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第56図 遺構外出土石器分布図（２） 箆状石器、楔形石器、異形石器ほか、不定形石器
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第57図 遺構外出土石器分布図（３） 剥片、残核、礫石器類、硅化木
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第58図 遺構外出土石器分布図（４） 磨製石斧、打製石斧、石皿、砥石
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第59図 遺構外出土石器分布図（５） 磨・凹石類、敲石、礫器、石錘
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第60図 遺構外出土土製品分布図 土偶、土製耳飾、土器片円盤、その他土製品
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第61図 遺構外出土石製品分布図 石棒、円盤状石製品、有孔石製品、その他石製品
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第17表 遺構外出土土器・土製品一覧（１）

挿図番号 図版番号 器種 部位 分類 出土地点 出土層位 取上番号 備考（サイズ･施文原体･敷物圧痕･付着物等）

23図1 13 深鉢 口縁～底部 Ⅰ群Ａ１類 MA52b Ⅱ-1層 RP206
口径29.2･底径9.8･器高36.6㎝ 縄文：単節LR横･斜

底面敷物圧痕

23図2 13 深鉢 口縁～底部 Ⅰ群Ｂ１類
LT48d

LT49c･d

Ⅱ-1層

Ⅱ-2層

口径（16.0）･底径（7.8）･器高19.2㎝ 縄文：単節LR横･斜

底面敷物圧痕

23図3 13 深鉢 口縁～胴部 Ⅰ群Ａ１類 MA51c Ⅱ-2層 口径22.6㎝ 縄文：単節LR縦

23図4 13 深鉢 口縁～胴部 Ⅰ群Ａ１類 LT48d
Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
RP139 口径19.6㎝ 縄文：単節LR横･斜

24図1 15 深鉢 口縁～胴部 Ⅰ群Ａ１類 MA51d Ⅱ-1層下位 RP25 口径(26.4)㎝ 縄文：単節LR横･斜

24図2a･b 15 深鉢 胴部 Ⅰ群Ａ１類 LT48d Ⅱ-1層 RP145 撚糸文：単軸絡条体第１類無節Ｌ縦

24図3 15 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ａ１類 MB53d Ⅱ-1層 縄文：単節LR

24図4a

15 深鉢
口縁部

Ⅰ群Ａ１類

MA51d
Ⅱ-1層

縄文：単節LR横･斜24図4b MA51b RP28

24図4c 胴部 MA50d Ⅱ層

24図5a･b 15 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｂ１類 LS48c Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

24図6 15 深鉢 胴部 Ⅰ群１類 LS48c Ⅱ層 縄文：単節LR横

24図7 15 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ａ１類 MA52b Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

24図8a･b 15 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ａ１類 MB50b Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

24図9 15 深鉢 胴部 Ⅰ群１類 LT48b Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

24図10 15 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ１類 LS48c Ⅱ層 縄文：単節LR横

24図11 15 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｂ１類 MB52b Ⅱ-2層

24図12 15 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｂ１類 MA51a Ⅱ-0層

24図13 15 深鉢 胴部 Ⅰ群Ａ１類
LS48b

LT48a
Ⅱ-1層 縄文：単節LR縦･斜

25図1 13 深鉢 口縁～胴部 Ⅰ群Ｃ１類 LT48c Ⅱ-1～2層 RP144 口径（31.7）㎝ 縄文：単節LR横･斜

25図2a･b 15 深鉢 口縁～胴部 Ⅰ群Ｃ１類 MA49d
Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
口径（30.2）㎝ 縄文：単節LR横

25図3 16 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ１類
MA51a

MA52d
Ⅱ-1層

25図4 15 深鉢 口縁～胴部 Ⅰ群Ｃ１類 MA51c･d

Ⅱ-1層

Ⅱ-1層下位

Ⅱ-2層下位

RP53 縄文：単節ＬＲ横･斜

26図1 13 深鉢 口縁～底部 Ⅰ群Ｃ１類 LT48a Ⅱ-2層 RP140
口径21.0･底径11.6･器高25.9㎝ 縄文：単節LR横

底面網代痕

26図2 15 深鉢 胴部 Ⅰ群Ｃ１類 LT48c Ⅱ-2層 縄文：単節LR横

26図3 16 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ１類 LT48a
Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
縄文：単節LR横

26図4 16 深鉢 口縁～胴部 Ⅰ群Ｃ１類
MA49d

MA50c

Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
RP79 口径(32.0)㎝ 縄文：単節RL横･斜

26図5 16 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ１類 MA52d Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

26図6a

16 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ１類

LS48c Ⅱ層

撚糸文：単軸絡条体第１類無節Ｒ横
26図6b

LS48b

LS48c

Ⅰ層

Ⅱ層

27図1 14 深鉢 口縁～胴部 Ⅰ群Ｃ２類

LT49a

MA49b

MA50a･d

Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
RP50 口径（28.4）㎝ 縄文：単節LR

27図2 14 深鉢 口縁～胴部 Ⅰ群Ｃ２類 MA49d
Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
RP51 口径（24.6）㎝ 縄文：無節Ｌ

27図3 14 深鉢 口縁～胴部 Ⅰ群Ｃ２類 LT48a･c
Ⅱ-1層

Ⅱ-1～2層
RP142 口径（20.8）㎝ 縄文：単節RL

27図4 14 深鉢 口縁～底部 Ⅰ群Ｃ２類 MA51c
Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
口径（17.1）㎝ 縄文：単節LR 底面網代痕 補修孔あり

28図1 16 深鉢 口縁～胴部 Ⅰ群Ｃ２類 LT48a
Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
口径（28.8）㎝ 縄文：単節RL

28図2 16 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ２類 LT48c
Ⅱ-1層

（SQ52下）
縄文：単節RL横 補修孔あり

28図3 16 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ２類 MA48b Ⅱ-1層 縄文：単節RL横

28図4a
16 深鉢

口縁部
Ⅰ群Ｃ２類

MA54b
Ⅱ-1層 縄文：単節RL横

28図4b 胴部 MA54b･d

28図5 16 深鉢 胴部 Ⅰ群２類 MA49a･d
Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
RP81 縄文：単節RL横

28図6 16 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ２類 MA48b Ⅱ-1層 縄文：単節RL

28図7a
16 深鉢

口縁部
Ⅰ群Ｃ２類

LT48a･b
Ⅱ-1層 縄文：単節RL

28図7b 胴部 LT48a･c

28図8 16 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ２類 MA49a Ⅱ層 縄文：単節RL

28図9a
16 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ２類

MA49b
Ⅱ-1層 縄文：単節RL

28図9b LT49c

28図10 16 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ２類
MA49d

LT51c

Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
縄文：単節RL

29図1 16 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ２類
MA50d

MA53b
Ⅱ-1層 縄文：単節LR

29図2a
17 深鉢

口縁部
Ⅰ群Ｃ２類

LT49d
Ⅱ層 縄文：単節LR

29図2b 胴部 LT49c

29図3a
17 深鉢

口縁部
Ⅰ群Ｃ２類

MA49b
Ⅱ-2層 縄文：単節LR

29図3b 胴部 LT48c

29図4a
17 深鉢

口縁部
Ⅰ群Ｃ２類

LS48c
Ⅱ層 縄文：単節RL

29図4b 胴部 LS48b

29図5a
17 深鉢

口縁部
Ⅰ群Ｃ２類

LT48c Ⅱ-2層
縄文：単節RL

29図5b 胴部 LS48c Ⅱ層

29図6 16 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ２類 LT49c Ⅱ-1層 縄文：単節LR

29図7 17 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ２類 LT48c Ⅱ-2層 縄文：単節LR

29図8 17 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｂ２類
LT48b

LT49c
Ⅱ-2層 撚糸文：単軸絡条体第１類無節Ｒ

29図9 17 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ２類 LT48d Ⅱ-1層 縄文：単節LR
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第18表 遺構外出土土器・土製品一覧（２）

挿図番号 図版番号 器種 部位 分類 出土地点 出土層位 取上番号 備考（サイズ･施文原体･敷物圧痕･付着物等）

29図10 17 深鉢 口縁部 Ⅰ群Ｃ２類 MA49d Ⅱ-1層 縄文：単節RL 口唇部縄文施文

29図11a
17 深鉢

口縁部
Ⅰ群Ｂ２類

LT48a
Ⅱ-2層 縄文：単節LR

29図11b 胴部 LT49c

29図12 14 深鉢 口縁～底部 Ⅰ群Ｃ３類 LT48c Ⅱ-2層
口径18.3･底径10.8･器高16.4㎝ 縄文：単節LR

底面敷物圧痕 補修孔あり

29図13 14 深鉢 口縁～胴部 Ⅰ群Ｂ２類 MA50a
Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
RP08 口径（20.0）㎝ 縄文：単節LR

30図1 14 深鉢 口縁～胴部 Ⅰ群Ｃ３類 MA51b･c Ⅱ-1層
RP26

RP54

口径（29.2）㎝ 縄文：単節LR横･斜 頸部に縄文横位押圧

補修孔あり

30図2 17 浅鉢 口縁～胴部 Ⅰ群 MA48b Ⅱ-1層 RP151 縄文：単節RL

30図3 17 壺 口縁～胴部 Ⅰ群 MA51c
Ⅱ-1層

（SQ68下）
口径9.5㎝ 縄文：単節LR

30図4 17 壺 口縁～胴部 Ⅰ群 MA50 Ⅱ‐1層 口径（9.1）㎝ 縄文：単節LR

30図5a･b 17 壺 口縁～胴部 Ⅰ群 LT47a Ⅱ-1～2層 RP146 口径（10.4）㎝ 縄文：単節LR

30図6a
17 壺

肩部
Ⅰ群

LS47 Ⅰ層
縄文：単節LR

30図6b 胴部 MA48b Ⅱ-1層

30図7 17 壺 口縁～胴部 Ⅰ群
MA52c

MB52d
Ⅱ-1層 RP207 口径（10.2）㎝ 縄文：単節LR

30図8 17 壺 底部 Ⅰ群 MA54b
Ⅰ層

Ⅱ-1層
RP199 底径（8.2）㎝ 縄文：単節LR 底面敷物圧痕

31図1 18 深鉢 口縁～底部 Ⅱ群Ａ１類 LT48a･c
Ⅱ-１層

Ⅱ-２層

RP19

RP24
口径（35.2）･底径8.6･器高28.0㎝ 縄文：LR横 底面網代痕

31図2 18 深鉢 口縁～胴部 Ⅱ群Ａ１類 MB51d

Ⅱ-1層

Ⅱ-1層下位

Ⅱ-2層

口径25.1㎝ 縄文：単節LR横

31図3 21 深鉢 胴部 Ⅱ群１類 MA51c Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

31図4 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ａ１類 LT48d Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

32図1 18 深鉢 口縁～底部 Ⅱ群Ａ１類 LT48b

Ⅱ-1層

Ⅱ-1層下位

Ⅱ-2層

口径（37.4）･底径10.0･器高（34.2）㎝ 縄文：単節LR横

底面網代痕 補修孔あり

32図2 18 深鉢 口縁～胴部 Ⅱ群Ａ１類 MA53a･d Ⅱ-1層

RP160

RP196

RP197

口径（31.2）㎝ 縄文：単節LR横･斜

32図3 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ａ１類 MA50a Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

32図4 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ａ１類 MA53a Ⅱ-1層 RP195 単節RL横

32図5 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ａ１類 MA51c Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

33図1 21 深鉢 口縁～胴部 Ⅱ群Ａ１類 LT48a･d

Ⅱ-１層

Ⅱ-２層

（SQ52下）

口径（28.4）㎝ 縄文：単節LR横

33図2 18 深鉢 口縁～胴部 Ⅱ群Ａ２類 LT48a･b Ⅱ-1層 RP17 口径（23.6）㎝ 縄文：単節LR横

33図3 21 深鉢 口縁～胴部 Ⅱ群Ｅ２類
MA51a

MB51d

Ⅱ-1層

（SQ69下）
口径（22.8）㎝ 縄文：単節LR横

33図4 18 深鉢 口縁～胴部 Ⅱ群Ｅ２類 MB51d
Ⅱ-1層下位

（SQ69下）
口径16.7㎝ 縄文：単節LR横

33図5 18 深鉢 口縁～胴部 Ⅱ群Ａ７類 MA53a Ⅱ-1層
RP194

RP196
口径26.9㎝ 縄文：単節LR横･斜

34図1 19 深鉢 口縁～胴部 Ⅱ群Ａ３類 MA57 Ⅱ層 口径（37.2）㎝

34図2 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｂ１類 MB54b Ⅱ層 縄文：単節LR横

34図3 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ａ３類 LT48c Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

34図4a
19 深鉢

口縁部
Ⅱ群Ｂ１類 LT48d Ⅱ-1層 口径（23.2）㎝ 縄文：単節LR横

34図4b 胴部

34図5 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｂ１類 MB52b Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

34図6 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｂ１類 MB51b Ⅱ-0層 縄文：単節LR横

34図7 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｂ１類 MA53a Ⅱ-1層 RP192 縄文：単節LR横

34図8 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｂ１類 MB52d Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

34図9 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｂ１類 MB52d Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

34図10 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｂ類 LT48a･b Ⅱ-1層
RP16

RP18

35図1 19 深鉢 口縁～底部 Ⅱ群Ｇ３類

MA51c

MA52a･c･d

MB51b

MB52d

Ⅱ-1層

Ⅱ-2層

口径46.4･底径13.2･器高37.6㎝ 縄文：単節LR横

底面網代痕

35図2 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｇ３類 MA55d Ⅱ層 RP112 口径（23.4）㎝ 縄文：単節LR横

35図3 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群６類 LT48a Ⅱ層 縄文：単節LR斜

35図4 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群６類 MA51a Ⅱ-0層 縄文：単節RL横

35図5 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群６類 MB54b Ⅱ層 縄文：単節RL横

35図6 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群６類 LT48c Ⅱ-1層 RP141 縄文：単節LR横

36図1 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群６類 MB52d Ⅱ-1層 口径（36.0）㎝ 縄文：単節LR横

36図2 19 深鉢 口縁～胴部 Ⅱ群Ｃ２類 MA48b Ⅱ-1層 口径（18.0）㎝ 縄文：単節LR横

36図3 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｄ３類 MA53 Ⅰ層 縄文：単節LR横

36図4 21 深鉢 胴部 Ⅱ群３類 MA57c 縄文：単節LR横

36図5 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｅ３類 MA57c Ⅰ層 縄文：単節LR

36図6 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｄ３類 MB52d Ⅱ-1層 縄文：単節RL

36図7 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｅ３類 MA53c
Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
縄文：単節LR

36図8 21 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｄ３類 MA52c･d Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

36図9 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｇ６類 LT48a Ⅱ-1層 口径（20.8）㎝ 縄文：単節LR横

36図10 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｇ６類 LT48a Ⅱ-2層

36図11 19 深鉢 口縁～底部 Ⅱ群Ｆ７類 LT48a･c Ⅱ-1層 口径16.4･底径5.2･器高15.2㎝ 縄文：単節LR横

36図12 19 深鉢 胴～底部 Ⅱ群６類 MA55c Ⅱ層 RP91 底径6.5㎝ 縄文：単節RL

37図1 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群４類 MA55c Ⅱ層

37図2 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群４類 LT48 Ⅱ-1層
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第19表 遺構外出土土器・土製品一覧（３）

挿図番号 図版番号 器種 部位 分類 出土地点 出土層位 取上番号 備考（サイズ･施文原体･敷物圧痕･付着物等）

37図3a

22 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｂ４類 MA52a

Ⅱ-1層

縄文：単節LR37図3b
Ⅰ層

Ⅱ-0層 RP181

37図3c Ⅱ-0層

37図4 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｂ４類 MA51a Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

37図5 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群４類 MB51a Ⅱ層 縄文：単節LR横

37図6 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群４類 MA55d Ⅱ層

37図7 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群４類 MA52 Ⅰ層 縄文：単節RL横 補修孔あり

37図8a･b 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｆ４類 MA49d Ⅱ-2層 口径（30.6）㎝

37図9a
22 深鉢

口縁部
Ⅱ群４類

LT48b Ⅱ層
縄文：単節LR 口唇部沈線 補修孔あり

37図9b 胴部 LT48c Ⅱ-2層

37図10 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群４類 MB52b Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

37図11 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｆ５類 LT50a Ⅱ層 口径（33.2）㎝ 縄文：単節LR･RL非結束羽状

37図12 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｉ６類
MA51c

MB51d

Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
縄文：単節LR横

37図13 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｉ６類 MB50a Ⅱ層 縄文：単節RL横

37図14 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｉ６類 MA50a Ⅱ層 縄文：単節RL横

37図15 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｂ６類 MA52a Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

37図16 22 深鉢 口縁部 Ⅱ群Ｂ６類 MA48b Ⅱ層

37図17a～c 22 深鉢 口縁～胴部 Ⅱ群Ｈ５類 LT47a Ⅱ-1層下位 RP153 縄文：単節LR･RL非結束羽状

38図1 20 深鉢 口縁～胴部 Ⅱ群Ｅ７類 MA55 Ⅱ-1層 口径（31.0）㎝ 縄文：単節LR 口唇部縄文施文

38図2 20 深鉢 口縁～底部 Ⅱ群Ｇ７類 MA54b Ⅱ層 RP133 口径（32.0）･底径（9.6）･器高36.0㎝ 縄文：単節LR

39図1 20 深鉢 口縁～胴部 Ⅱ群Ｅ７類 MA51d Ⅱ層上位 RP01 口径（33.0）㎝ 縄文：単節LR

39図2 20 深鉢 口縁～胴部 Ⅱ群Ｅ８類 MB51b Ⅱ-1層 口径（32.4）㎝ 櫛歯状工具

39図3 20 深鉢 胴部 Ⅱ群８類 LT48c SQ52下 櫛歯状工具

39図4 20 深鉢 口縁部 Ⅱ群８類 MA52 Ⅰ層 櫛歯状工具

39図5 20 深鉢 口縁部 Ⅱ群８類 MB50b Ⅱ層 櫛歯状工具

39図6 20 深鉢 口縁部 Ⅱ群８類 Ｂ区一括 櫛歯状工具

40図1 23 浅鉢 口縁～胴部 Ⅱ群 LT48d Ⅱ-1層 口径（24.4）㎝ 縄文：単節LR横

40図2 23 浅鉢 口縁～胴部 Ⅱ群 LT48a Ⅱ-1層 口径（19.8）㎝ 縄文：単節LR横

40図3 23 浅鉢 口縁～底部 Ⅱ群 MA52a Ⅱ-0層 RP180 口径（21.2）･底径（6.3）･器高8.2㎝ 縄文：単節LR横

40図4 23 浅鉢 口縁～底部 Ⅱ群 MA53a Ⅱ-1層 RP193 口径（18.0）･底径（4.4）･器高6.6㎝ 縄文：単節LR横

40図5 23 浅鉢 口縁部 Ⅱ群 LS48a Ⅱ層 内面横位平行沈線

40図6 23 浅鉢 口縁～底部 Ⅱ群 MA51b Ⅱ-0層 口径（18.1）･底径（10.4）･器高7.6㎝ 縄文：単節LR横

40図7a
23 鉢 口縁～底部 Ⅱ群 LT48b

Ⅱ-1層

Ⅱ-1層下位 口径（14.2）･底径4.4㎝･器高（9.0）㎝ 外面ミガキ

40図7b Ⅱ-2層

40図8a･b 23 鉢 口縁～底部 Ⅱ群 MA49d Ⅱ層 口径（15.2）･底径6.2㎝･器高（10.4）㎝ 外面ミガキ

40図9 23 鉢 口縁～胴部 Ⅱ群 LT47a
Ⅱ-1層

（SQ52上）
口径（18.4）㎝外面ミガキ

40図10 23 浅鉢 口縁～底部 Ⅱ群 MB52b Ⅱ-1層 口径（12.6）･底径（7.0）･器高2.6㎝ 外面ミガキ

40図11 23 片口付鉢 口縁～底部 Ⅱ群
MA50a･c

MB50b

Ⅱ-1層

（SQ55下）

RP01

RP11

口径25.2･底径9.8･器高13.8㎝ 縄文：単節LR 底面敷物圧痕

内外面コゲ付着

41図1 23 台付鉢 口縁～胴部 Ⅱ群 MA51a Ⅱ-1層 口径（11.2）㎝ 縄文：単節LR横

41図2 23 台付鉢 台部 Ⅱ群 MB54b Ⅱ層 RP93 底径8.4㎝ 縄文：単節RL横

41図3 23 台付鉢？ 台部 Ⅱ群 MA55d Ⅱ層 RP112 底径9.4㎝

41図4 23 台付鉢？ 台部 Ⅱ群 MB52d Ⅱ-1層 RP203 底径8.6㎝

41図5 23 台付鉢？ 台部 Ⅱ群 MA55a Ⅱ層 底径11.6㎝

41図6 23 台付鉢？ 台部 Ⅱ群 MA52a Ⅱ-1層 底径（8.1）㎝

41図7 23 壺 口縁～底部 Ⅱ群 MA55c Ⅱ層 RP91 口径（7.0）･底径4.9･器高12.4㎝ 縄文：単節LR横

41図8 23 壺 口縁～底部 Ⅱ群 MA55 Ⅱ層
口径（7.4）･底径（4.4）･器高14.4㎝ 縄文：単節LR

底面網代痕

41図9 23 壺 口縁～底部 Ⅱ群 MA55 Ⅱ-2層
口径（10.6）･底径（4.2）･器高16.2㎝ 縄文：単節LR横

底面敷物圧痕

41図10 23 壺 口縁～底部 Ⅱ群 MA55 Ⅱ-1層 口径（12.5）･底径（4.4）･器高19.6㎝ 縄文：単節LR

41図11 24 壺 口縁～胴部 Ⅱ群 LT48b Ⅱ-2層 口径（10.4）㎝ 縄文：単節LR

41図12 24 壺 胴～底部 Ⅱ群 LT48c Ⅱ-2層 底径4.6㎝ 縄文：無節Ｌ

41図13 24 壺？ 胴部 Ⅱ群 MA51d Ⅱ-1層 縄文：単節LR

41図14a
24 壺？

口縁部
Ⅱ群 MA55a･b Ⅱ層 底径（3.8）㎝ 縄文：単節LR

41図14b 底部

41図15 24 壺？ 口縁部 Ⅱ群 MA55a Ⅱ層

41図16 24 壺？ 胴部 Ⅱ群 MA51b Ⅱ-1層 縄文：単節LR

41図17a
24 壺

肩部
Ⅱ群

MA55c

MA57c Ⅱ層 縄文：単節LR

41図17b 底部 MA55d

42図1 24 壺？ 口縁部 Ⅱ群 MA49d Ⅱ層 口径（9.1）㎝ 縄文：単節RL横

42図2 24 壺？ 口縁部 Ⅱ群 MA51a Ⅱ-1層 口径8.0㎝ 外面ミガキ

42図3 24 壺？ 口縁部 Ⅱ群 LT48b Ⅱ-1層 口径9.0㎝

42図4 24 壺？ 口縁部 Ⅱ群 MB51d Ⅱ-2層下位 RP42 口径7.4㎝

42図5 24 注口？ 口縁部 Ⅱ群 LT48a Ⅱ-1層 口径7.7㎝

42図6 24 注口？ 口縁部 Ⅱ群 MA51c Ⅱ-1層 RP40 口径5.5㎝

42図7 24 注口？ 胴部 Ⅱ群 LT48c
Ⅱ層

（SQ52上）

42図8 24 注口？ 胴部 Ⅱ群 LT48d Ⅱ-1層

42図9 24 注口 胴部 Ⅱ群 LT48c･d Ⅱ-1層

42図10a

24 台付壺？

肩部

Ⅱ群

MA55a

MA56b

Ⅱ層 RP109

底径6.0㎝42図10b 胴部
Ⅰ層

Ⅱ層

42図10c 台部 MA55a Ⅱ層 RP109

42図11 24 片口 片口部 Ⅱ群 MA52c Ⅱ-1層

42図12 24 単孔 口縁～底部 Ⅱ群 LT48c
Ⅱ-1層

Ⅱ-2層

RP20

RP143

口径（8.8）･底径（8.4）･器高39.1㎝ 縄文：単節LR

底面網代痕
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第20表 遺構外出土土器・土製品一覧（４）

挿図番号 図版番号 器種 部位 分類 出土地点 出土層位 取上番号 備考（サイズ･施文原体･敷物圧痕･付着物等）

42図13 24 単孔？ 胴部 Ⅱ群 MB53b･d
Ⅱ-1層

Ⅱ-2層
縄文：単節LR斜

42図14 24 単孔？ 胴～底部 Ⅱ群 MB53d Ⅱ-1層 RP166 底径（7.3）㎝ 縄文：単節LR

42図15 24 単孔 胴～底部 Ⅱ群 MB52b Ⅱ-1層 櫛歯状工具

42図16 24 蓋 上～下端部 Ⅱ群 MA49d Ⅱ-1層 上端（2.0）･下端7.8･器高5.5㎝

42図17 24 多孔底 台部 Ⅱ群 MB52d Ⅱ-0層 RP172 底径（5.4）㎝

42図18 24 多孔底 台部 Ⅱ群 MB53b Ⅱ-1層 底径（4.1）㎝

42図19 24 香炉 胴部 Ⅱ群 MA52d Ⅱ-1層

42図20 24 香炉？ 台部 Ⅱ群 MA52b Ⅱ-1層 底径（6.0）㎝

42図21 24 鉢？ 把手部 Ⅱ群 MB53b Ⅱ-1層

43図1 25 深鉢 口縁～胴部 Ⅲ群 MA50d
Ⅱ-1層

風倒木痕
口径（25.4）㎝ 縄文：単節LR

43図2 25 深鉢 口縁部 Ⅲ群 MA51a Ⅱ-0層 縄文：単節LR横

43図3 25 深鉢 口縁部 Ⅲ群 MB51d Ⅱ層 縄文：単節RL

43図4 25 深鉢 口縁部 Ⅲ群 MA51a Ⅱ-0層 縄文：単節RL

43図5 25 深鉢 口縁～胴部 Ⅲ群 MA50a Ⅱ-1層下位 RP09 口径（28.0）㎝

43図6 25 深鉢 口縁部 Ⅲ群 MB51b Ⅱ-0層 縄文：単節LR

43図7 25 深鉢 口縁部 Ⅲ群 MB51b Ⅱ-0層

43図8a
25 深鉢

口縁部
Ⅲ群 MB51b Ⅱ-0層 縄文：単節LR

43図8b 胴部

43図9 25 深鉢 口縁部 Ⅲ群 MB52d Ⅱ-1層

43図10 25 深鉢 口縁部 Ⅲ群 MB52b Ⅱ-1層

43図11 25 深鉢 胴部 Ⅲ群 MB52b Ⅱ-0層

43図12a
25 深鉢 口縁部 Ⅲ群 MB52d

Ⅱ-1層
縄文：単節RL斜

43図12b･c Ⅱ-0層

43図13a･b 25 深鉢 口縁部 Ⅲ群 MB52b Ⅱ-0層 縄文：単節RL横

44図1a
25 鉢

口縁部
Ⅲ群 MB51d Ⅱ-1層下位 口径（15.6）･底径3.4㎝･器高（10.2）㎝ 縄文：単節RL

44図1b 底部

44図2 25 注口 肩～底部 Ⅲ群 MB51b Ⅱ-1層 RP200 底径2.4㎝ 貼瘤剥落

44図3a～c 25 壺 肩～底部 Ⅲ群 MA51a Ⅱ-0層 底径（3.6）㎝ 縄文：単節LR

44図4 25 注口？ 胴部 Ⅲ群 MB52d Ⅱ-0層 外面赤彩

44図5 25 注口？ 胴部 Ⅲ群 MA48

44図6 25 注口？ 口縁部 Ⅲ群 LT48d
Ⅱ-2層

（SQ52下）
口径（6.5）㎝ 口唇部沈線

44図7 25 注口？ 胴部 Ⅲ群 MB51b Ⅱ-1層 縄文：単節RL

44図8 25 注口？ 胴部 Ⅲ群 MB51b Ⅱ-1層

44図9 25 香炉 胴部 Ⅲ群 MA52a Ⅱ-2層

44図10 26 深鉢 胴部 Ⅳ群 MB51b Ⅱ-0層 縄文：単節RL

44図11a
26 深鉢

口縁部
Ⅳ群 MA51a Ⅱ-0層 縄文：単節LR横

44図11b 胴部

44図12 26 深鉢 口縁～胴部 Ⅳ群
MB52d

MB53b

Ⅱ-0層

Ⅱ-1層

RP167

RP168
口径（32.2）㎝ 縄文：単節LR

45図1 26 深鉢 口縁～胴部 Ⅳ群
MB52b・d

MB53b

Ⅱ-0層

Ⅱ-1層

RP167

RP168
口径（24.0）㎝ 縄文：単節RL

45図2 26 鉢 口縁部 Ⅳ群 MB53b Ⅱ-1層 縄文：単節LR横

45図3 26 鉢 口縁部 Ⅳ群 MA51 Ⅱ-0層 縄文：単節LR横

45図4 26 鉢 口縁部 Ⅳ群 MB51b Ⅱ-0層 縄文：単節LR横

45図5 26 浅鉢 口縁部 Ⅳ群 MB52d Ⅱ-0層 縄文：単節LR

45図6 26 浅鉢 口縁部 Ⅳ群 MA51a Ⅱ-1層 縄文：単節LR

45図7 26 注口 肩部 Ⅳ群 MB52d Ⅱ-1層

45図8 26 壺 口縁～底部 Ⅳ群 MA52a Ⅱ-1層 RP205 口径10.3･底径8.1･器高23.8㎝ 縄文：単節LR横 底面網代痕

45図9 26 壺 口縁部 Ⅳ群 LT49d Ⅰ層 口径（3.8）㎝

45図10 26 深鉢 口縁～底部 Ⅴ群 MA49b Ⅱ-2層 口径（6.4）･底径（3.4）･器高5.3㎝

45図11 26 鉢 胴～底部 Ⅴ群 MB52d Ⅱ-1層 RP201 底径4.0㎝

45図12 26 浅鉢 口縁～底部 Ⅴ群 MB51d Ⅱ-2層 口径6.8･底径1.3･器高2.2㎝

45図13 26 台付鉢 台部 Ⅴ群 MA49d Ⅱ-2層 底径3.0㎝

45図14 26 注口 注口部 Ⅴ群 LT48c Ⅱ-1層

52図1 30 土製耳飾 MA50a Ⅱ-1層 直径1.9･最大厚0.9㎝ 赤彩

52図2 30 土製耳飾 LT48b Ⅱ-1層 RP49 直径（1.2）･最大厚0.8㎝ 赤彩

52図3 30 土製耳飾 MB51b Ⅱ-0層 直径5.2･最大厚1.2㎝

52図4 30 土偶 頭部 MA54b Ⅱ層 RP133 アスファルト？付着

52図5 30 土偶 頭部 MA52c Ⅱ-0層 RP178d

52図6 30 土偶 胴部 MB54d Ⅱ-1層

52図7 30 土偶 腕部 MA52 Ⅰ層

52図8 30 土偶 腕部 MA48b Ⅱ-1層

52図9 30 土偶 脚部 MA48b Ⅱ-1層 穿孔あり

52図10 30 土偶 脚部 MA54c Ⅱ-1層

52図11 30 動物形土製品 MA53c Ⅱ-1層 最大長6.5･最大幅2.6･最大厚2.6㎝

52図12 30 分銅形土製品 MA52a Ⅱ-0層 RP179 最大長5.2･最大幅4.0･最大厚3.3㎝

52図13 30 その他土製品 MB52d Ⅱ-0層 最大厚1.3㎝

52図14 30 その他土製品 MB52d Ⅱ-1層 最大径2.0･最大厚1.4㎝

52図15 30 土器片円盤 MA51d Ⅱ-1層
最大径4.6･最大厚1.0㎝ Ⅰ群１類（後期前葉） 土器転用

縄文：単節LR

52図16 30 土器片円盤 LT49a Ⅱ-1層 最大径3.5･最大厚0.8㎝ Ⅰ群１類（後期前葉） 土器転用

52図17 30 土器片円盤 MA55d Ⅱ層
最大径4.2･最大厚0.9㎝ Ⅱ群１類（後期中葉） 土器転用

縄文：単節RL
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第21表 遺構外出土石器・石製品一覧

挿図番号 図版番号 器種 分類 出土地点 出土層位 取上番号
最大長

（㎜）

最大幅

（㎜）

最大厚

（㎜）

重量

（ｇ）
備考（付着物等）

46図1 27 石鏃 A類 MA50d Ⅱ層 16 14 3 0.4

46図2 27 石鏃 B1類 LT51c Ⅱ層 17 13 3 0.5

46図3 27 石鏃 B2類 MA56a Ⅰ層 25 13 4 0.8

46図4 27 石鏃 B2類 MA51c Ⅰ層 18 8 4 0.4

46図5 27 石鏃 B3類 LP44 Ⅰ層 38 20 7 3.3

46図6 27 石鏃 B2類 MA54b Ⅱ層 23 12 4 0.7

46図7 27 石鏃 B2類 LO43 Ⅰ層 30 13 4 1.1

46図8 27 石鏃 B3類 LS48c Ⅱ層 23 17 4 1.1 黒曜石（産地推定分析No.3：北上川）

46図9 27 石鏃 B4類 LS47 Ⅰ層 39 12 5 1.9

46図10 27 石鏃 D類 LT49b Ⅱ層 37 19 9 5.0

46図11 27 石鏃 D類 MA54a Ⅱ層 30 22 10 4.9 アスファルト？付着

46図12 27 石錐 A類 MA49d Ⅱ-1層 33 8 5 0.9

46図13 27 石錐 A類 LT48d Ⅱ-1層 45 8 6 2.3

46図14 27 石錐 C類 A区一括 34 18 8 3.3

46図15 27 石匙 B2類 MA56a Ⅰ層 57 33 11 18.3

46図16 27 石匙 B1類 LQ45 Ⅰ層 32 62 7 12.5

46図17 27 石匙 A3類 MA56c Ⅰ層 60 32 11 10.7

46図18 27 石匙 A3類 LQ46 Ⅰ層 93 26 11 19.5

46図19 27 石匙 C2類 LQ45 Ⅰ層 44 50 11 17.6

46図20 27 石匙 C3類 LQ44 Ⅰ層 32 64 8 13.4

46図21 27 石匙 C6類 MB51d Ⅱ層 37 60 9 20.4

46図22 27 箆状石器 LS48c Ⅱ層 129 49 28 169.5

47図1 27 楔形石器 MA49d Ⅱ-2層 49 25 18 24.4

47図2 27 嘴状石器 MB54b Ⅱ層 21 13 6 1.2

47図3 27 嘴状石器 MA50a Ⅱ-1層 30 18 6 2.2

47図4 27 嘴状石器 LO43 Ⅰ層 30 16 8 3.0

47図5 27 異形石器ほか MB51a Ⅱ層 78 21 7 8.5

47図6 27 異形石器ほか MA51a Ⅱ-1層 32 25 9 6.3

47図7 27 異形石器 LT48a Ⅱ層 18 22 5 0.8

47図8 27 不定形石器 C2類 MA49d Ⅱ層 36 20 11 5.7 黒曜石（産地推定分析No.10：羽黒）

47図9 27 不定形石器 A3b類 MA57d Ⅰ層 58 20 7 7.7

47図10 27 不定形石器 A3a類 MA50c Ⅱ層 55 28 9 10.2

47図11 27 不定形石器 A3a類 MA51c Ⅱ-2層下位 54 38 15 22.6

47図12 27 不定形石器 A3a類 MA50c Ⅱ層 68 41 16 33.8

47図13 27 不定形石器 A3a類 MB51d Ⅱ-2層（SQ69下） 82 61 17 45.8

47図14 27 不定形石器 B3a類 LT48 Ⅱ-2層（SQ52下） 64 122 16 74.1

48図1 28 不定形石器 A4類 MA50a Ⅱ-1層 55 28 16 21.3

48図2 28 不定形石器 B4類 LT47a Ⅱ-1層 39 19 9 6.9

48図3 28 不定形石器 A4類 MA49d Ⅱ層 41 16 13 7.4

48図4 28 不定形石器 B5類 MA49d Ⅱ層 53 53 17 39.4

48図5 28 不定形石器 C9c類 MA51 Ⅰ層 44 43 14 24.4

48図6 28 不定形石器 C9d類 LT49c Ⅱ-1層 24 25 9 5.0

48図7 28 不定形石器 C9c類 LT48a Ⅱ層 36 28 10 8.8

48図8 28 不定形石器 C9c類 MA51d Ⅱ層 35 49 14 25.6 アスファルト？付着

48図9 28 不定形石器 C9d類 MA50c Ⅱ層 35 18 8 4.2 黒曜石（産地推定分析No.12：羽黒）

48図10 28 不定形石器 A9e類 LT48a Ⅱ層 70 45 16 39.4

48図11 28 不定形石器 C9d類 MA57c Ⅰ層 37 24 10 6.8

48図12 28 不定形石器 C11類 MB54b Ⅱ層 61 25 16 16.3

48図13 28 敲石 C類 MA57c Ⅰ層 55 35 21 46.8 残核転用

48図14 28 残核 A類 LQ46 Ⅰ層 39 51 34 68.5

49図1 28 残核 C類 MA51c Ⅱ-1層 39 29 18 19.8 黒曜石（産地推定分析No.13：男鹿）

49図2 28 残核 A類 LS49c Ⅱ層 72 100 50 409.5

49図3 28 残核 A類 MA55c Ⅱ層 28 44 26 36.3

49図4 28 残核 B類 MB51d Ⅱ-2層 55 88 27 146.7

49図5 28 残核 E類 MB54b Ⅱ層 41 61 23 30.7

49図6 28 残核 A類 LT48a Ⅱ-1層 42 59 41 110.0

50図1 28 磨製石斧 A1類 LR46 Ⅰ層 149 56 31 375.7

50図2 28 磨製石斧 B3類 LT48a Ⅱ-1層 85 47 20 133.1

50図3 28 磨製石斧 D類 MA53 Ⅰ層 56 45 20 81.0

50図4 28 磨製石斧 C3類 MB52d Ⅱ-2層 49 24 9 15.8

50図5 28 磨製石斧 C2類 MB51b Ⅱ-1層 32 10 6 3.5

50図6 28 打製石斧 LO44 Ⅰ層 206 110 37 819.2

50図7 29 石皿 A2類 MA55c Ⅱ層 RQ108 229 270 50 3400.0

51図1 29 石皿 B1類 MA51 Ⅰ層 344 306 167 24940.0

51図2 29 石皿 C2類 MA50a Ⅱ-1層 RQ136 135 79 34 460.5

51図3 29 磨・凹石類 A2類 MA51c Ⅱ-2層 94 78 35 302.5

51図4 29 磨・凹石類 A3類 LT48a Ⅱ-1層 86 71 51 424.7

51図5 29 磨・凹石類 B1類 LQ45 Ⅰ層 86 34 36 211.2

51図6 29 磨・凹石類 B2類 LT49c Ⅱ-2層 RQ90 229 60 38 629.3

51図7 29 磨・凹石類 C2類 MA50c Ⅱ-1層下位 RQ36 152 10 31 507.8

51図8 29 敲石 B類 MB51d Ⅱ-0層 139 46 30 319.5

51図9 29 敲石 A類 MA50c Ⅱ-1層 108 64 52 510.8

51図10 29 礫器 A類 MA50a Ⅱ-2層 89 127 36 470.3

51図11 29 砥石 A類 MA53ａ Ⅱ-1層 RQ198 179 68 20 238.6

51図12 29 砥石 B類 LT49c Ⅱ層 86 52 9 51.8

51図13 29 石錘 B類 MB50b Ⅱ-1層 76 45 22 85.8

52図18 30 石棒 A類 MA53a Ⅱ-1層 84 83 48 316.7

52図19 30 石棒 B1類 MB52d Ⅱ-0層 RQ170 217 35 27 312.7

52図20 30 石棒 B1類 LO44 Ⅰ層 56 24 15 25.8

52図21 30 石棒 B4類 MB52d Ⅱ-1層 S64 129 42 16 120.9

52図22 30 円盤状石製品 LT49c Ⅱ-1層 52 57 13 40.4

52図23 30 有孔石製品 MA55a Ⅰ層 45 24 9 9.8

52図24 30 その他石製品 LQ46 Ⅰ層 41 40 28 44.7
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第１節 花粉分析、植物珪酸体分析、リン・カルシウム分析

はじめに

秋田県由利本荘市東由利智者鶴遺跡の発掘調査では、縄文時代後期前葉～中葉の遺物包含層と配石

遺構群(Ｂ区)、縄文時代晩期の土坑と柱穴様ピット(Ｃ区)等が検出されている。

今回の分析調査では、古植生と遺構内容物の検証を目的として、花粉分析、植物珪酸体分析、リン・

カルシウム分析を実施する。

１ 試料

土壌試料は、調査区壁面の基本土層、及び遺構覆土より採取されている。基本土層は、いずれもＢ

区から採取されており、Ⅱ-０層・Ⅱ-１ａ層・Ⅱ-１層・Ⅱ-２層(試料１～試料４)、Ⅲ層(試料５)の

５試料が採取されている。遺構覆土は、Ｂ区の土坑ＳＫ54の２層(試料６)、Ｃ区の土坑ＳＫ12の３層

(試料７)の２試料が採取されている。このうち、試料２・３・７の３点について花粉分析を、試料２

～５の４点について植物珪酸体分析を、試料３・５～７の４点についてリン・カルシウム分析を実施

する。

２ 分析方法

（１）花粉分析

試料約10ｇについて、水酸化カリウムによる泥化、篩別、重液(臭化亜鉛，比重2.3)による有機物

の分離、フッ化水素酸による鉱物質の除去、アセトリシス(無水酢酸９：濃硫酸１の混合液)処理によ

る植物遺体中のセルロースの分解を行い、物理・化学的処理を施して花粉を濃集する。残渣をグリセ

リンで封入してプレパラートを作成し、400倍の光学顕微鏡下でプレパラート全面を走査し、出現す

る全ての種類について同定・計数する。

（２）植物珪酸体分析

湿重５ｇ前後の試料について過酸化水素水・塩酸処理、沈定法、重液分離法(ポリタングステン酸

ナトリウム，比重2.5)の順に物理・化学処理を行い、植物珪酸体を分離・濃集する。検鏡しやすい濃

度に希釈し、カバーガラス上に滴下・乾燥させる。乾燥後、プリュウラックスで封入してプレパラー

トを作製する。

400倍の光学顕微鏡下で全面を走査し、その間に出現するイネ科葉部(葉身と葉鞘)の葉部短細胞に

由来した植物珪酸体(以下、短細胞珪酸体と呼ぶ)および葉身機動細胞に由来した植物珪酸体(以下、

機動細胞珪酸体と呼ぶ)、およびこれらを含む珪化組織片を近藤(2004)の分類に基づいて同定し、計

数する。

結果は、検出された分類群とその個数の一覧表で示す。また、検出された植物珪酸体の出現傾向か

ら古植生について検討するために、植物珪酸体群集の産状を図化する。その際、出現率は短細胞珪酸

第５章 自然科学的分析

―118―

パリノ・サーヴェイ株式会社



体と機動細胞珪酸体の珪酸体毎に、それぞれの総数を基数とする百分率で求める。

（３）リン・カルシウム分析

リン酸は硝酸・過塩素酸分解－バナドモリブデン酸比色法、カルシウムは硝酸・過塩素酸分解－原

子吸光光度法でそれぞれ行う(土壌養分測定法委員会,1981)。以下に操作工程を示す。

試料を風乾後、軽く粉砕して2.0㎜の篩を通過させる(風乾細土試料)。風乾細土試料の水分を加熱

減量法(105℃、５時間)により測定する。風乾細土試料1.00ｇをケルダールフラスコに秤とり、はじ

めに硝酸(HNO３)５mlを加えて加熱分解する。放冷後、過塩素酸(HClO４)10mlを加えて再び加熱分解

を行う。分解終了後、蒸留水で、100mlに定容して、ろ過する。今回は、リン酸含量をリン酸(P２O５)

濃度として測定する。ろ液の一定量を試験管に採取し、リン酸発色液を加えて分光光度計によりリン

酸濃度を測定する。別に、ろ液の一定量を試験管に採取し、干渉抑制剤を加えた後に原子吸光光度計

によりカルシウム(CａO)濃度を測定する。これら測定値と加熱減量法で求めた水分量から乾土あたり

のリン酸含量(P２O５㎎/ｇ)とカルシウム含量(CａO㎎/ｇ)を求める。

３ 結果

（１）花粉分析

結果を第22表に示す。表中で複数の種類を

ハイフォンで結んだものは、種類間の区別が

困難なものである。

いずれの試料においても検出される花粉化

石数は少なく、定量分析を行うだけの個体数

は得られなかった。また、わずかに検出され

た花粉化石の保存状態は悪く、そのほとんど

が花粉外膜が破損・溶解している状態であっ

た。検出された種類をみると、木本花粉では

ツガ属、マツ属、スギ属が、草本花粉ではイ

ネ科、サナエタデ節－ウナギツカミ節、ナデ

シコ科が、わずかに認められる。プレパラー

ト内の状況写真を第63図に示す。

（２）植物珪酸体分析

結果を第23表、第62図に示す。各試料から

は植物珪酸体が検出されるものの、保存状態

が悪く、表面に多数の小孔(溶食痕)が認めら

れる。

下位の試料５から上位の試料２にかけては、

植物珪酸体の産状が同様である。すなわち、

クマザサ属を含むタケ亜科の産出が目立ち、

ヨシ属などが認められる。なお、試料３では
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第22表 花粉分析結果

第23表 植物珪酸体分析結果

B区 C区
種 類 基本土層 SK12

Ⅱ-1a層 Ⅱ-1層 3層
試料2 試料3 試料7

木本花粉
ツガ属 1 - -
マツ属 1 1 1
スギ属 - - 1

草本花粉
イネ科 1 - -
サナエタデ節－ウナギツカミ節 1 1 -
ナデシコ科 - 1 -

シダ類胞子
シダ類胞子 3 4 9

合 計
木本花粉 2 1 2
草本花粉 2 2 0
シダ類胞子 3 4 9
総計 7 7 11

B区基本土層
種 類 Ⅱ-1a層 Ⅱ-1層 Ⅱ-2層 Ⅲ層

試料2 試料3 試料4 試料5
イネ科葉部短細胞珪酸体
タケ亜科クマザサ属 22 18 8 14
タケ亜科 90 65 59 86
ヨシ属 28 6 15 30
イチゴツナギ亜科 2 - - -
不明キビ型 10 - 2 -
不明ヒゲシバ型 8 6 - 18
不明ダンチク型 8 6 21 40

イネ科葉身機動細胞珪酸体
タケ亜科クマザサ属 24 26 4 15
タケ亜科 16 36 11 40
ヨシ属 12 4 3 8
不明 51 44 10 42

合 計
イネ科葉部短細胞珪酸体 168 101 105 188
イネ科葉身機動細胞珪酸体 103 110 28 105
総 計 271 211 133 293



ヨシ属の産出が少なくなる。

（３）リン・カルシウム分析

分析結果を第24表に示す。リン酸含量は、遺構覆土である試料６で3.20P２O５㎎/ｇ、試料７で3.28

P２O５㎎/ｇであり、比較試料のＢ区基本土層の試料３および試料５では5.16～5.91P２O５㎎/ｇである。

試料６および試料７と比べて、比較試料のリン酸含量が高い傾向にある。

一方、カルシウム含量は比較試料と比べて試料６で4.51CａO㎎/ｇとやや多く、試料７で3.09CａO

㎎/ｇとやや少ない状況にある

が、リン酸と比べてカルシウム

の変動幅が大きいことを考慮す

れば、有意な差とはいえない。

４ 考察

（１）古植生

花粉分析を実施した結果、縄文時代後期前葉～中葉とされるＢ区基本土層のⅡ-１ａ層(試料２)、Ⅱ-

１層(試料３)、および縄文時代晩期とされるＣ区ＳＫ12の３層(試料７)からは、花粉化石がほとんど

検出されず、古植生推定のための定量解析を行うことが出来なかった。一般的に花粉やシダ類胞子の

堆積した場所が、常に酸化状態にあるような場合、花粉は酸化や土壌微生物によって分解・消失する

とされている(中村,1967;徳永・山内,1971;三宅・中越,1998など)。調査地点の詳細な堆積環境は不

明であるが、検出された花粉化石の保存状態を考慮すると、堆積時に取り込まれた花粉・シダ類胞子

が、その後の経年変化により分解・消失したと考えられる。なお検出された種類から、縄文時代後期

～晩期頃は、周辺域でツガ属、マツ属、スギ属等の針葉樹が生育していたことが示唆される。

一方草本類では、Ⅱ-１ａ層、Ⅱ-１層、Ⅱ-２層(試料４)、Ⅲ層(試料５)での産状から、調査区内や
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第24表 リン・カルシウム分析結果

地区 地点 層位 試料名 土性 土色 P２O５(mg/g) CaO(mg/g)
B区 基本土層 Ⅱ-1層 試料3 LiC 10YR3/2 黒褐 5.91 4.15
B区 基本土層 Ⅲ層 試料5 HC 10YR2/3 黒褐 5.16 4.05
B区 SK54 2層 試料6 HC 10YR2/3 黒褐 3.20 4.51
C区 SK12 3層 試料7 HC 10YR2/3 黒褐 3.28 3.09

1)土色：マンセル表色系に準じた新版標準土色帖(農林省農林水産技術会議監修,1967)による。
2)土性：土壌調査ハンドブック(ペドロジスト懇談会編,1984)の野外土性による。

LiC… 軽埴土(粘土25～45％、シルト0～45％、砂10～55％)
HC… 重埴土(粘土45～100％、シルト0～55％、砂0～55％)



周辺にクマザサ属やヨシ属などのイネ科やサナエタデ節－ウナギツカミ節、ナデシコ科等が生育して

いたと推測される。遺跡が立地する日本海側の多雪地域では、自然状態でブナを中心とした森林植生

となる(宮脇,1987)。クマザサ属には、チシマザサなど落葉広葉樹の林床に生育する種類がある。そ

のため、検出されたクマザサ属には、周辺の山地に分布するブナなどの落葉広葉樹林の林床に生育し

ていたものが含まれる可能性がある。サナエタデ節－ウナギツカミ節、ナデシコ科等は開けた明るい

場所を好むことから、調査区内の草地等に生育していたと推定される。また、ヨシ属は湿潤な場所に

生育する。調査区は八塩山麓を開析する谷の出口と石沢川の合流部に近いことから、ヨシ属が生育す

るような湿潤な場所が調査地点付近に存在したと思われる。Ⅱ-１層ではヨシ属が減少することから、

調査区内の水の影響が減少したことがうかがえ、このような段階で配石遺構が構築されたとみられる。

Ⅱ-１ａ層では、再びヨシ属が増加しており、湿潤な状態になったと考えられる。このように、配石遺

構が構築された前後の時期に乾湿が繰り返された可能性がある。この点については、今後珪藻化石の

産状を調査することにより、堆積環境の変化と遺跡形成の変遷過程の関連について具体的に検討する

ことができるものと期待される。

（２）遺構内容物の推定

縄文時代後期前葉～中葉の土坑（ＳＫ54）と、縄文時代晩期の土坑（ＳＫ12）について、遺構の内容物、

特に遺体が埋葬されていた可能性を検証することを目的として、リン酸・カルシウム分析を実施した。

リン酸は特に骨に多量に含まれ、土壌中では比較的拡散・移動しにくいため、その局所的な濃集状況

から遺体、骨が埋葬されたことを判断する方法として有効な手法とされている。また、カルシウムは

リン酸とともに骨の主成分であることから、その濃集状況も遺体埋葬の手がかりとなる可能性がある。

土壌中に普通に含まれるリン酸量、いわゆる天然賦存量については、いくつかの報告事例があるが

(Bowen,1983;Bolt･Bruｇｇenwert,1980;川崎ほか,1991;天野ほか,1991)、これらの事例から推定され

る天然賦存量の上限は、約3.0P２O５㎎/ｇ程度である。また、人為的な影響(化学肥料の施用など)を受

けた黒ボク土の既耕地では、5.5P２O５㎎/ｇ(川崎ほか,1991)という報告例があり、当社におけるこれ

までの分析調査事例では、骨片などの痕跡が認められる土壌では6.0P２O５㎎/ｇを越える場合が多い。

一方、カルシウムの天然賦存量は普通1～50CａO㎎/ｇ(藤貫,1979)といわれ、含量幅がリン酸よりも大

きい傾向にある。

今回の分析調査結果では、ＳＫ54の２層(試料６)で3.20P２O５㎎/ｇ、ＳＫ12の３層(試料７)で3.28

P２O５㎎/ｇであるほか、Ｂ区基本土層Ⅱ-１層(試料３)およびⅢ層(試料５)においても5.16～5.91P２O５

㎎/ｇと、天然賦存量を上回るリン酸が検出されている。特に、Ｂ区基本土層においてリン酸含量が

高い値となっているが、カルシウム含量についてはリン酸に追従した含量変化は見られていない。こ

のことから、ＳＫ54の２層、ＳＫ12の３層に加え、Ｂ区基本土層Ⅱ-１層とⅢ層においてもリン酸が富

化されている可能性が指摘されるが、リン酸に追従したカルシウムの含量変化が見られないことから、

遺体成分の影響で濃集しているとは断定できない。なお、Ｂ区基本層序においてリン酸の富化が顕著

であることから、たとえば生活残滓等の累積など別の要因によってリン酸が富化された可能性も高い。

また調査地点やその周辺の土地利用の経緯に、畑や水田としての利用時期があれば施肥の影響等も充

分に考えられ、後代の土地利用の影響が遺構覆土に及んでいる可能性も想定される。

したがって、今回の分析結果から見る限り、遺構覆土に局所的な残留成分の濃集がみられなかった
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―121―



ことから、ＳＫ54およびＳＫ12の内容物としてヒトを含む動物遺体を想定することは難しい。今後、

リン酸・カルシウムとともに炭素含量を測定し、両成分の由来が動植物いずれかの判定を行うことが

のぞまれる。また、脂質分析や微細遺物分析などの他の調査手法を併用し、総合的な検討を行うこと

がのぞまれる。
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第２節 黒曜石製石器の産地推定

１ はじめに

由利本荘市東由利黒渕字境田、字智者鶴に所在する智者鶴遺跡より出土した黒曜石製石器について、

エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置による元素分析を行い、産地を推定した。

２ 試料と方法

分析対象資料は智者鶴遺跡で出土した縄文時代の黒曜石製石器計17点である。試料は、測定前にメ

ラミンフォーム製のスポンジを用いて、表面の洗浄を行った。

分析装置は、(株)セイコーインスツルメンツ社製のエネルギー分散型蛍光Ｘ線分析計ＳＥＡ－2001Ｌ

を使用した。装置の仕様は、Ｘ線管ターゲットはロジウム(Ｒｈ)、Ｘ線検出器はＳｉ(Ｌｉ)半導体検出器

である。測定条件は、測定時間300seｃ、照射径10㎜、電流自動設定(１～63μＡ、デッドタイムが20

％未満になるよう自動設定)、電圧50kV、試料室内雰囲気は真空に設定した。

黒曜石の産地推定には、蛍光Ｘ線分析によるＸ線強度を用いた黒曜石産地推定法である判別図法を

用いた(望月,2004など)。本方法は、まず各試料を蛍光Ｘ線分析装置で測定し、その測定結果のうち、

カリウム(Ｋ)、マンガン(Ｍｎ)、鉄(Ｆｅ)、ルビジウム(Ｒｂ)、ストロンチウム(Ｓｒ)、イットリウム(Ｙ)、

ジルコニウム(Ｚｒ)の合計７元素のＸ線強度(ｃps；ｃountperseｃonｄ)について、以下に示す指標値を

計算する。

１）Ｒｂ分率＝Ｒｂ強度×100/(Ｒｂ強度+Ｓｒ強度+Ｙ強度+Ｚｒ強度)

２）Ｓｒ分率＝Ｓｒ強度×100/(Ｒｂ強度+Ｓｒ強度+Ｙ強度+Ｚｒ強度)

３）Ｍｎ強度×100/Ｆｅ強度

４）log(Ｆｅ強度/Ｋ強度)

そしてこれらの指標値を用いた２つの判別図 (横軸Ｒｂ分率－縦軸Ｍｎ強度×100/Ｆｅ 強度の判別図

と横軸 Ｓｒ分率－縦軸log(Ｆｅ強度/Ｋ強度)の判別図)を作成し、各地の原石データと遺跡出土遺物の
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データを照合して、産地を推定するも

のである。この判別図法は、原石同士

の判別図が重複した場合、分離は不可

能となるが、現在のところ、同一エリ

ア内の多少の重複はあってもエリア間

の重複はほとんどないことから、産地

エリアの推定には十分である。また、

指標値に蛍光Ｘ線のエネルギー差がで

きる限り小さい元素同士を組み合わせ

て算出しているため、形状や厚みなど

の影響を比較的受けにくいという利点

があり、非破壊分析を原則とし、形状

が不規則で薄い試料も多く存在する出

土遺物の測定に対して非常に有効な方

法であるといえる。なお、厚みについ

ては、かなり薄くても測定可能である

が、それでも0.5㎜以下では影響をま

ぬかれないといわれる（望月,1999）。

極端に薄い試料の場合、Ｋ強度が相対

的に強くなるため、log(Ｆｅ強度/Ｋ強

度)の値が減少する。また、風化試料

の場合でも、log(Ｆｅ強度/Ｋ強度)の

値が減少する（同上）。そのため、試料

の測定面はなるべく奇麗で平坦な面を

選び、測定した。測定結果が判別群か

らかけ離れた値を示した場合は、測定

面を変更するか、あるいはメラミンフォー

ム製スポンジで再度表面の洗浄を行っ

た後、何回か再測定を行って検証した。

原石試料は、採取原石を割り新鮮な面

を表出させた上で、産地推定対象試料

と同様の条件で測定した。第25表に各

原石産地とそれぞれの試料点数、なら

びにこれらのエリアと判別群名を示す。

また、第64図に遺跡所在地および各原

石の採取地分布図を示す。
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第64図 黒曜石産地分析分布図（東日本）

第25表 黒曜石産地(東日本)の判別群名称(望月,2004参考)

都道府県 エリア 判別群 記号 原石採取地

北海道
白滝

八号沢群 STHG 赤石山山頂･八号沢露頭･八号沢･黒曜の
沢･幌加林道(36)黒曜の沢群 STKY

赤井川 曲川群 AIMK 曲川･土木川(12)

青森
木造 出来島群 KDDK 出来島海岸(10)

深浦 八森山群 HUHM 岡崎浜(7)、八森山公園(8)

秋田 男鹿
金ヶ崎群 OGKS 金ヶ崎温泉(10)

脇本群 OGWM 脇本海岸(4)

岩手 北上川 北上折居2群 KKO2 北上川(9)

山形 羽黒 月山群 HGGS 月山荘前(10)

宮城

宮崎 湯ノ倉群 MZYK 湯ノ倉(40)

色麻 根岸群 SMNG 根岸(40)

仙台
秋保1群 SDA1

土蔵(18)
秋保2群 SDA2

塩釜 塩竃群 SGSG 塩竃(10)

新潟
新発田 板山群 SBIY 板山牧場(10)

新津 金津群 NTKT 金津(7)

栃木 高原山
甘湯沢群 THAY 甘湯沢(22)

七尋沢群 THNH 七尋沢(3)、宮川(3)、枝持沢(3)

長野

和田(WD)

鷹山群 WDTY 鷹山(20)、東餅屋(20)

小深沢群 WDKB 小深沢(18)

土屋橋西群 WDTN 土屋橋西(11)

和田(WO)

ブドウ沢群 WOBD ブドウ沢(20)

牧ヶ沢群 WOMS牧ヶ沢下(20)

高松沢群 WOTM 高松沢(19)

諏訪 星ヶ台群 SWHD 星ヶ台(35)、星ヶ塔(20)

蓼科 冷山群 TSTY 冷山(20)、麦草峠(20)、麦草峠東(20)

神奈川
箱根

芦ノ湯群 HNAY 芦ノ湯(20)

畑宿群 HNHJ 畑宿(51)

鍛冶屋群 HNKJ 鍛冶屋(20)

静岡
上多賀群 HNKT 上多賀(20)

天城 柏峠群 AGKT 柏峠(20)

東京 神津島
恩馳島群 KZOB 恩馳島(27)

砂糠崎群 KZSN 砂糠崎(20)

島根 隠岐
久見群 OKHM 久見パーライト中(6)、久見採掘現場(5)

箕浦群 OKMU 箕浦海岸(3)、加茂(4)、岸浜(3)



３ 分析結果

第26表に出土遺物の測定値及び算出された指標値を、第65・66図に、黒曜石原石の判別図に遺跡出

土遺物17点をプロットした図を示す。なお、図は視覚的にわかりやすくするため、各判別群を楕円で

取り囲んである。１点が木造エリア出来島群ＫＤＤＫ、２点が男鹿エリア金ヶ崎群ＯＧＫＳ、１点が北

上川エリア北上折居２群ＫＫＯ2、11点が羽黒エリア月山群ＨＧＧＳ、１点が宮崎エリア湯ノ倉群ＭＺＹＫ

の範囲にプロットされた。また、分析No.16は第65図ではＨＧＧＳの範囲にプロットされたが第66図で

はやや下方にプロットされた。これは先述したように遺物の風化による影響と考えられ（望月,1999）、

ＨＧＧＳに属する可能性が高い。第26表に、判別図法により推定された判別群名とエリア名を示す。

第27表に出土層位別の産地推定結果を示す。Ⅱ-２層で出土した分析No.17の産地、木造は遺跡から

の直線距離にして約180㎞と遠いものの、Ⅰ層、Ⅱ層、Ⅱ-１層から出土したその他の資料はいずれも

遺跡から約70～90㎞とほぼ似たような距離にある４産地のものであった。

４ おわりに

智者鶴遺跡出土の黒曜石製石器17点について蛍光Ｘ線分析による産地推定を行った結果、１点が木

造エリア、２点が男鹿エリア、１点が北上川エリア、12点が羽黒エリア、１点が宮崎エリア産と推定

された。
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第26表 分析対象資料および産地推定結果

第27表 層位別の産地推定結果

出土層位 木造 男鹿 北上川 羽黒 宮崎 計
Ⅰ層 ― 1 ― 3 ― 4
Ⅱ層 ― ― 1 4 ― 5
Ⅱ-1層 ― 1 ― 5 1 7
Ⅱ-2層 1 ― ― ― ― 1
計 1 2 1 12 1 17

分析 出土 出土 K強度 Mn強度 Fe強度 Rb強度 Sr強度 Y強度 Zr強度
Rb分率

Mn*100
Sr分率 log

Fe
判別群 エリア

分析

No. 位置 層位 (cps) (cps) (cps) (cps) (cps) (cps) (cps) Fe K No.

1 LO43 Ⅰ層 4.77 5.51 38.70 12.49 6.88 4.15 7.66 40.07 14.25 22.06 0.91 OGKS 男鹿 1

2 LO43 Ⅰ層 3.89 4.62 43.97 7.77 8.09 3.07 8.14 28.71 10.51 29.89 1.05 HGGS 羽黒 2

3 LS48c Ⅱ層 2.41 3.30 76.08 4.82 5.97 3.44 14.03 17.05 4.33 21.12 1.50 KKO2 北上川 3

4 LT48 Ⅰ層 4.12 4.47 43.96 8.45 7.65 2.94 7.82 31.47 10.17 28.48 1.03 HGGS 羽黒 4

5 LT48a Ⅱ-1層 4.09 3.95 39.11 6.43 6.60 2.26 6.29 29.79 10.10 30.58 0.98 HGGS 羽黒 5

6 LT48b Ⅱ-1層 3.80 4.29 41.32 6.55 6.54 2.70 6.43 29.47 10.38 29.43 1.04 HGGS 羽黒 6

7 LT48d Ⅱ-1層 0.71 4.74 130.66 2.26 11.19 2.68 16.65 6.88 3.63 34.14 2.27 MZYK 宮崎 7

8 LT48d Ⅱ層 3.71 3.98 39.86 6.80 6.70 2.40 6.71 30.08 9.97 29.63 1.03 HGGS 羽黒 8

9 MA48b Ⅱ-1層 3.95 3.73 36.71 6.16 6.04 2.78 6.82 28.24 10.16 27.71 0.97 HGGS 羽黒 9

10 MA49d Ⅱ層 4.12 4.21 41.55 6.84 7.02 2.55 6.66 29.65 10.13 30.44 1.00 HGGS 羽黒 10

11 MA50b Ⅱ層 4.09 4.60 43.45 7.47 7.60 3.31 6.64 29.85 10.59 30.40 1.03 HGGS 羽黒 11

12 MA50c Ⅱ層 3.41 3.86 36.21 6.71 6.68 2.68 5.91 30.51 10.66 30.41 1.03 HGGS 羽黒 12

13 MA51c Ⅱ-1層 5.15 5.08 37.44 11.26 6.10 3.91 7.01 39.80 13.55 21.58 0.86 OGKS 男鹿 13

14 MA51c Ⅱ-1層 3.83 4.35 43.60 6.58 6.40 3.07 6.62 29.01 9.97 28.22 1.06 HGGS 羽黒 14

15 MB51 Ⅰ層 3.93 4.62 44.06 7.51 7.58 3.17 8.27 28.32 10.48 28.58 1.05 HGGS 羽黒 15

16 MB54d Ⅱ-1層 7.22 3.92 39.87 7.52 7.10 3.04 6.81 30.73 9.83 29.04 0.74 HGGS? 羽黒? 16

17 MB52b Ⅱ-2層 3.61 5.63 47.79 6.10 6.97 3.28 6.40 26.83 11.77 30.65 1.12 KDDK 木造 17
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第３節 動物遺体同定

１ はじめに

智者鶴遺跡は秋田県由利本庄市に所在する。発掘調査では縄文時代の遺構・遺物が検出されている。

ここでは土壌の洗浄により回収された動物遺体について報告する。

２ 試料と方法

試料はＳＫＰ153、ＬＴ48、ＬＴ48ｃ、ＬＴ48ｄの各地点より採取された土壌から、洗浄、乾燥、篩分

けにより回収された動物遺体である。洗浄、乾燥、篩分けは秋田県埋蔵文化財センターにより行われ

た。回収に用いられた篩の最小のメッシュサイズは１㎜である。動物遺体は、出土地点ごとに瓶に整

理されていた。動物遺体のうち、少なくとも部位が同定可能な試料を全て抽出し、同定、計数した。

ただし、魚類椎骨は小片が多く見られ、同じ椎骨に由来する破片を重複して計数することを避けるた

めに椎体の半分以上が残る破片のみを対象とした。抽出および同定は実体顕微鏡下で行った。

３ 結果と考察

結果を第28表に示す。動物遺体はいずれも焼けていた。

ＳＫＰ153の試料には同定可能な動物遺体が見られなかった。
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第28表 智者鶴遺跡の動物遺体

試料No. 出土位置 層位 分類群 部位 左右 数 備考

2 LT48 Ⅱ-1層下

サケ属 歯 ― ? 1 焼

小型哺乳類
距骨 完存 左 1 焼

指骨 破片 ? 1 焼

3 LT48c Ⅱ-1層

サケ属 歯 ― ? 7 焼

アユ? 椎骨 破片 ― 1 焼

コイ科? 椎骨 破片 ― 1 焼

小型哺乳類

上腕骨 遠位端 右 1 焼

上腕骨 遠位端 左 1 焼

橈骨 近位端 右 2 焼

尺骨 滑車切痕 左 1 焼

大腿骨 遠位端 ? 2 焼

距骨 完存 右 1 焼

指骨 完存 ? 4 焼

指骨 破片 ? 14 焼

鳥類? 足根中足骨? 近位端 ? 1 焼

不明

椎骨 椎体 ― 1 焼

肋骨 破片 ― 2 焼

四肢骨 ― ? 5 焼,極小型

4 LT48d

Ⅱ-1層下 サケ属 椎骨 破片 ― 1 焼

Ⅱ層中

小型哺乳類

橈骨 近位端 左 1 焼

Ⅱ-1層 尺骨 滑車切痕 左 2 焼

Ⅱ層中 尺骨 滑車切痕 左 1 焼

Ⅱ層中 指骨 破片 ? 2 焼

中村賢太郎（パレオ･ラボ）



ＬＴ48の試料では、サケ属の歯が１点見られた。鷲鼻状で中空の形状からサケ属と同定した。また、

種の同定はできなかったが、小型哺乳類の距骨と指骨破片が１点ずつ見られた。

ＬＴ48ｃの試料では、魚類としてサケ属の歯７点、アユ？椎骨１点、コイ科？椎骨１点が見られた。

また、哺乳類では、同定できなかったが、小型哺乳類の上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、距骨、指骨な

ど各部位が見られた。他に鳥類の可能性のある骨や、種不明の椎骨、肋骨、四肢骨などが見られた。

ＬＴ48ｄの試料では、サケ属椎骨１点、小型哺乳類の橈骨、尺骨、指骨破片が見られた。

いずれの動物遺体も焼けていたことから食料として利用された可能性が考えられる。魚類ではサケ

属が見られ、河川で捕獲されたと考えられる。また、種の同定にはいたらなかったが、小型哺乳類に

ついても利用されたことがうかがわれる。

４ おわりに

同定の結果、河川でのサケ属の捕獲が推定された。また、小型哺乳類も見られた。
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1．サケ属歯（No.１） 2．サケ属椎骨（No.４） 3．アユ？椎骨（No.３） 4．コイ科？椎骨（No.３）

5．小型哺乳類上腕骨（No.３） 6．小型哺乳類大腿骨（No.３） 7．小型哺乳類距骨

8．鳥類？足根中足骨？

第67図 智者鶴遺跡の動物遺体



第６章 まとめ

今回実施した発掘調査は道路拡幅工事に伴うものであり、調査対象範囲は狭小ではあったが、結果

として智者鶴遺跡は縄文時代後期前葉から晩期中葉にかけての墓域であることが判明した。本章では

検出遺構の特徴ならびに遺物出土状況について若干の検討を行い、墓域の時期的な変遷について大要

を提示し、総括としたい。

１ 土坑について

土坑の分類

土坑は調査区のほぼ全域に分布し、50基を検出した（第２表）。これらは埋土の堆積状況や形態的な

特徴、遺物の出土状況などから、基本的には土坑墓であると推測する。土坑は規模および平面形態に

より、いくつかのまとまりに分けることができる。ここでは長径によってＡ～Ｄ類に、長幅比によっ

て１・２類に分類し、それぞれを組み合わせてＢ１類のように呼称することとした（第68図）。

Ａ類：長径0.75ｍ以下の極めて小型の土坑。円形平面を基調とする。

Ｂ類：長径0.75～1.0ｍの小型土坑。長幅比から円形・楕円形平面に細分可能である。

Ｃ類：長径1.0～1.5ｍの比較的大型の土坑。長幅比から円形・楕円形平面に細分可能である。

Ｄ類：長径1.5ｍを超える大型の土坑。円形もしくは不整形平面を呈する。

１類：長幅比が0.9～0.75程度の円形平面の土坑。

２類：長幅比が0.75を大きく下回る楕円形平面の土坑。

第３節 動物遺体同定

―129―

第68図 土坑長幅分散図



上記の分類が可能な例は45基あり、その内訳は以下の通りである。

Ａ１類：18基（ＳＫ13ａ･14ｂ･39ａ･56･62･70･83･89･129･130･178･213･237ａ･248･266･281･282･298）

Ｂ１類：11基（ＳＫ43･53･57･67･71･85･88･214･226･245･251）

Ｂ２類：３基（ＳＫ156ａ･165･205）

Ｃ１類：７基（ＳＫ11・12・14ａ・15・24・30ａ・54）

Ｃ２類：４基（ＳＫ162・166・188・252）

Ｄ１類：２基（ＳＫ164・244）

土坑の特徴

土坑の規模は長径0.75・１・1.5ｍを境としてＡ～Ｄの４つのまとまりに分離することができる。

全体に占める比率を見ると、より小型のＡ・Ｂ類が卓越する傾向が認められる。平面形態では大半が

長幅比0.75以上の円形平面（１類）であり、明確な楕円形平面（２類）はＢ・Ｃ類において７基確認され

たのみである。このような土坑に見られる規模や形態の変異は基本的に被葬者の体格や埋葬姿勢を反

映したものと考えることができる。ところで今回の調査では土器埋設遺構を検出しておらず、現状で

智者鶴遺跡における幼児の土器棺葬を想定するのは困難である。このような状況を加味すれば、最も

多く確認された極めて小さな土坑（Ａ類）には、幼児や小児が直接埋葬されたと考えて大過無いものと

考える。一方より規模の大きなＢ・Ｃ類土坑は成人の墓と見ることができるが、長径が１ｍ以内に収

まるものが大半を占めることから、これらの土坑には遺体を強く屈曲させて埋葬したと推測する。埋

葬姿勢としては土坑平面形態において円形平面の卓越が認められることから、平面形状と調和的な側

臥屈葬が多く採用され、仰臥屈葬は少なかった可能性もあろう。最も規模の大きなＤ類については複

数遺体の埋葬も推測し得るが、平面形態の変異が大きく、出土遺物などにも特徴を見出すことができ

ないため、詳細は不明である。

土坑の堆積土は単一の埋め戻し土で構成される場合が多いが、上部に多数の礫をランダムに配置す

る例（ＳＫ53・54・56・57・70・88・213）、上面に礫を石囲状に配置する例（ＳＫ67）、上面から中部に

かけて礫を充填する例（ＳＫ54）、下部・底面付近に礫が集中する例（ＳＫ243・248・251）が認められる。

このような土坑に礫が供伴する現象は、円形平面を呈するＢ１・Ｃ１類土坑の半数以上に確認されて

おり、成人の埋葬における主要な儀礼行為の一つであったと考えられる。特にＳＫ67のように上面に

整然と礫を配置する例や、ＳＫ53・54・57のように礫群中に硅化木を含む例については、墓標の役割

を果たした可能性が高いと言える。土坑墓の存在を地表面に礫を並べた形で顕在化する行為は、後述

する配石遺構の構築とも無関係ではないと考えられる。

遺物出土状況について見てみると、明確に副葬品と判断できる例は非常に少ない。形状の復元可能

な土器が出土した例は、ＳＫ244において浅鉢形土器が１点、ＳＫ39ａにおいて深鉢形土器の底部破片

が１点確認されたに過ぎない。剥片石器類や土・石製品もわずかに出土しているが、遺構外における

出土点数との比率は0.5％に満たず、積極的に副葬品として埋納された可能性は低いものと推測され

る。土器や剥片石器類、土・石製品に対して礫石器の出土例は少なからず確認されており、特に土坑

上部に配置された礫群中には石皿や磨・凹石類、硅化木などが数多く含まれている。このような土坑

供伴遺物における礫石器の偏重傾向は、智者鶴遺跡における葬送儀礼の特徴の一つとして挙げること

ができよう。
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土坑の時期別分布

第69図に遺構の時期別分布を提示する。ここに示した遺構の時期は、主として出土土器破片に準拠

したものである。土坑には遺物包含層を掘り込んで構築されたものも多く含まれることから、出土遺

物が埋め戻しの時期を正確に反映しているとは言い切れない。しかし帰属時期の上限を提示すること

は、全体的な傾向の把握にある程度有効であると思われる。後期前葉に属する可能性のある土坑は、

調査区中央部においてわずかに３基が分布する。遺物包含層からの土器出土量と比較すれば、分布状

況は非常に希薄であると言える。土坑の分類としてはＡ１・Ｂ１・Ｃ１類が認められ、土坑の特徴と

して上面から中部にかけて礫を充填したＳＫ54、深鉢形土器底部破片を埋納したＳＫ39ａが注目される。

特に後者は本時期に限定された葬送儀礼によるものと考えられる。後期中葉に属する可能性のある土

坑は、特に調査区北半において濃密に分布する。土坑の分類としては全ての類型が含まれており、多

様な被葬者を背景とし、墓域として最も盛んに使用された時期と考えられる。土坑の特徴としては、

上面に礫を配置する例が多く認められる。後期後葉に属する可能性のある土坑は未確認であり、この

時期に墓域として利用された可能性は低い。晩期に属する土坑は一段高い調査区南東部に集中して分

布する。土坑の分類としてはＡ１・Ｂ１・Ｃ１類が認められる。楕円形平面の土坑を伴わないことや、

比較的大型のＢ１類土坑が多いことが形態的な特徴として挙げられる。また、本時期には後期中葉に

盛行した上面に礫を伴う例が認められない点においても、葬送儀礼の変化を看取することができる。

２ 配石遺構について

下部に掘り込みを伴わない配石遺構には、礫の配置状況に顕著な特徴を見出すことは困難であり、

特定の形態を伴ったいわゆるモニュメント的な施設であったとは想定し難い。ただし、ＳＱ52近辺で

認められた遺物の出土状況や、動物遺体の集中した状況などを総合して見ると、葬送儀礼と密接に関

わるものであったと考えられる。ここではこれら配石遺構について儀礼行為の中心的な場に敷設され

た祭壇様の施設であったと評価しておく。配石遺構成立の過程について現状では不明確であるが、土

坑墓造営の際に上部に多数の礫を配置した例が多く認められることから、これを契機として礫群のみ

を土坑墓と分離し、葬送儀礼に特化した施設として地表面に設置した可能性もあろう。

３ 掘立柱建物跡について

掘立柱建物跡は調査区中央部および一段高い調査区南東部において２棟を検出した。ともに調査区

外へと展開するため全体規模は不明であるが、亀甲形平面を呈する６本柱の建物と推測される。帰属

時期は明確でないが、柱穴出土遺物から少なくともＳＢ296が縄文時代晩期、ＳＢ297が後期中葉以降

に廃絶されたと判断できる。ただしこの２棟の掘立柱建物は主軸方位や柱間距離などの構造的な部分

で共通することから、ともに晩期に属する可能性が高いと考える。

亀甲形平面を呈する縄文時代晩期掘立柱建物の類例は、秋田県南部では横手市（旧山内村）虫内Ⅰ遺

跡で４棟、同市オホン清水Ａ遺跡で４棟確認されている。両遺跡とも掘立柱建物は土坑墓群に隣接し

ており、その性格は一般的な居住施設と言うより、共同祭祀に伴う特殊な施設であったという見方が

強い。智者鶴遺跡では晩期土坑墓群の全体的な規模や構造が不明確であるものの、これらと同様の性

格をもつ建物であった可能性は高いと考えられる。
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第69図 遺構の時期別分布



４ 遺物包含層について

削平を免れた調査区北側には、最大厚60㎝を測る遺物包含層が形成されていた。特に遺物出土量が

多いのはＬＴ48区およびＭＡ51区近辺で（第53図）、主に緩く窪んだ沢地に遺物が廃棄された状況であ

る。遺物包含層は調査区全域が墓域であることを考慮すると、生活残滓の廃棄と言うよりも、葬送儀

礼との関わりにおいて遺物が消費された結果形成されたものと推測される。包含層中にはほぼ完形の

土器が潰れた状態で出土する例が多く見受けられ、中には口縁を下にした状態で出土する例もある。

土坑からの副葬品の出土が少ないことに比べ包含層中の遺物が多い現象の要因の一つとして、遺体埋

葬後に土坑墓の直上や周辺部に儀礼行為の一環として遺物を集積していた可能性もあろう。

遺物包含層は最も厚い箇所で０～２層に細分が可能であった。第29表には掲載遺物のうち細分層位

によって取り上げた土器の時期毎の出土層位をまとめており、第70図には主要な土器の出土層位を抽

出して示した。多少の混在はあるものの、基本的に後期前葉の土器はⅡ－１・２層を、中葉の土器は

Ⅱ－１層を、後期後葉・晩期の遺物はⅡ－０層を主体として出土しており、土器の推定時期と出土層

位の傾向には矛盾がないものと考えられる。

５ 墓域の変遷について

以上の検討の結果、智者鶴遺跡に展開した墓域は以下のように変遷したと考える。

Ⅰ期（後期前葉）：本時期に確実に伴う土坑墓は非常に少ない。遺構の希薄さと比べて遺構外での遺物

出土量が多いことから、調査対象区は基本的に墓域の外縁部に相当し、沢状の窪地は葬送儀礼に伴う

遺物廃棄場であったと考えられる。

Ⅱ期（後期中葉）：およそ調査区北半部の範囲を中心として、土坑墓と配石遺構からなる墓域が形成さ

れる。土坑の規模には変異が認められ、多様な年齢層の遺体が埋葬されたものと考えられる。また、

小型円形土坑の上部に配石を伴う点も特徴と言える。配石遺構のうち、特に大型のＳＱ52周辺には特

異な遺物出土状況が確認されており、土坑墓群と一体の葬送儀礼に関わる施設である可能性が高い。

遺構外における遺物出土量は多く、後期前葉に引き続き墓域であると同時に遺物廃棄場として機能し

ていたものと推測される。

Ⅲ期（後期後葉）：本時期に伴う土坑は未確認であり、包含層中での遺物出土量も後期中葉と比べて著

しく減少するため、今回の調査範囲が墓域として機能していた可能性は低いと考えられる。

Ⅳ期（晩期）：調査区の中では一段高くなっている南東側付近に、比較的大型の円形土坑墓からなる墓

域が形成される。これらの土坑には後期中葉に盛行した上部への礫配置例は認められず、葬送儀礼の

内容に変化が見受けられる。土坑墓群に近接する位置に亀甲形平面の掘立柱建物が伴っており、共同

祭祀に伴う特殊な施設であった可能性が考えられる。
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第29表 掲載土器の時期別出土層位対応表

Ⅰ群
（後期前葉）

Ⅱ群
（後期中葉）

Ⅲ群
（後期後葉）

Ⅳ群
（晩期）

Ⅱ-0層 0 5 9 5
Ⅱ-0・1層混在 0 2 1 2
Ⅱ-1層 28 54 8 4
Ⅱ-1・2層混在 16 9 0 0
Ⅱ-2層 10 6 2 0
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第70図 主要土器の出土層位
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１ SK11・12・13a、SKP13b完掘状況（南東から） ２ SK14a・14b、SKP14c・42完掘状況（南東から）

３ SK15完掘状況（東から)

５ SK30a遺物出土状況（北から)

７ SK43・71、SKP82完掘状況（南西から)

４ SK24・83、SKP73完掘状況

６ SK39a土器出土状況（南東から）

８ SK70完掘状況（南西から)



図
版
３

検
出
遺
構（

２
）

土
坑（

Ｓ
Ｋ

53・

54・

56・

57）

１ SK53確認状況（南から） ２ SK53土層断面（南から）

３ SK54確認状況(南から) ４ SK54土層断面（西から）

５ SK56確認状況（西から） ６ SK56土層断面（東から）

７ SK57確認状況（西から） ８ SK57礫出土状況（西から）
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68）

１ SK67、SQ68確認状況（南西から） ２ SK67土層断面（北から）

３ SK88土層断面（南から） ４ SK88完掘状況（南から）

５ SK58、SKP59完掘状況（西から） ６ SK129土層断面（南東から)

７ SK130土層断面(南から) ８ SK162土層断面（南から)
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・
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165・

166・
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205・

213・

214）

１ SK156a完掘状況（東から) ２ SK164完掘状況（南東から)

３ SK165完掘状況（西から) ４ SK166土層断面（南西から)

５ SK188・214完掘状況（東から） ６ SK205完掘状況（東から)

７ SK213確認状況（南から) ８ SK213土層断面（東から)
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１ SK237a、SKP237b完掘状況（東から) ２ SK243礫出土状況（東から)

３ SK244・245、SKP249土層断面（南から)

５ SK251礫出土状況（南から）

７ SK266、SKP267土層断面（東から)

４ SK248土層断面（南から)

６ SK252土層断面（南から)

８ SK281完掘状況（北から)
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52）

１ SK282完掘状況（南から) ２ SK283土層断面（東から)

３ SK284土層断面（西から)

５ SQ52確認状況（北から）

４ SK298土層断面（南東から）
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１ SQ52直下遺物出土状況（北から) ２ SQ52単孔土器等出土状況（北西から）

３ SQ55確認状況（東から）

５ SQ247確認状況（南西から)

４ SQ246確認状況（東から)
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