではないから、長さ・幅・厚さ・重量の増減は、高い相関関係を持つはず

である。ところが、Ｒ�Ｆ�厚の尖度が長さ・幅に対して目立って高いのは、Ｒ�Ｆ�は使用による刃部

再生によってサイズが小さくなっていくことと関係するのだろう。石器のリダクションでは、長幅比

の変化は著しいが、厚さはほとんど変わらない。

　Ｒ�Ｆ�は、２分割以上されるものが非常に多い。このような石器は、秋田県内の縄文時代遺跡では

ごく一般的と考えられ、意識的に同定につとめた結果、近年類例もいくつか報告されている�（註３）。森
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第329図　剥片（２）

備考重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

№����と№�����接合��������������������凝灰岩Ⅰ������������������



吉山ダム関連遺跡では、日廻岱Ａ・砕渕両遺跡で、秋田県県北域内では、大館市根下戸Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ遺

跡で取り上げられた切断石器・Ｒ�Ｆ�・Ｕ�Ｆ�のなかに、類似した折取りによって刃部を更新するＲ�Ｆ�

が多く存在している。ここで必要とされる刃部は角度が直角のエッジであり、おそらくは木・骨・角

に対するスクレイピング（掻き取り・こそぎ取り）を主な動作とする。

　（３）石核

　石核は、全部で�����点出土している。

　打面・作業面の設定位置と打面転移方向及び剥片剥離方向で大きく３類に分けられる（第���図）。

Ⅰ類を求心形、Ⅱ類を多面体形、Ⅲ類を打面作出形とした。Ⅰ、Ⅱ類はチョッパー、チョッピング・

トゥール状、Ⅲ類はサイコロ形を呈する。技術的な特徴は以下の３点に集約される。

①打面・作業面を頻繁に入れ替えて、転移を繰り返す。

②剥片剥離角（石核打面と作業面のなす角度）が、��～���度内にほぼ収まること。

③��％以上の石核は複合剥離面打面で、残りが単純剥離面打面となり、打面調整は見あたらないこと。

　特徴③は、剥片に残された打面が８割がた単純剥離面打面、残された２割が複合剥離面打面である

のと逆転しているように見える。

　しかし、これは共通した技術による所産である。石核の複合剥離面打面が卓越するのは、すなわち

打面作業面の頻繁な入れ替えによるものである。それはチョッピング・トゥール状のⅡ類石核に顕著

に表れる。剥片の打面に残る複合剥離面打面は、当然石核の複合剥離面打面の稜を取り込んだもので

あり、打面転移の目的が剥片剥離を行いやすい平滑な打面の選択にあった以上、単純剥離面打面が剥

片に残るのは至極当然のことだろう。

　採用される剥離技術と結果である最終的な石核形態の差は、素材となった原石形態と初期分割法に

規定されていると考えられる。特にⅠ・Ⅱ類とⅢ類の差は、初期段階での母岩選択差によるものだろ

う。また、Ⅰ類とⅡ類で採用される剥片剥離技術には本質的な差はない。より厚みの少ない原石を使

うとⅠ類となり、厚みのある原石を選択すると打面転移方向選択の幅が広がることによる。

　さらに本遺跡の石核は、容易にコア・スクレイパー（ＣＳＣ）への機能変換がなされる。石核長の
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最頻値が��㎜短いのは、それだけ剥離が進んでいることを示すものと考えられる。石核とＣＳＣの不

偏分散をＦ分布表で検定するとＦ�＝����≧Ｆ（�％）＝����となり高度に有意差がある。母分散が異な

ることが判明したので、石核の不偏分散・標準偏差がＣＳＣより大きいのは、当然石核の大きさがＣ

ＳＣよりもばらつく傾向があることを示している。つまり、石核の大きさは、大小様々である。

　さらに石核とＣＳＣの長さ・幅の平均値に対するｔ検定では有意差が出ないが、厚さと重量に対し

ては高度に有意差がある（厚さのｔｓ������≧ｔ（１％）�����、重量のｔｓ＝����≧ｔ（１％）�����）。

つまり、平均値の上では平面の大きさは変わらないが、石核では厚さと重量が大きい。このことは石

核に要求される第１の機能が「良質の剥片をたくさんとること」であることから、厚みのある（つま

り作業面長を長く設定できる）素材を選択していることを示す。重量は厚さの増加に伴う。

　また、石核長とＣＳＣ長では、最頻値が��㎜異なる。最も必要とされるサイズが異なること、そし

て石核はより変形が進んでいることを示す。

　石核の長さは、最大�����㎜、最小����㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが���点����％と最

頻値を示す。幅は、最大�����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが���点����％と最
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第331図　石核サイズの特徴

第92表　石核サイズの特徴（全1,108点）
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第332図　石核　（１）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

Ⅰ������������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅰ�����������������頁岩Ⅰ������������
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第333図　石核　（２）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

Ⅱ�����������������頁岩Ⅱ������������

Ⅱ����������������頁岩Ⅰ�������������
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第334図　石核　（３）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

Ⅰ�����������������頁岩Ⅱ������������

Ⅰ�������������������頁岩Ⅱ������������
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第335図　石核　（４）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

Ⅲ��������������������頁岩Ⅲ��������������
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第336図　石核　（５）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

Ⅱ������������������頁岩Ⅱ������������

Ⅱ�����������������頁岩Ⅱ������������
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第337図　石核　（６）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

Ⅲ������������������頁岩Ⅱ������������

Ⅲ�����������������頁岩Ⅰ������������



３６３

第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第338図　石核　（７）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

Ⅲ������������������頁岩Ⅰ�������������

Ⅲ������������������頁岩Ⅰ������������



頻値を示す。厚さは、最大����㎜、最小���㎜、平均����㎜で、����～����㎜のものが���点����％と

最頻値を示す。重量は、最大�������ｇ、最小���ｇ、平均����ｇで、����～����ｇのものが��点と最

頻値を示す。石核の各サイズ分布は第���図・第��表に示した。

註１　阿部朝衛「先史時代人の失敗と練習－石鏃と磨製石斧の分析から－」『考古学雑誌』第��巻第１号　１－��ｐ．（����）、

　　　阿部朝衛「石鏃」『峠下聖山遺跡』七尾町教育委員会　ｐ．���－���　���ｐ．（����）

註２　吉田集而編著『生活技術の人類学』９ｐ．���ｐ．平凡社（����）、

　　　佐藤宏之『日本旧石器文化の構造と進化』柏書房（����）

�
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第339図　石核　（８）

備考分類重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺物№番号図版№

Ⅲ�������������������頁岩Ⅰ������������
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第４節　縄文時代晩期の石器・石製品

第340図　接合資料（剥片と石核）

備考重量（ｇ）厚さ（㎜）幅（㎜）長さ（㎜）石材層位出土位置遺跡№番号図版№

剥片����������������黒曜石Ⅰ��������������

石核����������������黒曜石Ⅰ��������������



　　第５節　中世・近世の遺物

　１　陶磁器・製鉄関連遺物・木器

　（１）陶磁器

　５点出土している。第���図１は、森田編年�（註１）龍泉窯Ⅰ類の青磁碗で、時期は、��世紀である。

　２以降は近世陶磁器の碗である。産地は伊万里の波佐見周辺である。

　（２）製鉄関連遺物

　碗形滓が１点出土している。

　（３）木器

　棒状を呈する物が７点、板状を呈する物が２点出土した。いずれも折れている。第���図１・７～９

は、直径１㎝を超える棒状木製品である。９は頭部に抉りがはいる。４～６は、箸、又は斎串である。

註１）森田勉「太宰府出土の中国輸入陶磁器について－型式分類と編年を中心として－」『太宰府陶磁器研究－森田勉氏遺稿

集－』��－���ｐ．（原典は横田賢次郎との共著（����年）『九州歴史資料館研究紀要』４集　１－��ｐ．（����）
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第２章　捨て場と遺物

第341図　中世・近世遺物　１龍泉窯青磁　２～５近世国産陶磁器　６碗形滓
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第５節　中世・近世の遺物

第342図　木器　（１）



第３章　自然科学分析

第１節　森吉町向様田Ａ遺跡出土土器付着物の��Ｃ年代測定

総合研究大学院大学　博士後期課程　日本歴史研究専攻　小林謙一

国立歴史民俗博物館　情報資料研究部　今村峯雄

国立歴史民俗博物館　情報資料研究部　坂本　稔

国立歴史民俗博物館　情報資料研究部　陳　建立

　向様田Ａ遺跡出土縄紋土器の、土器付着炭化物の��Ｃ年代測定を試みた。試料番号はＡＫＴとした。

　今回、４点の縄紋土器（表１）から、測定用の炭化物を採取し処理したが、２点は充分な炭素量が

回収できず、２点について��Ｃ年代を得た。以下に、採取試料の状況、処理方法、測定及び暦年較正

を報告する。

表１　測定対象資料と炭化物の状態

１　炭化物の処理

　試料については、以下の手順で試料処理を行った。①の作業は、国立歴史民俗博物館の年代測定資

料実験室において小林、②③は、坂本・陳が行った。

①前処理：有機溶媒による油脂成分等の除去、酸・アルカリ・酸による化学洗浄（ＡＡＡ処理）。

　まずアセトンに浸け振とうし、油分など汚染の可能性のある不純物を溶解させ除去した（３回）。

ＡＡＡ処理として、��℃、各１時間で、希塩酸溶液（１Ｎ－���）で試料に含まれる炭酸カルシウム

等を除去（２回）し、さらにアルカリ溶液（０�１Ｎ－Ｎ�ＯＨ）でフミン酸等を除去する。３－４回処

理を行い、ほとんど着色がなくなったことを確認した。さらに充分（���分）に酸処理を行い中和後、

水により洗浄した（３－４回）。各試料は、採取した総重量（表２の採取量（㎎）以下同じ）、ＡＡ

Ａ前処理を行った量（処理量）、前処理後回収した量（回収量）、ガス精製に供した量（精製）、二

酸化炭素の炭素相当量（ガス）を、それぞれ表２に示す。通常は、基本的に前処理した試料の半分を

精製している。土器付着物については、前処理のうち、最初のアルカリ溶液を保存してある。

②二酸化炭素化と精製：酸化銅により試料を酸化（二酸化炭素化）、真空ラインを用いて不純物を除

去。

③グラファイト化：鉄触媒のもとで水素還元しグラファイト炭素に転換。アルミ製カソードに充填。

　ＡＡＡ処理の済んだ乾燥試料を、���㎎の酸化銅とともにバイコールガラス管に投じ、真空に引いて

ガスバーナーで封じ切った。このガラス管を電気炉で���℃で３時間加熱して試料を完全に燃焼させた。

３６８

挿図№型式時期付着部位炭化物の状態注記ＡＫＴ№

第��図９大洞Ｃ１台付鉢縄紋晩期口縁内土器付着ＳＴ１８３　ＬＱ３５ａ　№３５７－１���

第��図６大洞Ｂ－Ｃ縄紋晩期胴内土器付着ＳＴ１８３　ＬＲ３６Ⅱ　№３９８���

第��図５大洞Ｂ２縄紋晩期胴外文様上土器付着ＳＴ１８４　№１２０２－１���

第��図８大洞Ｃ１縄紋晩期胴内土器付着ＳＴ１８３　ＬＯ３４ｂ　№４２２���



得られた二酸化炭素には水などの不純物が混在しているので、ガラス真空ラインを用いてこれを分離・

精製した。

　���㎎のグラファイトに相当する二酸化炭素を分取し、水素ガスとともにバイコールガラス管に封じ

た。これを電気炉で���℃で��時間加熱してグラファイトを得た。管にはあらかじめ触媒となる鉄粉が

投じてあり、グラファイトはこの鉄粉の周囲に析出する。グラファイトは鉄粉とよく混合した後、穴

径１㎜のアルミニウム製カソードに��㎏�の圧力で充填した。

２　測定結果と暦年の較正

　ＡＭＳによる��Ｃ測定は、炭素��標準試料（ＮＩＳＴ）とともに加速器分析研究所（測定機関番号

ＩＡＡＡ）に依頼して行った。

　年代データの��ＣＢＰという表示は、西暦����年を基点にして計算した��Ｃ年代（モデル年代）であ

ることを示す（ＢＰまたは��ＢＰと記すことも多いが、本稿では��ＣＢＰとする）。��Ｃの半減期は国

際的に�����年を用いて計算することになっている。誤差は測定における統計誤差（１標準偏差、��％

信頼限界）である。

　ＡＭＳでは、グラファイト炭素試料の��Ｃ���Ｃ比を加速器により測定する。正確な年代を得るには、

試料の同位体効果を測定し補正する必要がある。同時に加速器で測定した��Ｃ���Ｃ比により、��Ｃ���Ｃ

比に対する同位体効果を調べ補正する。表には、加速器分析研究所による誤差を付して記してある。

��Ｃ���Ｃ比は通常、標準体（古生物���������化石の炭酸カルシウムの��Ｃ���Ｃ比）偏差値に対する

千分率δ��Ｃ�パーミル、‰�で示され、この値を－��‰に規格化して得られる��Ｃ���Ｃ比によって補正

する。補正した��Ｃ���Ｃ比から、��Ｃ年代値（モデル年代）が得られる（英語表記では������������	

���とされることが多い）。

��暦年較正��

　測定値を較正曲線��������（暦年代と炭素��年代を暦年代に修正するためのデータベース、����

年版）（���������	���	
�	����）と比較することによって実年代（暦年代）を推定できる。両者に統

計誤差があるため、統計数理的に扱う方がより正確に年代を表現できる。すなわち、測定値と較正曲

線データベースとの一致の度合いを確率で示すことにより、暦年代の推定値確率分布として表す。暦

年較正プログラムは、���������	��
に準じた方法で作成したプログラムを用いている。統計誤差は

２標準偏差に相当する、��％信頼限界で計算した。年代は、較正された西暦����ＢＣで示す。（　）内

は推定確率である。図は、各試料の暦年較正の確率分布である。

表２　試料の重量・炭素含有率

註）ｍはミネラル。ガス＊は、二酸化炭素ガス圧からの炭素換算量（㎎）。含有率１は回収量／処理量、含有率２はガス相当

量／精製用重量、含有率３は含有率１×含有率２。右欄外の１）は、処理①を小林、処理②③を坂本・陳が処理。２）は、

調整・測定は保留。
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第１節　森吉町向様田A遺跡出土土器付着物の14Ｃ年代測定

含有率３�％�含有率２�％�ガス＊精製用状態
試料の重量（㎎）

ＡＫＴ№
含有率１�％�回収処理採取

１）����������������良���������������

２）����������������良���������������

１）����������������良���������������

２）－－－－ｍ多���������������



表３　測定結果と暦年較正年代

����

註１）加速器分析研究所でのδ��Ｃ値は、加速器による測定であり、報告された誤差を付す。

註２）����－�������ＢＣは、����－�������ＢＣの暦年較正年代であることを示す。同様に、����－�������ＢＣも����－����

　　　���ＢＣを示す。

＜結果＞

　大洞Ｂ－Ｃ式に相当と考えられるＡＫＴ���（第��図６）は、紀元前����年以前、大洞Ｃ�式と考え

られるＡＫＴ���（第��図９）は、紀元前����年以前となり、ともにこれまでの測定結果からみるとや

や古い年代である。今後、測定例を増して検討を重ねたい。

　この分析は、日本学術振興会科学研究費　平成��年度基盤研究�Ａ・１�（一般）「縄文時代・弥生時

代の高精度年代体系の構築」（課題番号��������）の成果を用いている。試料の採取にあたっては、東

京芸術大学の建石徹、植月学両氏の協力を得た。試料処理においては、東邦大学野田稔、舛田奈緒子

両君の協力を得た。記して謝意を表します。
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第３章　自然科学分析

挿図№暦年較正������（２б）　（％）は確率密度分布炭素年代��ＣＢＰ１）
б��Ｃ‰（補正値）測定機関番号ＡＫＴ№

第��図９����－����　���％����－����　����％����－����　���％����－����　���％２９８０±４０－����±���ＩＡＡＡ３１１０１���

第��図６
　２）

����－����　���％����－����　����％����－����　���％３１１０±４０－����±���ＩＡＡＡ３１１０２���
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第１節　森吉町向様田A遺跡出土土器付着物の14Ｃ年代測定

①ＡＫＴ145　ＡＡＡ処理後　26倍 ②ＡＫＴ163　ＡＡＡ処理後　24.5倍

③ＡＫＴ159　ＡＡＡ処理後　23倍 ④ＡＫＴ164　ＡＡＡ処理後　24倍

⑤ＡＫＴ163　土器 ⑥ＡＫＴ163　土器内面　炭化物付着状況

⑦ＡＫＴ163　土器内面　炭化物付着状況 ⑧炭化物採取チェックシート



第４章　まとめ

　遺物の整理を進める過程で本遺跡の遺構についての理解が、����年度刊行の『遺構篇』考察とは大

きく変わった。

　『遺構篇』では捨て場数を２箇所とし、それぞれに北西部捨て場ＳＴ���、南西部捨て場ＳＴ���と呼

称していた。本書でも、発掘調査時及び『遺構篇』の呼称を尊重して「捨て場」の用語を使ってきた。

そしてＳＴ���、���以外の、別地点の小さな谷を埋める遺物の廃棄単位＝集中地点を１回性の遺物安

置行為ととらえ、遺物安置行為が複数回確認でき、遺跡内における遺物出土重量偏差値が��を超える

クラスターを、新たに３号と４号の「捨て場」として認定した。

　しかし本遺跡における「捨て場」の名称は、以下に述べる理由から「土器塚」の名称を使用するべ

きと考える。まず、土器塚を定義する。

　土器塚とは、����年の大山史前学研究所による遠部台遺跡発掘調査報告以来、����年の吉見台遺跡

概報などで一般的に用いられている概念・用語である�（註１）。土器塚は、以下の２点によって定義づけ

られる。

①堆積層のマトリクス（基質）は、土器・土器破片で構成される。

②完形土器・大形破片が集積される。集積行為は１箇所、または近接する複数箇所に１回から複数回

断続して行われて重層化する。加えて、土器集積行為が重層化した結果、その部分が盛り上がり「塚」

状を呈する場合が多い。

　遺物が大量に出る広義の「捨て場」から「土器塚」を弁別するためには、調査者が土器集積行為と

それが行われた場に、当事者の明確な意志を積極的に読み取ることが必要である。

　本遺跡の場合、各時期ごとに集積の重心点を移動しながら、数量の卓越する主体器種を中心として、

他器種がその周辺に配置されている。そして遺物の堆積が明確な饅頭形をとる。

　従って、前章まで「捨て場」と呼んでいた４基の遺構は、「土器塚」として墓域形成にともなう祭

祀を行った遺構として積極的に評価することが出来る�（註２）。土器塚の数的な認定基準を、土器出土重

量偏差値��以上のグリッドにおいた。偏差値は、全出土土器重量約���ｔを遺跡調査区全体の���グリッ

ドで割って１グリッド毎の出土土器重量平均値と標準偏差から算出したものである。出土土器重量平

均値が偏差値��である。もとより土壌より土器の方が多く、「土器をまとめておいたような状態」を示

していた。完形品が目立ち、割れているものも現位置において土圧でつぶれた状態であった。

　土器塚は大きな攪乱を受けておらず、遺物はその原位置を良く保っている。大洞ＢＣ式期における

注口土器、大洞Ｃ１式期における浅鉢の圧倒的な集積を中心として、その他の器種が周辺を取り巻く分

布状態が確認できた。また、石棒祭祀の様子をそのまま埋めた様な状態で検出した。

　土器塚内部には、焼土遺構ＳＮ��・��の２基が構築されており、薄い焼土の分布は全体に渡ってい

た。したがって、祭祀行為は焼土の分布と関連して土器塚全体で行われていた。「塚」を構築する過

程で、大きな焚き火が複数回焚かれているのは環状貝塚や大規模盛土遺構でもしばしば確認される。

これを祭祀行為と結びつけ、同時にかつて後藤和民が想定した様に、ある品目の生産に特化した生産

行為の結果でもあったと考えられる。
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　そこから、赤礫がＳＮ��にともなって分布することから、ベンガラ生産にかかわる遺構であること

を想定した。赤礫の原石・石核・剥片数量比とそれぞれの風化度組成比の間には、明確な有意差があ

る。すなわち、風化度の高い剥片は消費されることでその組成比率を大きく下げている。楔形石器が

多いことも、石核両面から風化部分を薄くそぎ取っていく必要から両極剥離が指向された結果であろ

うから、技術と目的的剥片が見事に合致した結果であるといえる�（註３）。

　大洞ＢＣ式と大洞Ｃ１式は、平均して��㎜の標高差を持って出土した。その値を検定したところ��％

の確率で高度に有意差があった。つまり、これら２型式は上下差を持って出土している。

　土器は遺跡全体から約���ｔ出土しており、そのうちの約���ｔを整理することが出来た。この���ｔ

に含まれる土器の最小個体数は、�����個体（誤差±３％）である。出土土器全量����では�����個体

（誤差±３％）となる。

　破片資料の土器組成比と、実測対象となった完形品のみから復原した土器組成比を比較すると、高

度の有意差が存在した。このことは、実測対象となる完形の精製土器による土器組成の復原が、実態

とは異なり、偏ったものであることを示す。遺跡の実態を示すためには破片資料を整理した上で、全

体に対してどれほどの信頼性を持つものかを提示する必要があることを指摘した。

　石器は８万点を超える全量にシリアルナンバーをふり、分析対象とした。北秋田郡における縄文時

代晩期の石器組成を代表する内容である。大量の石器計測から判明したことは、石器組成の特徴であ

り、器種それぞれに対して目的的剥片の選択性が異なることであり、再生による変形過程が異なるこ

とであった。殊に、石鏃はアスファルト付着の有無によって分類し、詳細な計測をして統計処理した

結果、完成品と失敗品の違いが明確となった。

　また、本遺跡では４点出土した石鍬、��点出土した土掘具が、縄文時代の多角的な生業形態を考え

る上で重要な問題を投げかけている。これらの器種が出現する歴史的意義を、秋田県南部山内村の虫

内Ⅰ遺跡遺跡発掘調査報告書「まとめ」�（註４）で、明確に述べている。そこでは、初期農耕の開始・受

容・展開に対する違いが、その後の東西日本における農業社会発展過程の差を規定したものとして、

当初から出現していたことを指摘している。

　アグロ・フォレストリの視点を導入するならば、新石器時代の開始とともに強化される森林資源の

管理的利用には、すでに焼き畑を含めた持続的生業システムを包括しているのであり、石鍬・土掘具

を農具として積極的に評価することが、縄文時代の社会観・生業観をより具体的に復原することにな

る。従来、縄文時代晩期に至って関東地方貝塚群における獣骨出土量の増加現象を、狩猟圧の強化と

して解釈しているが、クリ・ドングリを代表とする落葉広葉樹林の管理的利用に特化するならば、そ

こに競合する動物が多く出現するのは生態系の道理であり、上記農耕具が目に見える形で導入される

レベルにまでアグロ・フォレストリ・システムが発展した結果と解釈し直すことが出来る。

　石鏃は石器組成において���％をしめ、修正ウェーバー値第３位である主体器種のひとつである。石

鏃が多いことを狩猟の強化と短絡するのではなく、アグロ・フォレストリによってシカ・イノシシの

生活圏・ニッチ（生態学的地位）と重なり合い、植物資源の管理・確保の一端が、競合者たる動物へ

の狩猟として顕現したと考える方がより現実的である。

　そして、再度土器塚形成行為に立ち返るならば、単に土器を安置するだけでなく以下に示す様々な

行為が重層化した結果であることがわかる。
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①大洞ＢＣ式期における注口土器と精製鉢、大洞Ｃ１式期の浅鉢と台付鉢の卓越と大量消費が集中域を

形成すること。

②２号土器塚において石棒祭祀と石剣の大量破損・廃棄と共に行われていること。

③そこに石鏃が大量に組成すること。

④類似した器種であっても石器がそれぞれの分布域を独自に占めること。

　これらの様々な行動が独立して行われたはずがない。全ては有機的に関連し合う意味ある行為であ

り、それらを担った一人ひとりにセレモニー実行上の役割・立場があったことを類推させる。

　大塚�（註５）の模擬戦説はおくにしても、石剣を徹底して壊すことに意義を認めるならば、土器が原位

置で潰れている出土状況とは対極にあるのであり、そこにもセレモニーにおける振る舞いの違いを見

いだすことが可能である。つまり遺跡という「劇場」の土器塚という「舞台」で演じられた「演題」

の差である。縄文時代の祭祀行為を「身振り」�（註６）とアフォーダンス�（註７）から復原�（註８）することを試

みるならば、麻生優が構築した「原位置論」の現代的意義を再考し、発掘調査で実践する必要がある。

註１　池上啓介「千葉県印旛郡白井町遠部石器時代遺跡の遺物」『史前学雑誌』第９巻３号史前学会（����）、近森正他『佐

倉市吉見台遺跡発掘調査概要Ⅰ』佐倉市遺跡調査会（����）、近森正他『佐倉市吉見台遺跡発掘調査概要Ⅱ』佐倉市遺

跡調査会・佐倉市教育委員会（����）、財団法人印旛郡市文化財センター『千葉県佐倉市吉見台遺跡Ａ地点』���ｐ．

（����）、菅谷通保「���　遠部台遺跡・江原台遺跡」『千葉県の歴史　資料編考古１（旧石器・縄文時代）』���－���

ｐ．����ｐ．（����）、田川良「���　吉見台遺跡」『千葉県の歴史　資料編考古１（旧石器・縄文時代）』���－���ｐ．

����ｐ．（����）など。

註２　近年出版された秋田県埋蔵文化財センターの報告書では、「捨て場」が「遺構」として扱われる場合と「包含層」とし

て扱われる場合がある。前者は白坂・池内・萩の台・前通遺跡が、後者は伊勢堂岱・戸平川・桂の沢遺跡がある。戸沢

は「土器廃棄場」について、破損した土器を大量に捨てた集積場としながら、そこに「信仰上の行為」（祭祀）など様々

な付帯事項をつけて、個々の事象についてその性格を解明する必要があることを指摘している（註９） 。

　　　　以上からも「捨て場」という用語は、明確な定義がなされていない事は明らかである。貝塚（����������	
����（註��） ）

や盛り土遺構が「包含層」と呼ばれず、あくまで遺構として積極的に評価されているのは、その平面形態と層位を形成

したプロセスに対して、現代人が「古代人の行為に対する強い意志」を積極的に読み取ったからに他ならない。従って、

本遺跡の様に土器の集積行為と祭祀が強い関係を持つ遺物集積遺構に対しては、より厳密に「土器塚」という用語を適

用する。

註３　パリノ・サーヴェイ株式会社の五十嵐俊雄氏には、岩石鑑定をしていただき、「転石ではなく、これ程大量にあるなら、

近くの露頭から直接採取したはずだ。露頭がどこかにあるのではないか？」というコメントをいただいた。感謝いたし

ます。児玉（註��） による青森県宇越遺跡出土赤鉄鉱の形態分析では、角礫状を呈するもの約７割に対して剥片２割、そ

の他１割となっている。さらに「頁岩主体の角礫」からはベンガラを採取することは難しく、宇越遺跡出土赤鉄鉱中に

は「コークス状の赤鉄鉱が非常に少なく、出土資料を使用してベンガラを生産することは非常に困難」であり、コーク

ス状を呈する部分を剥ぎ取ってベンガラが生産された結果、残されたのが頁岩主体の角礫と剥片であったことを指摘し

ている。また、����年には『旧石器考古学』��で、「赤色顔料」の特集が組まれている。

註４　秋田県教育委員会「まとめ」　秋田県文化財調査報告書第���集『虫内Ⅰ遺跡－東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書

ⅩⅩⅢ－』���ｐ．　（����）

註５　大塚達朗「付篇　石剣考」　『縄紋土器研究の新展開』　���－���ｐ．　同成社　（����）

註６　ルロワ＝グーラン，アンドレ　荒木享訳『身振りと言葉』新潮社（����）

註７　ギブソン，ジェームズＪ．　古崎敬他訳『生態学的視覚論－人の知覚世界を探る－』サイエンス社（����）、リード，

エドワード・Ｓ．細田直哉訳、佐々木正人監修『アフォーダンスの心理学　生態心理学への道』新曜社　���ｐ．（����）

註８　����������	�『������������	���
��
	����
���
』����������	
����	�����������（����）日本語訳は

田村隆訳『ヨーロッパの旧石器社会』同成社　���ｐ．（����）

註９　戸沢充則　「土器廃棄場」�『縄文時代辞典』　東京堂出版　������　（����）

註��　����������	
	�����　『������』　���������	
��������	���　（����）

註��　児玉大成　「縄文時代におけるベンガラ生産の一様相－宇越遺跡出土赤鉄鉱の考古学的分析－」　『青森県考古学会��周

年記念論集』青森県考古学会　���������　�����　������
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１号捨て場（ＳＴ183）遺物出土状況
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１号捨て場（ＳＴ183）遺物出土状況
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１号捨て場（ＳＴ183）遺物出土状況
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５　ＭＡ28ｃ　№1059

７　ＭＡ28ｃ　№1059

２号捨て場（ＳＴ184）遺物出土状況

２　ＭＡ28ｃ　№1285・1287～1294・1298～1300・1319～1320

４　ＭＡ28ｃ　№1339～1346

６　ＭＡ28ｃ　№1059

８　ＭＡ28ｃ　№1059

図
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1061

1065

1061

1065

１　ＭＡ28ｃ　№1061・№1065

３　ＭＡ28ｃ　№1065

５　ＭＡ28ｃ　№1073

７　ＭＡ28ｃ　№1207

２号捨て場（ＳＴ184）遺物出土状況

２　ＭＡ28ｃ　№1061

４　ＭＡ28ｃ　№1068

６　ＭＡ28ｃ　№1154

８　ＭＡ28ｃ　№1208
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1214

1216

1215

1213

1214

1216

1215

1213

12571257

1258

1261

1258

1261

１　ＭＡ28ｃ　№1213ミニ壺・№1214壺・№1215注口　ＭＢ28ｄ　№1216

３　ＭＡ28ｃ　№1218

５　ＭＡ28ｃ　№1254・1255・1257・1258・1259

７　ＭＡ28ｃ　№1271

２号捨て場（ＳＴ184）遺物出土状況

２　ＭＡ28ｃ　№1217

４　ＭＡ28ｃ　№1220

６　ＭＡ28ｃ　№1258・№1261

８　ＭＡ28ｃ　№1272

図
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１　ＭＡ28ｃ　№1274

３　ＭＡ28ｄ　№1050

５　ＭＡ28ｄ　№1211

７　ＭＡ28ｄ　№1267

２号捨て場（ＳＴ184）遺物出土状況

２　ＭＡ28ｄ@層　№1051

４　ＭＡ28ｄ　№1212

６　ＭＡ28ｄ　№1227

８　ＭＡ29ｂ　№1190

図
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１　ＭＡ29ｂ　№1191

３　ＭＢ25ｄ　№1144

５　ＭＢ27ｃ　№1253

７　ＭＢ28ａ　№1102

２号捨て場（ＳＴ184）遺物出土状況

２　ＭＢ25ｄ　№1143

４　ＭＢ26ｃ　№1089

６　ＭＢ27ｄ　№1098

８　ＭＢ28ａ　№1106
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1323

1322

1323

1322

１　ＭＢ28ａ　№1156

３　ＭＢ28ｂ　№1158

５　ＭＢ28ｂ　№1170

７　ＭＢ28ｂ　№1322・№1323

２号捨て場（ＳＴ184）遺物出土状況

２　ＭＢ28ｂ　№1110

４　ＭＢ28ｂ　№1159

６　ＭＢ28ｂ　№1198

８　ＭＢ28ｃ　№1160

図
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１　ＭＢ28ｄ　№1119

３　ＭＢ28ｄ　№1163

５　ＭＢ28ｄ　№1169

７　ＭＢ28ｄ　№1325～1327・1330

２号捨て場（ＳＴ184）遺物出土状況

２　ＭＢ28ｄ　№1120

４　ＭＢ28ｄ　№1166

６　ＭＢ28ｄ　№1324

８　ＭＢ29ａ　№1125

図
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１　ＭＢ29ａ　№1126

３　ＭＣ26ａ　№1130

５　ＭＣ26ｄ　№1133

７　ＭＣ27ｃ　№1219

２号捨て場（ＳＴ184）遺物出土状況

２　ＭＢ29ｂ　№1129

４　ＭＣ26ａ　№1131

６　ＭＣ28ｃ　№1206

８　ＭＣ27ｄ　№1262

図
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１　ＬＴ25ａ　№1003

３　ＬＴ26ｂ　№183

５　ＬＴ27ｃ　№1011

７　ＭＡ37ｃ

２号捨て場（ＳＴ184）・３号捨て場遺物出土状況

２　ＬＴ25ｃ　№1005朱塗り

４　ＬＴ26ｂ　№184

６　ＭＡ36ｂ

８　ＭＢ34ｄ

図
　
版
　
28



大洞Ｂ２式

図
　
版
　
29

１　№3526

３　№3141

５　№3081

７　№3203

２　№3121

４　№3123

６　№3173

８　№3137



１　№3160

３　№3100

５　№3398

７　№２

大洞Ｂ２式

２　№3030

４　№3524

６　№3369

８　№3360

図
　
版
　
30



大洞Ｂ２式

図
　
版
　
31

１　№3194

３　№3078

５　№3259

７　№3118

２　№80

４　№626

６　№649

８　№3448



１　№3129

３　№１

５　№1202ー１

７　№1262

大洞Ｂ２式

２　№3107

４　№3110

６　№1332

８　№3111

図
　
版
　
32



大洞Ｂ２・ＢＣ式　１～４ 大洞Ｂ２式　５～８ 大洞ＢＣ式

図
　
版
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１　№3069

３　№3113

５　№678

７　№3183

２　№3017

４　№3511

６　№3231

８　№3182



１　№3249

３　№3234

５　№3228 正面

７　№3228 下面

大洞ＢＣ式

２　№3232

４　№3244

６　№1162ー２

８　№683

図
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大洞ＢＣ式

図
　
版
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１　№240

３　№3289

５　№3291

７　№3177

２　№3236

４　№3233

６　№3076

８　№3209



１　№3205

３　№1169

５　№3247

７　№3214

大洞ＢＣ式

２　№3207

４　№3215

６　№3208

８　№3211

図
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36



大洞ＢＣ式

図
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１　№3212

３　№3115

５　№1253

７　№511

２　№71

４　№3077

６　№3206

８　№3097



１　№3204

３　№1121

５　№3126

７　№3028

大洞ＢＣ・Ｃ１式　１～７ 大洞ＢＣ式　８ 大洞Ｃ１式

２　№1257ー１

４　№3237

６　№3238

８　№465

図
　
版
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大洞ＢＣ・Ｃ１式　１・２ 大洞ＢＣ式　３～８ 大洞Ｃ１式

図
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１　№3229 正面

３　№372ー２

５　№357ー１

７　№312

２　№3229 側面

４　№230ー２

６　№1257ー２　正面

８　№1257ー２　下面



１　№289 正面

３　№289 下面

５　№3230

７　№3288

大洞Ｃ１式

２　№3217

４　№3150

６　№3158

８　№3290

図
　
版
　
40



大洞Ｃ１式

図
　
版
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１　№1235 正面

３　№1235 下面

５　№3220 正面

７　№3220 下面

２　№3222 正面

４　№3222 下面

６　№3224 正面

８　№3224 下面



１　№3169 正面

３　№3169 下面

５　№3225 正面

７　№3225 下面

大洞Ｃ１式

２　№1216ー２　正面

４　№1216ー２　下面

６　№1053 正面

８　№1053 下面

図
　
版
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大洞Ｃ１・Ｃ２式　１～７ 大洞Ｃ１式　８ 大洞Ｃ２式

図
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１　№3171 正面

３　№3171 下面

５　№3227

７　№3124

２　№3436

４　№630

６　№3235

８　№3101



１　№3223 正面

３　№3223 下面

５　№3219

７　№159

大洞Ｃ１式

２　№632ー１　正面

４　№632ー１　下面

６　№1231

８　№143

図
　
版
　
44



大洞Ｃ１式

図
　
版
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１　№3226 正面

３　№3226 下面

５　№1068

７　№3213

２　№368ー１　正面

４　№368ー１　下面

６　№369

８　№1098



１　№142

３　№562

５　岩偶

大洞Ｃ１式

２　№3292

４　№3216

図
　
版
　
46



図
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１　大洞ＢＣ式土偶　№3500・№246・№3488・№3501・№146ー２

２　大洞Ｃ１式土偶　№3502・№518・№321・№146ー１・№217



２　大洞Ｃ１式土偶　№3489

１　大洞Ｃ１式土偶　№1227

図
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図
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１　大洞式土偶　№3499・№456・№3492・№3498・№3491・№3490・№3495

№3497・№3493・№3494・№3496

２　大洞ＢＣ・Ｃ１・Ｃ２式土製品　№3485・№3486・№3484・№3487



１　大洞式土製品　№3508・№3506・№3505・№3507

２　石鏃

図
　
版
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１　尖頭器　表

２　尖頭器　裏



１　石鍬

２　土堀具
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版
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図
　
版
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１　磨製石斧

２　石匙



１　石箆

２　楔形石器
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版
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図
　
版
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１　石錐　表

２　石錐　裏



１　岩版

２　石棒・石剣
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版
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図
　
版
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１　岩偶

２　異形石器



１　石冠

２　有孔石製品
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版
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図
　
版
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１　接合資料

２　赤礫（顔料素材の鉄鉱石・鉄石英）



１　木製品

２　龍泉窯青磁・国産磁器・碗形滓

図
　
版
　
60
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