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本県ではこれまでに発見された約4000ヶ所の遺跡をはじめとして、先入の遺産であ

蔵文化財が豊寓に残されています。これらの埋蔵文化財は、地域の歴史や伝統を理解し、

した香り高い地域文化を育んで、いくうえで、欠くことのできないものであり

す。

一方、東北横断自動車道をはじめとした高速交通体系の整備は、ゆとりと活力に満ち

しし 1ふるさと秋田の創造をめざす開発事業の根幹をなすものであります。

このような地域開発 り

るい明日に向かつて進むためのいわば草の両輪とも言えるでしょう。

は、こむ地域開発との調和をはかちながら、埋蔵文化財を保護し、

することに鋭意取り組んでおります。東北横断自動車道秋田線建設にあたっても、埋蔵文

化財保護のひとつとして、工事に先立つ発掘調査を実施し、遺跡の記録保存と現況保存に

めてまいりましんO

は、東北模断 ペコ 、崎、 にかけ

山内村で実施した虫内 Z遺跡発掘調査の成果をまとめたものであります。

文時代後半墳のそれぞれ100を越える った大規模な墓地が見っかり、

が営んだ墓のしくみや墓地の特徴の一端などが明らかになっております。

るさとの歴史資料として広く活用され、埋蔵文化財保護の一致となること

らびに本報告書の刊行にあたり、ご援助、ご協力をい
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1 本書は百秋田県平鹿郡山内村所在の虫内 Z遺跡の発掘調査報告書である。

にかけてー東北横断自動車道秋田線建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査とし

断自動車道秋田線建設事業に{系る埋蔵文化財発掘調査報告書の23冊目に当たり

と02分間からなる。

り

し〆〕

と る

っている。これらはいずれも

よって訂正したものとする。

2 虫内 Z遺跡、の調査結果については百

の中途段階でのものであり、

いくつ

3 本警は、第1意 e第2章第1節@向第3節@第3章@第4章(第3節SK3032の項を除く〉窃第5章第3節織第8章

第4章第3節SK3032の項 φ 第5章第1節@同第2節匂第6章第1節@向第2節

がそれぞれ執筆した。第5章第3節は築と高橋が分担執筆し百各文末に分担を示し

は原真IJとして該当部分の分担者がそれぞれ執筆したのま

第4節@第7章第9節は山崎京美氏、第?章第2節は西谷忠師民有同第5節は杷塚隆保氏百同第5節

氏、同第10節は松谷暁子氏による。さらに百第7章第1節は学習院大学に百同第3節は(株)ズコーシヤ百

第4節@第8節はノマリノ e サーヴェイ(株入間第7節は(株)古環境研究所にそれぞれ委託した分析の結果報

告を一部編集して掲載したものである。なお 1 第4章@第5章の遺構出土遺物に関する記述のうち百動物

違存体の種名等は山崎京美氏の鑑定にもとづいている。

4 第2図は国土地理院発行1/25000地形図(横手 e羽後黒沢)を譲製縮小し 1 第4図は同1/50000地形図(横手〉

を複製し 1 第10図は向1/25000地形関(横手争羽後黒沢)を複製し 1 それぞれ作成した。また、第3図窃第8

図 a第61図は日本道路公団提供の1/1000平面図をもとに作成し

5 十属図中の土色の記載は、農林水産省農林水産技術会議事務局監修有財団法人日本色彩研究所

修『新版標準土色帖』によった。

6 発掘調査から るに、

よ らも った。 し

阿部博志稲野彰子稲野裕介大野亨小山内透

鈴木克彦須藤隆関根達人高木晃高橋龍コ郎

@諮機関のほか三以下の方々

しあげる。

金子昭彦肥塚陸保小杉濠酒井英一

成田滋彦西田泰民西谷忠締藤田等

美ム尽仁詩宮山 昌久

センタ

ロ



l 本書で用いる時期区分は第3章第4節に掲載した。

2 本文中および遺構実測図中などで百図版掲載遺物を指示する際には、特に断りのない場合1 図版1中の1

の遺物は1-1のように略記する。

3 柱穴一覧表、遺物観察表は原則として巻末にまとめて掲載した。

4 柱穴一覧表中の遺物記載などでは、石器類の一部は以下のように略記した。

スクレイノマー:SC 

二次加工ある剥片:RF 

微小剥離痕ある剥片:UF 

剥片 :F

砕片 :C

5 土器類と石器類の遺物観察表の凡伊jは、 363---365頁にまとめて掲載し百その他の観察表等の凡例につい

ては個別に掲載した。

6 遺構および造物実測図に関する凡例は可図版 a写真編中の凡例に記載した。

7 本文中の註は、原則として各章末にまとめた。ただし、第7章については百各節末に掲載した。
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第 1臼3図 中 区 顕 @ 小 区 画 設 定 図 宇 e一……一一‘h一一一F一一…P一一-一一………-一…………-一…………岨一…………-一…………⑤一…………-一…………-一…………-一…………-一…………-一…………⑤一……-一……-一…-一..一…………-一………，一……φ一…………@一…………e一…………-一…………司一…………-一…………@一……….一……⑤一…-一-一…………⑤一…………-一…………e一…………-一………也一……-一…-一-一………….一…………⑤一…………-一…………-一…………-一………一-一一一一-一…………-一…………-一………….一…………-一…………-一…………@一…………-一…………-一…………⑤一…………-一…………-一…………-一…………‘一………….一…………守一…………勾一…………-一…………e一…………守一…………F一…………守一…………-一………….一…………匂一…………-一…………宇一…………e一…………匂一…………守一…………守一…………司一一………苧一………一与一…………，一…………噂一…………匂一…………手一…………司一………-一……-一…-一-一…………-一…………-一………-一………-一…-一…-一--一…………-一………-一……-一………巴一…………-……………9一…………白一…………-一………-一…….一….一-一…………-一……e一…………-一一………-一一………守一…………F一…………e一一………守一………-一一………-一……-一……勾一…-一-一………令一……….一…⑤一…司一.-一…………e一………-一……e一………一匂一……-一一…-一…e一守一…………守一………-一………'一…匂一…-一@一…一 2お5 

第 14 図 IV群深鉢紹分図 @ ………-一- ⑤一……φ一…-…....一……e一…守一匂 宇一…………宇一一…一F一一…宇一一一一…守一一一一…守一一…一…一一一………伊一…………-一…………争一………守一一…-一一-一..-一..._.一……-一…-一.._.-一一………-一一……-一……-一…-一_.-一一……-一一…-一…-一- 合 -一……一一-一一一一-一一………-一…………-一…………争一…………-一…………令一一……一-一一………-一一………-一一…一…-一…………-一………-一……-一…-一_.-一…-一司 但一_.-一………-一……⑤一…-一匂 匂一…-一......一…………-一………守一一…e一…………-一…………e一…………司一…………令一……一…-一……一一争日一一一一令一…………-一一………司一…………令一…………-一…………司一…………勾一…………与一…………苧一…………司一…………司一……….一……-一…-一- 一…………-一……'一…………守一……伺一……-一…@一-一…………e一…………匂一…………勾一…………e一…………守一……….一……守一…，一…………司一…………P一………….一…………-一…………-一…………-一………-一……-一一-一司一…………巴一…………-一………一⑤一…………-…………….一………….一…………e一…………-一………-一……争一…e一………-一…e一…-…也 3出l 

第 1臼5図 北 調査区の遺構 @ 遺 物 分 平 荷 旨 模 式 図 -一…………@一………-一……匂一…………e一…………e一………-一……e一…-一⑤一…………匂……………e一…………φ一…………勾……………e一………匂一……匂一…也一勾一……e一…也一- 司一………一占一………-一……-一…………‘一…………-一………占一……匂一…⑤一⑤一…………-一…………-……………也……………匂一………匂一……-一…奇一匂 -一…………守一………守一……匂一…………勾一…………守一…………匂一………守一……-一…e一-一- 一…………-一一…-一一宇一.--.._-_.- 一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一-一一一一一一一一一一一-一-一一一一一一一一…一…-一一一…-一一…-一…-一⑤ 司 .__. 今 @ ‘ 宇 e一………‘………φ一…-一匂 司…………一守一一一一@一……‘一…………‘一…………F一………奇一……一一…@一匂 -一…⑤一- 3お6 

第 1凶6図 北 謁 査 区 土 層 断 面 位 霞 一……一一一一一一一一宇一一一一一宇一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一-一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 -一一 一一一一-一一-一一 一一一一一一 一一一 -----------_.一一一……-一一……-一一一-一一……一-一……-一一…-一一-一-一…………-一一…-一……-一一-一-一一………-一一………-一…………-一………-一……-一….一………….一………….……………伺一…………令一…………e一………司一……-一…命……………匂一…………-一…………但一………争一……-一一-一牟 -一…………-一………岨一……-一…………-一…………-一…………-一………-一……-一…-…_.-一………一巴…………@一……今一………e一…-一…但一- 巴……………o一………巴一……-一…………-一……-一一…-一…竿一…………‘一……苧一……@一…令一- 3幻7 

第 1打7図 北 謁 査 区 土 層 図(α1) ⑤一⑤ @一…………⑤一………⑤一……@一………-一…………⑤一………守一…一一一⑤一………….一………奇一……e一…‘一守 .....一……-一…-一宇 -一…………宇一………匂一……-一…………-一………苧一一一-一一-一守 -一一………苧一一……宇一……e一一……-一一…守一一苧一宇 一一' 守 噂一…………e一………守一……令一……今一一-一令 -一………一令一………-一……令一一P一一一一一……-一一………-一…………⑤一…………-一…………-一………⑤一……-一…-一- 但一- 一……-一- 司 .__.一………….一……….一…….一……-一…-一司 一一………-一……-一………-一……-一…-一- 一…………匂一……守一………….一…………-一…………F一一……台一一…-一…-一勾一…………-一……-一……-一…-一--一………….一………-一…….一…………匂一…………-一…………-一…………-一………-一……-一…-一-一司 一…………-一……-一一……….一……-一……-一…-一-一……一一-一…………守一……-一……-一…司一.一…………匂一……-一……-一-一- 3お8 

第 l同8図 j北七調査区土層図 (臼2)-一一-一_.-一一…-一一-一_.-一一………-一………-一……-一…-一....一匂 一…………‘一……@一…………-一…………守一…………♂一…………匂一………‘一……-一…-一_.-一一……一F一………宇一一…-一一…苧一一e一苧 宇一…-一苧 -一一一守一一守一匂 苧一…-一令 匂一…………-一………争一……e一一……一-一……一一-一……一一-一………-一……令一…台一但 一…………-一…一-一…………-一……-一一…-一一一一--一……巴一…-一_.-一…………-一………o一……-一…………-一…………-一…………-一………-一……-一…-一司 -一…匂一- 一……….一….一_.-一_.-一一一一e一……奇一….一…………@一…………-一………-一……伺一…-一司一…………司一一………-一…………-一一………-一………-一……e一…e一e一一一…一-一一一一…-一一…一一-一一…一一-一一一一一-一一一一-一一…-一一-一炉一……一一-一一一一一-一一一一一-一一一一一-一一…一一-一一一…-一一一-一一-一-一………-一一…一一-一一一一一-一一一一一-一一一一-一一一一一一令一-一…………-一………一-一………一-一……一一争一…………-一………-一……-一…-一-一…………-一……-一一…-一一-一-- 3お9 

第 l印9図 北調査区土層図(臼3) φ一…………今一………-一……-一…………令………令一……匂一…勾一-一…………令…………一φ…………φ一…一奇一一+一宇 -一一一一一一一一一 一一一一一-一一一一-一一-一一-一- 一一……一-一……⑤一…………-一…………-一…………-一…………-一…………-一…………⑤一…………-一一………-一一一…一-一……一-一……-一…-一-一…………匂一…………m一…………-一…………但一…………司一…………但一…………司一…………司一…………e一………….一………-一…….一….一-一………-一…………司一一一争一…….一…‘一-一………….一…….………叩……恥一-一…………-一…………-一…………守一………一e一一……e一一…苧一…苧一嶋……………令一…………司一…………伊一………F一……-一…-一..-一…………⑤一………-一……-一…………岨一…………-一…………-一…………-一…………-一………-一……-一…司一_.- 一…………⑤一……-一………….一……一一-一…………e一………-一……-一…-一....一……-一…-一- 4却0 

第 2初O図 南 調 査 区 の 遺 物 包 含 麗 の 広 が り -一.__.一…………-一………-一……-一…-一- 一一………⑤一……-一…-一_.-一…………-一………-一……-一…⑤一--一…………-一………-一……-一………一⑤一……一-一一一-一…-一_.-一…………e一………-一……-一…………⑤一…………@一…………-一…………-一…………⑤一…………-一…………奇一…………-一…………‘一………司一……e一…奇一.‘一…………勾…………P一……守一…………-一……匂一……匂一…‘一匂一………….一…………匂一………匂一……-一…-一_.-一…………匂一………-一……令一…台一-一…………令一……-一…………争一………-一……争一…宇一一…-一_.-一‘-一…-一_.-一- 即一……-一…匂一"...一..-一司.....一一………-一………-一……-一一……一守一……一一'一……一一-一…………倫一………令一……守一…珍…鴫 ，一一…-一一e一. 8幻7 

第 2幻1図 南 調 査 区 土 層 図(α1)苧一一-一_.-一一一……-一………-一一………-一一………守一一……-一……-一…-一争一………一-一…一-一……-一…-一-一……-一一-一.....一…………-一………-一……-一……….一…….一….一司 一………….一…….一…-一_.-一…………-一………-一…….一…………-一…………-一…………司一…………司一…………-一………….一…………-一…………-一…………‘一………….一…………-一…………-一…………-一…………e一……一.一……司一一-一_.-一…………e一………-一……苧一…-一--一…………苧一………-一……e一………….一…………-一………-一……e一…'一e 一…………司一……e一…………司一……e一一…一一一司一匂一…………苧一…………命一…………守一一……令一……-一…台一合一…………-一……-一一…命一…令一-一…………@一…………-一…………-一………一e一……一一-一一一一-一……'……9一-一…………-一……-一……-一…-一⑤一…………-一…………匂一…………-一…………-一……….一……-一…-一-一………….一……-一……-一一-一苧一_.-……………-…………-一……e一…………e一…………-一…………守一……一…台一……e一一…P一…宇一匂司一…………守一………e一……-一…………-一……守一……e一…e一令@…一一一e一………句一……e一…………命一…………-一……-一……司一…宇一.-……e一台 8鉛8 

第 22図 南 調査区土層図 (α2) .-一……⑤一….一........一…守一守 F一…………-一………-一……苧一一…一一宇一一一一一苧一一…一一守一一一一一苧一一一一一苧一一………一一一…一一-一…一……-一一…一…-一一一…一一一一-一一-一F一一一一一-一一……一-一一………-一一………-一…………-一………一-一……一一-一一一一…-一一一一一一一一一一…-一一一一一-一一…一…-一………-一一…勾一…-一_.-一....一…………-一………-一……-一………司一……-一…-一_.-一……巴一…-一- 但一…………-一………-一……-一…-一_.-一…………-一………-一……'一…………‘一…………-一…………P一………….一………….一………….一…………e一一………匂一一………-一一………-一……-一…….一…-一--一…………e一………-一……-一…………e一…………司一………苧一一…e一…守一宇 -一一…一一司一……一苧一一一令……………司一一………-一一…一一苧一…一…司一……司一一-一e一一………-一…………-一………一匂一………-一……伊……但一-一…………-一…………-一………司一……-一….一.一…………-……………伺一…………-一………….一…………-一…………-一…………司一…………-一…………-一………….一………-一……也一…e一-一………匂一…-一….一-一…………-一……‘一…………匂一……一-一…一匂一…守一匂 8ω9 穆9卯O 

第 2お3図 剥 片 @ 砕片等の対土壌重量比グラ フ -一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一 一 ._-_.一今 -一一………-一一……-一一…-一……-一…也一匂 一…………-一………@一……-一………守一……⑤一…φ一‘ 奇 匂一一守一_.-一守 -一…‘一争 - ⑤ 守一…………守一………*一……守一………守一一…-一…令一守 -一…………守一………守一……守一…'一争 一…_..一…………-一………e一……合一…-一_.-一……匂一…-一令 -一………-一……e一…-一-. 202 

第 24図 S 1431 の 自然残留磁化方向分布 - 一一一一一-一一…-一一一一一-一一一一一-一一一一一一一一一一一-一一………-一一………-一一………-一…………-一…………匂一…………-一…………-一……-一……-一…-一--一…………白一………-一一…-一…………-一…………-一……….一……但……e一-一…………P一…………-一…………e一………@一……奇一…-一司一…………守一…………-一………….一…………-一一………-一一……-一一…-一一守一宇一一一一一守一一一-一一一-一一-一一…一一苧一一…一…-一…………匂一一一……-一一………宇一一………-一一……e一一…争一…-一4一…………-一…………巴一……-一一…-一…-一--一…………-一………-一……-一…………-一…………-一…………-一…………-一…………-一………-一……-一….一-一…………-一………….一…………-一一………-一…………-一………-一……-一…-一-一………….一…………伺一…………-一一……-一……一-一一匂一….一-守一一………-一………P一……-一…………司一………司一……守一….一- 208 

第 2お5図 S 1 617 の 自然残留磁化方向分布 -一…………匂一………-一一…-一…………-一……-一……-一….一-一- 一…………-一……-一………….一………….一…………伺一…………匂一…………-一…………-一…………-一一………-一…………-一…………-一…………-一…………-一…………-一…………島一…………-一…一一一-一一一一一-一…………守一一………苧一一…一…-一一………司一……一…守一一…一…-一…………-一一一……苧一一………-一……一…喝一一……一-一一一一…-一一一一…-一一一…-一一一-一…-一-一…………-一一………-一…………司一………-一……-一…-一-一…………-一…………-一…………-一一……….一…………-一…………-一…………-一………-一一…-一一-一-一…………-一…………-一一………-一一………-一…………-一………'一……-一…-一司一……一一司一一一一一守一…一……宇一一一…e一……-一…守一………一-一……苧一一…司一一宇一- 苧 .-----_.一._---一一…一…-一一一一-一一…-一…………-一一………-一一………-一…………-一…………⑤一………-一……-一…司一-一…………-一…………-一………一-一…………-一…………-一………-一……-一…-一--一…………-一………-一……⑤一…………⑤一………-一……-一…-一- 208 

第 2お6図 S 1431試料6の段階交流消磁 -一…………-一………-一……-一…………-一……-一……-一…-一-一…………-一……-一……‘一…-一-一一………-一……-一……-一…-一.一…………匂一…………-一…………匂一………-一一…-一…-一-一…………-一…………守一…………匂一………-一…….一…-一e一…………司一…………-一…………e一一………令一………-一……司一一e一-一一一一一-一一…一-一…一-一一司一-一 .---------一一一一…-一一…一-一一…-一…………-一…………-一…………-一一………-一…………-一…………-一…………-一…………-一…………-一…………-一…………-一…………-一…………-一…………‘一…………-一…………⑤一………….一…………-一一…一一-一…………-一………-一……司一…-一静…6 幹一…e一...一…………-一………-一……-一……-一…-一.......一…-一‘ -一….一.... 守 -一匂 伺 司一……匂一…-一.. 208 

第 2訂7図 交 流 消 磁 後 の 磁 化 方 向 分 布 -一…………-一………-一……-一…………-一…………匂一…………-一…………-一………争一……司一…-一-一一………-一……-一……司一…守一-一…………司一…………@一…………‘一………@一……e一…-一匂一…………-一…………e一…………-一……….一…….一…P一e一…………匂一……匂一……-一…守一守一…………守一……-一……匂一….一--一……一…守一一…一-一…一…一守一……守一……-一…司

第 41図 X線透過写真

第 42図偏光顕微鏡写真

235 

-236 

第 43図 ガ ラス淳の蛍光X線スペクト/レ ーヨーヨー…一一一一一一一一一一一一……….._...._.._._.._.-..--一一一一一一…......_.…………--------.-.-...-...-.....-..-- 236 

第 44図 各 資料のX線回折スペク ト ノ レ 一一一一一ーーー‘ー匂自@也司ーーーーー_.-ーφ---匂匂争匂争直-_.....ーー一ー一一一一一一一一一一 一一一一一一 一一……一一一一一一一一-. 237 

"1-



第45図胎土分析試料(1)

第46図 胎土分析試料(2)一一一

ー 245

-246 

第47図 胎土分析試料(3)--------……………~...... .一一….......…一一一一......--…………一一一一一一一一一一一一……-------._-----------一一一一一一一一-----------247 

第48図 胎土分析試料(4)--------------------一一一…-----------------------一一一一-------------…………ーーーーー令合---匂 e・e・-ーーーーーーーーーー司宇合----------・e・-ーーー-----ーー一一一一一一一-------------248 

第49図 胎土分析試料(5)一……---_----------…ーー ーーーーーーー司宇司司苧e・e・-------ーーー但--ーー--但今白命令一一一一一一一------------_"---------一一一一一一一…一一一------------------------------249 

第50図 胎土分析試料(6)一一一一一………一一一----------------.-.---一一一一一一一一--------一一一一一一一一一一一一一ーヨーヨー一一一一一一---・e・-一一一一一一--------… 250 

第51図 胎土分析試料(7)…一一一一一一一----------…一一ー一一ー一一一一一一…………一一一一ー ………----------……--------_.-一一司--------一一一一一一--251 

第52図 胎土分析試料(8)------一一一……一一…………---------一一…………一一一一一一一一'一一一----__.一 一 ー一一一_--------ー一一ー一---------------252 

第53図 胎土分析試料(9)一一……一一一一------------司--・e・-…一一一一一一一一---------一一一一一一一一一………一一一---------一一一ー一一一一・e・-一一一ー…--253 

第54図 胎土分析試料(10) ゐ 一一一一一一一一一一一一一一一一一----------一一一---------一一一一一一一一一-------------一一一 ーや一司令 254 

第55図 遺構外出土分析試料(No.76---90) 一一_..マ-----ーーーーー司-------ーーーーーー但"----令----------ーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一……一一一一一……....262 

第56図 遺物包含層から出土した動物遺存体の分布 一一一一一一----------------------一一一一一一-----------"・e・-一---------------…一一一一一…..'-'" 309 

第57図 E層出土動物遺存体の分布 一勾宇一ー一ー一‘ー守ーーーーーー一一一一一一ーー一一ー----------司..司ー----一一一一…-----------…一一一--------ー ー一一一 310 

第58図 E層出土動物遺存体の分布 一一一一一一一._.・e・...ーョーーーーや古傷合...司守マー------------------ョーーーーーー匂ゃー守--------・e・-一一一一一一一一一一一一一一一一一… 但一一一一 311 

第59図 rv層出土動物遺存体の分布 一一一一一一 ー...ーーーー伽苧命----司-------ーーーーーーーーーー-------ーー匂----ー---司-----------------一一ー一一一一一……… ーーーー …ー… 312 

第60図 土坑墓長幅分散図 -ーー-----ーーーーーーー噂与苧苧与司守司司ーーーー・・・ー・・ーーーーーーーー司…------------一一一………-------------一一一一一----------一一一一一一一一一一一_--------一一一 … 327 

第61図 虫内遺跡群の構造模式震J 一一一------------一一一一一一一一…一一一一ーヨーヨー一一一一一一一一一一一…---------一一一一一一一一一--------…一一一一---...--.....331 

第62図 南調査区の遺構分布 一 一一一……------- 一一一一…------…一一一-------------一一一一一一一…………一--------一一一一句-_._--一一一---------…一一一 333 
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る経過

東北横断自動車道秋田線は百東北自動車道から岩手県北上市で分岐し百秋田市に至る総延長108kmの自動

る。このうち百横手一湯田間19.7kmについては百昭和61年3月の国の第9次施工命令により呉

した。これに伴い1 昭和62年3月に百日本道路公団仙台建設局長から秋田県教育委員会教育長あてに百

道路計画路線内に所在する埋蔵文化財包蔵地の分布調査依頼があった。これを受けて、秋田県教育委員会で

は、認和62年5月と詔和63年5月に遺跡
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第 2図 東北横断自動車道秋田線横手一湯田問秋田県内遺跡位置図



1節調査に至る経過

と した。その結果百 ょっ してい の4

る秋田県内の15遺跡は、

発掘認査を実施することとなった。
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v，-

I 3.6-16 
5年

i中島 平鹿郡山内村平野沢宇中島 昭和田年 平成 3年 遺跡:は計画路線外 3-6 

相野々 平鹿郡山内村平野沢字柏野々 昭和田年 平成4年 遺跡は計画賂線外 3.7 

力石H 平鹿郡山内村大松川字力百 平成 3年 平成2年確認、 遺跡は計画路線外 6 

iニ谷地 平鹿部山内村平野沢字上各地 I!l訴063年 平成 4年 i 平成品年 3.7.12 
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秋田県鳥海町立)11

同村道雄文化庁記念物諜主任文化財謁査官

小林達雄 麗華院大学文学部教授

林謙作

平成3年度大野憲司(秋田県埋蔵文化財センタ

高橋忠彦(老夫密集理藤文イヒ慰センター

粟津光男(秋田県埋蔵文化財センター文化財主事)

栄一郎(秋田県埋蔵文化財センター学芸主事)

利部 修(秋田県埋蔵文化財センター学芸主事〉

武藤祐浩(秋田県埋蔵文化財センタ

工藤 晃(秋田県埋蔵文化財センター非常勤職員)

小林恵美子(秋田県埋蔵文化財センター非常勤職員)

平成4年度高橋忠彦〈秋田県埋蔵文化財センタ一文化財主任〉
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佐野浩子(秋田県埋蔵文化財センター非常勤職員)

平成5年度粟津光男(秋田県埋蔵文化財センタ一議査課文化財主任〉

栄一郎(秋田県埋蔵文化財センター調査課学芸主事)

総務担当者

平成3年度佐田 茂(秋田県埋蔵文化財センター主査)

佐々木真(秋田県埋蔵文化財センター主任〉

平成4年度皆川 清(秋田県埋蔵文化財センター主査)

佐々木真(秋田県埋議文化財センター主任〉
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第 2節謂査要項

ロハ一

増田町教育委員会十文字町教育委

一横手間は平成3年7月iこ百横手一湯田間は平成7年11月iこそ

なっている。また、平成5年10月148かち10月23認まで、大面的北広域交流センター(大詰市〉に

おいて、東北横断自動車道秋田線(秋田市一山内村諮〉発掘認査経了記念援を間信L"出土遺物、写真パネル等を

した。 訪日間の諮問中1 許2，945人の入場者があっ

実質の諮査面積は第3章第3節を参照。

註3 平成3Q 4年度には下記の大学院生@学部学生の参加があっ

e林克言(菅山学j莞大学〉

山田康弘(筑波大学〉

青山ひろみ e油谷勝良号下潟珠美 e茜JlI雄大 e蒸村議議〈奈良大学〉

渡辺裕之(明治大学)

越後真美俗山本崇(立命館大学)

l 秋田県教育委員会『遺跡詳細分布調査報告書J

2 ~文缶集教育委員

3 秋田県教育委員会「遺跡詳紹分布調査報告書』秋忠良文化財調査報告書第179集 1989(平成元)年

4 秋田県教育委員会 F遺跡詳縮分布謁査報告書J秋思東文化黙諾査報告書第201集 1990(平成2)年

5 秋田県教育委員会『遺跡詳細分布謁査報告書J秋田県文化慰謁査報告書第217集 1991(平成3)年

5 秋田県教育委員会『遺跡詳細分布調査報告書』秋田嘉文化取詔査報告書第226集 1992(平成年

7 秋田県教育委員会『遺跡詳細分布調査報告書J秋田県文化黙認査報告書第239集 1993(平成5)年
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8 秋田県教育委員会『東北横断自動車道秋田線発掘諒査報告書忠一新町遺跡 J 

告 『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書XllI茂竹沢遺跡秋間県文化財調査報告書第233集

10 立遺跡

1993(平成年

11 

1993(平成5)年

12 秋田県教育委員会『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書刻一上谷地遺跡秋田県文化財調査報告書第241集

1994(平成6)年

13 秋田県教育委員会『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書}叩一虫内蔵遺跡、…J秋田県文化財調査報告書第242集

1994(平成6)年

14 秋田県教育委員会『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書調一小田町遺跡…J秋田県文化財調査報告書第243集

1994(平成6)年

15 秋田県教育委員会『東北横断岳動車道秋田線発掘調査報告書XXI-小田V遺跡秋田県文化財調査報告書第262集

1996(平成8)年

16 秋田県教育委員会 f東北横断自動車道秋田線、発掘調査報告書迦一岩瀬遺跡-Jl秋田県文化財調査報告書第263集

1996(平成8)年
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このような現状での遺跡調査状況から、この横手川西岸の低位段丘面とそ

を次のようにまとめておく。

まず、縄文時代早期末に丘陵裾部際に住居が出現する。しかし、この時期には、 1くつ し九
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2章遺跡の環境

東部の大日向山山地、東部の大穴峠山地、北部の御岳山山地の4つに分けられる。いずれの山地も標高250~

350mの中起{犬山地が大部分を占めている。本地域の最高峰は東端部にある天竺森(標高368m)で、ある。

湾岸段丘は;横手Jllと黒沢Jlltこ沿って、 0.5"-__，lkmの*言で、分布しているが九武道JlI沿いでは発達が乏しい

細は後述)。

氾j監原は横手Jllと黒沢JlIの現河床沿いにわずか

さな谷沿いにいくつか分布がみられるの

(3) 地質の概況

本地域の地質は、河岸段丘堆積物を除くと、古いJl頃に山内層@相野々 1的容

世〉に区分される(第5函)。

る程度である。ま I1拾いと小

5国対象地域の地質国

いずれも新第三紀中新

河;;!.段丘封i~積物

黒沢層

醐111;11野々年j

1111勾層

~会宇\向ま~I.J!irl! 

~fr斜ilirH

一一断層

一一一河川

m
 

f
u
n
 

山内層は淡灰褐色~褐色の硬質泥岩で、層理が発達しており板状に割れる性質がある。 横手市東方の山地

に広く分布し 1 本地域では稲野々よりも西方の山地を形成している地層である。

相野々層は主として黒色泥岩からなり、一部では石灰質の団塊や凝灰質砂岩を含む。また百最下部に灰白

色~白色の石英安山岩質凝灰岩の薄い層を挟む。山内層の上に不整合にのり、西は横手市の中山丘陵から、

東は横手)11 ..黒沢)I rの流域に広く分布する。本地域では粗野々よりも東方に分布し 1 平野沢集落付近では¥

石英安山岩質凝灰岩がみられる。

は主として青灰色~暗灰色の細粒砂岩、砂質シノレト岩からなり、相野々層とは整合であり、若干指

交関係をなすが、やや斜交して黒沢層が上位となる。横手)11"黒沢)11の流域に分布するが、相野々層よりは

分布範囲が狭し'0本地域では東南部の横手JlI沿いにみられる。

河岸段丘堆積物は横手]11 "黒沢川の河川沿いに発達し、車整@砂及び泥からなり、厚さは数111程度で、ある。

本地域は断層と摺曲によって複雑な地質構造を示している。本地域の東部には、平野沢断層が南北に縦断

しており、さらにその東方には、断層と平行に菅斜軸がみられる。また、南部にもいくつかの背斜@向斜構

造がみられ百複雑な構造を物語っている。

一時一



ついて

これまでの研究

本地域の河岸段丘については、これまでいくつかの研究開がある(第2表〉。

中]11ほか(1971i 秋田県(1976) TOYOS!MA(1984 ) 

タト 山 王立 丘 1 + 

相野々高位段 丘 砂喋段丘 I 機手沢段丘

相野々段丘 砂磯段丘 E 岩瀬段丘

長 i静 段 丘 砂喋段丘由 板井沢段丘

ゴニ j崩 伝t:r又" 丘 砂諜段丘由 1 j有期;段丘

ラ寸尺J 原 段 丘 砂諜段丘w+

回 」、iー 段 丘 砂諜段丘w

喋段丘V

2楽河岸段丘区分の比較

2節地形と地費

本 稿

議手沢段丘

岩瀬段丘

板井沢段丘

南郷(l~出)段丘

土i出|段丘

中川ほか(1971)では、脊梁山脈とその南側の低地帯における第四紀の地変について考察を進めようと、横

!I..黒沢fi!の河岸段丘と和翼Jl!の湾岸段丘の支すよとを行い、横手jij毎黒沢)11流域で、は7つに段丘を区分して

いる。

秋田県(1976)では百ほぼ中川ほか(1971)の段丘区分を踏襲しながら、さらに詳細な段丘部区分図を作製し、

も新しい砂際段丘Vを加えて、全部で8段丘に区分している。

TO Y OSHIl'v1A ( 1984)では、 2万年以後の湾岸段丘の発達過程を諮査するために横手川 e黒沢)il流域を取り

上げ、板井沢段丘をfillt叩 terrace(砂採堆積段丘入南郷段丘を板井沢段丘を侵食したfillstrathterrace 

〈砂諜侵食室長段丘〉であると考えた。さらにははCの年代測定資料から、板井沢 e南郷雨段丘の形成年代を約

23，000年前よりも新しく百約12，000年前よりも古いと考えている。

②段丘の区分と対比

は、これまでの研究の中から百 TOY 0 SHIJ¥;lA ( 1984 )の段丘の区分を踏襲しながらも三南郷段丘を

さらに Ir.._，亜の3つに底分し、現河床とほとんど向じ高度の最も低い段丘を「土淵段丘Jと命名した(第2表奇

第6図〉。

中川ほか(1971)の外山段丘と回立段丘及び秋田県(1976)の砂磯段丘Vは、調査地域内には分布しないので、

本稿では省略した。

a横手沢段丘

調査地域内では最も高位の段丘で、模式地は横手市の横手沢両岸であるが、本地域では、相野々~落合の

黒沢JlI左岸と横手川の大畑にわずかに分布する。標高は栂野々付近で、は140，...，_，160mで、あるが、落合で

を増し、 180'"'-'200mとなる。かなり関析が進んだ段丘面がみられる。堆積物については不明で、あるo

b岩瀬段丘

調査;地域中央鶴ケ地付近とその対岸である小田rv..v遺跡周辺、及び桔野々南西に分布する。標高は

120，...，_，1301TIで段丘面の関析度は横手沢段丘よりも小さし平担問が残る。安山岩を主体とする最大直径50cmの

11-



2意遺跡の環境

風化した円磯層が5m以上堆穣しており九その上に1，._，2.5mの角磯交じり

は中J11ほか(1971)によると、

麟欄横手沢段丘

瀬段丘

臨観板井沢段丘

される。

南郷 E

i有郷亜段丘

土~J#I段丘

5図対象地域の段丘区分図

1?'-

している。



きおっ台H +-詩1:+工〈
/[Jω 以 t.J >-I.!:iパノ

C 

し、板井沢東方、その対岸の茂'r'J沢付近百程野々南方などでみら

る。段丘語が山部から河谷舗に傾斜し百標高は llû'""-'14ûm~こ及ぶ。本調査では確認できなかったが刊

TOYOSHIMA(l984)によると、本段丘はfilltopterrace(砂磯堆積面段丘)で、その構成層は砂やシ/レトを

く含む亜円磯穆蛮角磯からなり、層厚は10m以上にも達する。両国ほか(1972)によると、本段丘に対比され

る横手J'I上流の三又付近の段丘堆積物の上部の搾炭から士宮~yrB.P という 14C年代が得られており、

本段丘の堆積面は約23，000年以後に形成されたことが明らかになっている。

d南郷段丘

本地域に最も広く分布する段丘で百横手)11 Iltこ沿って連続的に跡をたどることができる。 TOYO

では向ーの段仔!と

豆 e 霊の 3段丘に糖分した。

郷軍段丘が101r----103mである。

TO Y OSHHvlA (1984)によると、本段丘はfillstrathterrace(砂磯侵食面段丘)で、板井沢段丘を侵食して

形成され、埋設堆積物のよに2，..._，5mの薄い丹磯}曹が堆覆している。本調査では、理種堆積物の上に薄い円磯

ていたが、段丘患が認められることや壊高の違¥， iカユら百本語では Z

岩瀬付近では南郷 I 段丘が107~110m、南郷豆段丘が南

層が堆h覆している露頭は発見できなかったが1 南郷 I，__，立のいずれの段丘にも淳さが5m以下の薄い丹

が堆積していることを確認できた。

TO Y OSHI1VIAは横手)11上流でi報部設丘を覆う沖種錐に含まれる木片から土器 γrB.Pという 14C 

いる。したがって、南郷 I段丘は少なくとも約12，000年前には形成されていたことが明らかである。

TO Y OSHI1vIAは、板井沢段丘と南郷段丘にみられる持谷の堆積と浸食は、東北地方の山間地域の諸河川流

域では数多くみられることを、現地調査によって確かめており、このよう

に東北地方で一般的であったと考えている。

e土器M段丘

も 土2J#Iから にかけてと、 ij 

とし

f[沿い
。

る

おなじような ある

ヘf
ノ

L
宮

中

ぐ

ーま と

ァ
0 0 

5 

m 

2 遺跡の地形と地質

!I左岸の南郷立段丘に対比される河岸段丘上にあ

る。南西から北東に流下する虫内沢が横手)11と合流する地点に位

しており、この沢が形成した沖積錐のような地形を呈している。

このため遺跡の標高は西側が最も高く(約111mλ 東部に進み横

手)11に近づくほど低くなり、最も東側で、約100mとなる。

本遺跡東側の露頭から堆積物を見てみると、基盤の硬質泥岩

(山内層〉の上に層厚約2mの亜円磯層(最大探径約20cm)がのり、

その上に層厚約30，-....，50cmの黒色腐植質粘土層を挟んで、約1'-"'"

2mの硬質泥岩からなる角機層が堆積している(第7図)。これらの

堆積物の中で、下部の草月磯層は本流性の河岸段丘堆穫物、上部

の角磯)蓄は支流性の沖接錐堆積物と られる。 7 

-13-



第 2章遺跡の環境

このような地形と堆積物の状態から、本遺跡は、南郷E段丘形成後に南西方向の谷から堆積した沖積錐堆

積物の上に立地していると言える。南郷H段丘は前述のように南郷 I段丘よりも標高が約3""""4m低く、豊島

(1989)の浸食段丘形成モデルと14C年代資料から推測すると、段丘の形成年代は約1万年前後と考えられる。

したがって、段丘の上に堆積した沖積錐堆積物は少なくとも約l万年前以後の堆積物であると考えられる。

3 遺跡、を横切る活断層

本遺跡の西側において、南西から北東方向への遺構のずれが7f9U確認された(第8図)。これらの遺構の内訳

は土器埋設遺構4基、土坑2基、竪穴住居跡l軒であるo 第9図のSR4006土器埋設遺構におけるずれの方向は

N52
0 

E、ず‘れの幅は水平方向約20""""50cm、垂直方向最大約10cmである。このずれが地表面に現れた位置に

は比高1m以内の小崖が認められる。

遺構のずれの原因としては、活断層と地すべりが考えられるが、地すべりの場合は正断層が一般的である

こと、背後に滑落崖のような地すべり地形が認められないことなどから、活断層と考えるのが妥当である。

この活断層は、 SR4006土器埋設遺構のずれから判断して、走向N30
0

W、傾斜7
0

W""""2r wの逆断層で、遺

構の年代から判断して、少なくとも縄文時代晩期前葉(約3，000年前)以降動いたことになる。本遺跡の周辺

には、約5km西方に千屋断層からつながる金沢断層があり、また東方7kmの岩手県との県境には割倉山断層

が走っている。本遺跡中の活断層とそれらの活断層との関連については不明であるが、いずれ本遺跡中の活

断層も他の活断層と同様に、大規模な地殻の圧縮運動によって生じたものである。

第8図 断層によりずれた遺構の分布

-14-



第 2節地形とi壇賞

1 

3 

雪国 断層によりずれたSR4006土器埋設遺構

このような活断層による遺構のずれは百最近全国的にも報告されてきているが(寒川M!u地震考古学J参

照入活断層によって土器がずれている例はまだ報告されておらず、きわめて貴重な例であると言える。

秋田県 『雄平{山中核都市建設計画地域土地分類基本調査 横手j 1976(昭和5i)年

『秋田県総合地質図幅横手j 1977(昭和52)年

中JII久夫ほか

何回篤正ほか

(昭和年

li :h邑

本の活断層J 東京大学出版会 1991(平成3)年

iJヒ上線沿線の段丘群J~東北大地質古生物研邦報j No71 p47叩 59 1971(昭和年

「奥羽山脈内秋田県平鹿郡山内村三又における堆積段丘の形成年代Jr地球科学j26 叩 264 1972 

iThe Se司uenceof River Terrace Development in the Last 20，000 Years in the Ou Backborn 

Range，Northeastern JapanJ Reprinted from the Science Reports of the Tohoku University. 7th Series 

(Geography)34ω2 1984(昭和59)年

「過去2万年の下刻過程にみられる10年オ…ダーの侵食段丘形成 r地形j10-4 p309-321 1989(平成元)年

第3節周辺の遺跡

以下においては、虫内 I遺跡周辺の山内村を主な対象範囲として、遺跡分布とその変遷を概観する。なお、

した()内の番号は基本的にく田県遺跡地図(県南妓)J中の山内村内での遺跡登録番号であるつ

15 
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第 3節周辺の遺跡

遺跡番号 遺跡名 所在地 時代など 文献番号

十反 屋 i尺 山内村土i開板屋沢 縄文 3 

“ ') 谷 地 j高 山内村土淵字小貝 縄文 3 

3 赤 淵 山内村土i開字板井沢 縄文(晩) 竪穴住居跡 3 

4 虫 内 I 山内村土i間字虫内 縄文(後・晩) 本書こ

5 一 明 i司 山内村平野沢字三明間 縄文(晩) 岩版 3 

6 事島 ケ 池 山内村土淵字鶴ヶ池 縄文 1 

7 一 i頼 山内村土i掛字二j頼 縄文 1 

8 キ目 野 々 山内村土淵字相野々 縄文(晩) 遮光器土偶 3 

9 神 成 山内村土i間字神成 縄文(中後) 1 

10 上 p仁5、 山内村大松川字ヒ台 縄文 3 

14 道 地 山内村土i闇宇道地 縄文(中) 組石遺構 2 . 3 

15 大 j尺 長官 山内村大沢字矢権 館跡事日 2 空堀 1・3

16 血 木 館 山内村土j出i字皿木上段 館跡郭 3 空堀 1・3

li 手口 回 域 |山内村土淵字鶴ケ池 舘跡事[¥2 空堀 1 . 3 

28 血 オミ 山内村土淵字君ヶ原 縄文
J ，、

29 板屋沢宜 山内村土淵字板屋j尺 縄文 3 

30 十反 井 沢 山内村土淵字依井沢 縄文 3 

31 田 山内村土淵字小田 石器片 3 

32 田 日 山内村土i掛字小田 石器片 3 

33 田 国 山内村土i間竿小田 石器片 3 

34 中 島 山内村土淵宇中島 土器片-石器片 3 

35 1国d之 生 山内村土iJ日i字菅生 石器片 3 

36 平 石 山内村土i間字菅生 石器片 3 

3i '本ヨ目手 野 山内村大松川字霜焼野 石器片 1 

」

38 ジ1 山内村平野沢宇桧沢 縄文(晩) 岩版・土偶 3 

39 力 石 山内村筏字力石 石器片 3 

45 カ 石 H UI内村大松JII宇力石 縄文(中) 8 

46 j二 ;:;τ/，ョ、、 地 山内村平野沢字上谷地も 縄文(前・中) 9 

4i 石 i頼 山内村土i闇字岩瀬 縄文(草意IJ~ 晩) 13 

48 虫 内 E 山内村土淵字虫内 縄文(前~娩) 6 

49 出 V 山内村土j開字小田 縄文(阜~晩)・弥生 12 

50 茂 竹 j尺 山内村土淵字茂竹沢 縄文(前~晩)・中近世 5 

51 虫 内 田 山内村土淵字虫内 縄文(早~晩) 10 

52 田 N 山内村土i出宇小田 縄文(前~晩) 11 

3i421 上 E々二b三 横手市大沢字上片倉 縄文 3 

第3表虫内 I遺跡周辺の遺跡一覧
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第 2章遺跡の環境

遺跡地図発刊後に新たに確認した遺跡についてはミ

は第10図@第3表の遺跡番号と対応する。ま

示した文献にもとづく。

ら111震に44番以降の番号を続けて付した。これらの番

々の遺跡に関する

ヴ也 におし る している。

ただし 1 これらの資料が本来の泣霞をとどめているかは明らかで、はない。ま

周辺からの流れ込みと判断できるナイフ形石器が2点、出土している。少なくとも

虫内 Z遺跡)においても

I1の には

この時代の遺跡が存在する可能性が高いと予想できるものの1 現在のところ、確実な検出問はないの

縄文時代

虫内 I遺跡から南東約200mの横手Ji!対岸の最低泣段丘〈南郷譲段丘〉面上に立地する宕瀬遺跡(47)では百

草創期から早期にかけての竪穴状遺構多集石炉 φ 石器石材集積遺構 e石器集中部などを検出している。

のところ秋田県内での草創期のまとまった資料の確認例は本遺跡例のみである。

この岩瀬遺跡は横手JI[と黒沢Jl!との合流地点にあたる当時の河原に立地している。草創期の遺構は小規模

で、当地でのまfJ片生産を示す接合資料を中心とした石器禁が多量に出土するものの、出土土器は小形でかつ

僅少である。この土器の僅少性と当時の河原上の立地とから、当該期の岩瀬遺跡辻小規模集毘が短期間滞留

した活動地点と判断できょう。おそらく、当該期には内陸部においてサケ科魚類等の遡上に対応した内水面

漁携と集中的な石器製作とを包括した生産活動およびその際の居住様式が百通年の行動体系中の特定季節形

態として成立していたのであろう。両面調整石器がまとまって出土したいわゆるデポ様の石器石材集積遺構

は、特定季節ごとに当地に回帰することが前提となって成立した備蓄が違存したものという想定が可能で、あ

る。また 1 石器生産効率の高い結石刃生産技術が衰退し、いわばより歩留まりの悪い両面調整石器を中心と

する石器生産などへ転換することも、遊動性が減少し、個々の活動地点への定期的な回帰性が強まったこと

と表裏一体の現象であろう。

ここで推定できる岩瀬遺跡、における生産活動l土、現時点、における各地の当該期の遺跡立地および検出遺物

を勘案すると、東日本においては、河川際における特徴的な形態としてある程度共通する可能性を予想する

ことができょう c

さらに 1 岩瀬遺跡においては、早期に入っても検出遺構や造物には質量ともに大きな変化を認めることが

できない。ただし、秋田県内においては当該時期の調査例が極端に限られることもあり、縄文時代早期の性

格総体にも前時期からの大きな変化がなかったかは判断し難い。また、岩瀬遺跡に限らず、一般にこの時恕

以降、両面調整石器などの完形もしくはそれに準じる石器類などがまとまって出土するようないわゆるデポ

様の遺構が顕著でなくなることは、原石入手から石器生産と備蓄に至る体制が変質した可能性を示唆するも

ので、あお)。さらに、周辺地域においては、竪穴住居跡の確認等もあり、遺跡や遺物の性格が変化している

ことも予想でき、岩瀬遺跡のような河川沿いの活動地点の性格も変質しつつあるとする想定もあり得ょう。

当該期以降、総合的な活動拠点、と特定目的のための活動地点、との分離が進行し、いわばより定住性が高まっ

てゆく可能性があろう。この問題は今後の課題である。

早期末~前期では、虫内 l遺跡で早期末の竪穴住居跡1軒、岩瀬遺跡で前期前葉~中葉の竪穴住居跡2軒、

小田V遺跡(49)で前期後半の竪穴住居跡3軒や前期の土坑等をそれぞれ検出している。現状の検出状況から

は、当該期には多数の住居が同時に併存する大規模な集落形態は想定し難し ¥0 このほか、茂竹沢遺跡(50)" 
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第 3節周辺の遺跡

虫内耳遺跡(48)"虫内謹遺跡(51)"岩瀬遺跡@上谷地遺跡(46)で当該期の遺物が出土しているものの、その

量はわずかである。このころには古前時期に比べて相対的により定{主性が高まった可能性を認めることがで

きるが、現状の遺物量からは大規模集団による活発な活動が展開したとは推定できない。

中期以降では、上谷地遺跡@神成遺跡(9)"道地遺跡(14)"虫内 I遺跡@虫内躍遺跡 e 小田町遺跡で中期

後葉から後期前葉にかけての竪穴住居跡が存在する。このうち、上谷地遺跡と小田N遺跡は比較的広範囲を

しミ遺構の分布状況が一定程度明らかとなっている。

上谷士宮遺跡では主として中鶏末の竪穴住居跡を丘援裾部の舌状の緩斜面とその上方の平坦面の2ヶ所

計10軒確認している。後者は全体のうちの部分的な調査のため、その性格は判然、としない。一方、前者では

緩斜面のほぼ過半を調査-し、竪穴住居跡3軒と掘立柱建物跡2棟、墓の可能性ある土坑などを検出している。

その地形から、当該緩斜面の遺構群はほぼその語査範密内で完結するものと推定できる。そこでの遺構分布

を見ると、竪穴住居跡は緩斜面の縁辺部に、他の遺構は棺対的に内側に位置しているが、現状では明確な規

期的配置を見出せない。竪穴住居跡 e土坑墓@掘立柱建物跡という遠権の組み合わせそのものは岩手県呂田
(註4) 

遺跡などと共通する点があるものの1 その規模や規格性には大きな棺違があると言えよう。上方の平~壁面の

住居群とは併存した可能性もあり百両者の関係を含めた本遺跡の評価は難しし1。現状からは、広範囲にわたっ

て多数の遺構の捜部的な配置を認定し得る集落形態を示すとは想定し難く三住居等が一見不規則に散在する

していた可能性が強い。

また 1 小田IV遺跡では合計9軒の竪穴住居跡や8基のフラスコ状土坑などが中位段丘(岩瀬段丘)商の最高位

部の周りに存在する。同時に存在した住居はその分布から最大で4軒程度かと推定するが、詳細な時期を特

定できる例が乏しく、判然、としない。中央部に広場が存在した可能性はあるものの、少なくともその周りに

多数の住居やフラスコ状土坑が規期的に分布するという集落景観は想定し難い。なお百近接する虫内 1"車

遺跡には、低位段丘(南郷立段丘)面上にほぼ同時期の住居跡が存在している。虫内 I遺跡の場合は後世の違

構との重複が激しいため、虫内藍遺跡ではごく小範囲の調査であるため、ともにその詳細な状況は不明瞭で

ある。これらの住居跡群相互の関係の検討は当時の居住形態さらには集団関係を検討する上で重要な問題で

ある。今後、周辺の状況が明確になれば、この問題により接近することも可能になろう。

このほか可後期中葉には茂竹沢遺跡のLLJ地緩斜面で、竪穴住居跡2軒が検!古されているほか、黒沢)[[の狭小

な低位の段丘面上に立地する越上遺跡(第2図参照)では比較的まとまった量の遺物が出土している。

以上のような現在の調査状況からは、山内村内において、中期から後期中葉にかけて大規模な集落が継続

的に存在した状況は認定し難いc

前期から後期中葉にかけての現在のこのような遺跡謁査結果は、中央広場と住居群とが規則的に配置され

た集溶の検出例のある秋田県北部や秋田市周辺などの調査成果とは対照的ではある。現状の差を、山内村周

辺の山間地的環境を重視することなどから、 さらには生産活動の形態差を示すものと評価することも

能であろう。ただし、発掘調査事例そのものが乏しいことから、-今後の資料の増加とともに、さらに検討を

重ねてゆく必要があろう。

後期後葉になると虫内 I遺跡およびその周辺に大規模な墓域が出現し、晩期前葉まで継続する。虫内 I遺

跡では小規模な竪穴住居跡も3軒検出されている。ただし、それらの竪穴住居跡はそれぞれ時期が異なり、

各時期にそれぞれ単独で存在した可能性が強い。また、小田V遺跡、では晩期後葉の竪穴住居跡l軒を検出し

ている。このほか、晩期の遺跡には、小規模な河岸段丘上に立地する桧沢遺跡(38)..赤掛遺跡(3ハ三明岡

遺跡(5)"棺野々遺跡(8)などがある。赤淵遺跡、には竪穴住居跡が存在した可能性があるものの、これらの遠
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第 2章遺跡の環境

跡の詳細は明らかではない。現状からはやはり当該期に大規模な集落が存在したとは想定し難い。虫内 I遺

跡での竪穴住居跡礎認状況を重視すれば、後期後葉から晩期にかけては、小規模な竪穴住居l軒程度の鹿住

集団が単位集団となり、かっこの単位集団は単独で分散居住した可能性が強い。そして、その一方で、多数

の単位集団群が営む共同墓域が成立したことが虫内遺跡群から窺うことができる。

このような大規模な墓域跡は、当該期には県内各地をはじめ東北地方北部で比較的普遍的に認めることが

できる。ただし、大規模墓域跡という遺跡の表面的な形態は共通するが、墓制やその背後にある集団関係ま

でも共通するかは郎断できない。例えば、土坑墓の形態や副葬品の多寡が造墓集団の性格の違いを反映する

と想定すると、個別の遺跡での造墓集団の構成は必ずしも一様ではない。個々の遺跡の実態についての検討

を積み重ねつつ、それぞれの共通性と特殊性とを評価してゆくことが重要であろう。

弥生時代以降

現在の知見では弥生時代以降の資料はきわめて乏しい。走車上遺跡、@小田V遺跡で出土した少量の弥生時代

の遺物と13の中世域館跡1 茂竹沢遺跡で検出された廃寺の可能性ある遺構と中近世陶磁器などが主なもので

ある。

城館跡のうち、血木舘(16)のほか、鐙倉館、大穴館、黒沢館、藤倉館、大松川館などは、戦闘時代に現在

の横手 e雄勝訴を支配した小野寺民と関連する可能性ある域館跡、で毒る。

弥生時代以降の資料が縄文時代の資料に比べて一旦減少するのは1 秋田県全体のー殻的傾向ではある。し

かし、今のところ古代の集落選跡が未確認で、かっ発掘調査で検出した古代遺物が虫内 I遺跡でのわずかな

須恵器破片程度に限定されることは、消極的ではあるが、他地域と異なる特色であろう。山内村周辺では1

当該期の集落立地に一般的な比較的広い平坦面をもっ台地状の地形や水田耕作の可能な沖積地が乏しいこと

が関係する可能性があろうか。地形的告IJ約から百古代の一定規模の集落が成立し難かったとするならば百当

該地域での生産活動は、単にその対象が他地域と異なるだけでなし特に労働力の集約化の面でかなり異なっ

た特徴を保持していた可能性を予想できょう。

今後1 域館跡、などの中世遺跡との関連などもあわせて、この時代の県南部の山間地としての地域的特徴を

検討してゆく必要があろう。

註1 縄文時代晩期の墓域跡が存在する虫内 16 II遺跡に面した南東側の斜面際周辺は、正確には、横手JlIの浸食を免

れた残丘と段丘面を浸食した埋没谷とに当たる。

註2 低位段丘面南東端に位置する虫内藍遺跡には、出土石鍛から縄文時代前期に属すると報告された土坑墓1基(SK125)

がある。ただし、出土土器からは遺構時期を特定し難いことから、ここではその時期の判断は保留しておく。

註3 なお、秋田県内では平鹿郡東成瀬村上拾遺跡と大館市上ノ山 I遺跡で、縄文時代前期の可能性あるデポ様の遺物

出土状況が確認されている。前者では特大の磨製石斧数点が、後者では鋒形石器2点がそれぞれまとまって出土し

ている。これらの特大震製石斧や鋒形石器は実用的な石器とは認定できず、備蓄の対象とは想定し難い。縄文時

代前期におけるこの種の遺物出土状況は、在地色の強い形態的特徴をもっ儀器の埋納という脈絡から評価する必

要があろう。

庄内昭男「秋田県東成瀬村上拾遺跡出土の大型磨製石斧J~考吉学雑誌、J 第73巻第1号 19S7(昭和62)年 日本考

古学会

秋田県教育委員会『国道103号大館南バイパス建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 I-上ノ山 I遺跡@上ノ
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第 3節周辺の遺跡

山E遺跡-j秋田県文化財調査報告書第173集 1988(昭和63)年

大野憲司「大館市上ノ山 E遺跡出土の鋒形石器についてJ~研究紀要J 第6号 1991(平成3)年秋田県埋蔵文化財

センター

註4 岩手県教育委員会『東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書官(西田遺跡)j岩手県文化財調査報告書第51集 1980 

(昭和55)年
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12 秋田県教育委員会『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書XXI-小田V遺跡-J秋田県文化財調査報告書第262集
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13 秋田県教育委員会『東北横断自動車道秋田線発擁調査報告書XX立一岩瀬遺跡-J秋田県文化財調査報告書第263集

1996(平成8)年
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遺跡の概観

I遺跡は縄文時代後期待王室から晩期前葉にかけての墓域跡を中l心とする遺跡、で35る。この

の調査では若干の!日石器時代の造物や縄文時代早拐から後期中葉の遺構ぉ遺物を確認している。既に

第l主主で虫内 Z遺跡および周辺地域の土地利用の変遷について略述しており百以下では虫内 I遺跡、に限定し

て時代@時期ごとに概観する。

今回の調査では縄文時代後期~晩期の遺物語含層中から、 2点のナイフ形石器が出土している。本遺跡が

立地する南郷立段丘面は更新世末から完新世初頭前後の形成であることから百これらの石器は本来の位置を

とどめていないものと判断できる。より高位の段丘面上もしくは丘陵ょに本来存在したものが混入したもの

であろう。

丘陵裾部際に竪穴住居跡l軒を確認している。当該期の居住域は調査区南西隣の未調査部分に広がってい

る可能性も想定し得る。しかし 1 この時期の遺物は本竪穴住居跡内にその分布がほぼ限定されることから、

周辺に一定規模の集落が存在したとは想定し難い。

今回の調査では、当該期以降中期にかけての遺物を極少量確認したものの、確実な遺構の確認例はない。

低位段丘面中央部に後期前菜の竪穴住居跡、土器埋設遺構および大形の柱穴や少量の造物が分布する。 後

期中葉の土坑や遺物もわずかではあるが存在している。後世の遺構との重複が激しいため1 不明な部分も大

きいが、当該期には住居とそれに関連する施設からなる小規模な居住域が存在していたものと推定できる。

縄文時代後期後葉~晩期前葉

後期後葉には¥遺跡周辺の土地利用が活発化し百大規模な墓域が出現する。当該期には遺跡中央部に大形

う祭把域もしくは共同利用施設が泣寵し、周辺に土坑慕と土器埋設遺構を主体とする墓域および

j毒物廃棄域がめぐる空間構造が成立し、晩期前葉まで継続するものと想定する。また、周辺部の墓域@遺物

廃棄域中には一時期に1軒程度の小形の竪穴住居が併存するようで忘る。しかし 1 現状では一定規模

域の存在を認めることはできない。

土坑墓はその形態が大きくは円形平田基調のものと楕円形平面基調のものとに分かれ1 いずれも規模や構

あるいは副葬品において卓越した特徴を示すものはあまり顕著でない。また、土坑墓は一定範囲

して分布のまとまりを形成する可能性がある。円形平面基調のものは必ずしも判然としないが、楕円形平面

基調のものには比較的明瞭にまとまりを認めることができる。 土器埋設遺構は土坑慕の分布との明確

な対応を認め難い。

当該期の竪穴住居跡、と土坑墓 e土器埋設遺構などとの確認数には撞端な格差があることから、縄文時代後

期後葉から晩期前葉にかけての虫内遺跡群は、居住域を異にする複数の集団が営んだ、共同墓域であったと推

測できょう。

一一??一一



第 1節遺跡の概観

以後

ごく少量の縄文時代晩期中葉土器が出土している。縄文時代晩期中葉以降も断続的に利用された可能性が

あるものの、当該時期の遺構 ・遺物の検出例がほとんどなく、その実体は不明である。

このほか、時期不明の井戸および極少量の古代~近世遺物も検出している。しかし、現代の耕作土の形成

以外は土地利用の痕跡は明らかで、はない。

第2節発掘調査の方法

調査区全域には国家座標第X系の座標北を基準として、工事用中心杭STA151+60(X= -80317.7868. y= 

-18939.1 135)を原点とする各4m間隔の方眼を設定した。 方眼の原点を通る南北線を~1A、同 じく 東西線を

50とし、南北線は西に向かつて、東西線は北に向かつてそれぞれ昇順となるようアルファベットと数字の符

号を付した。なお、南北線に付した2文字のアルファベット はA--Tまでの20文字の繰り返し となっている。

⑧ 
岩lf 

11 

¥11' ¥1" ¥11' ¥1 ¥ 
• 

l
 

l
 

u・

第11図方眼設定と調査対象範囲
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第 3章調査の額要

この方援によって画する4m四方の区画は、その東南隣を通る南北線の符号と の持号とを組み合わせ

て'"MA50区のように呼称した(第11図)。

調査区は1 工事工程および調査工程の関係から 1 北調査区と南調査区とに大活IJし、最終的に北調査区は
(註1)

I'"""lli区に1 南調査区は 1'"""豆区に細分し調査を行った(第12図)。

2函調査区区分図

調査時の検出遺構は、以下のような分類にもとづき略記号を付すこととした。このうち 1 柱穴としたもの

には、大小の規格差がある上に、形態から杭痕と判断できるものや性格不明の小穴なども包括している。

竪穴住居跡(略記号:S 1 ) 

建物跡(略記号:SB) 

土坑(略記号:SK) 

土器埋設遺構(略記号:SR) 

焼土遺構 e 屋外:炉(盟各記号:SN) 

配石遺構(略記号:SQ) 
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溝跡(略記号:8D) 

柱穴(菌各記号:8KP) 

その他(略記号:8X) 

第 2節発揚調査の方法

発掘調査では、遺構の種類にかかわらず確認111震に、南調査区 I区では01から、南調査区rr区では3001から 1

北調査区 I区では2001から、北調査区豆区では1001から、北調査区麗区では4001からの通し番号をふった。

ただし、各区の境界付近では必ずしもこの限りではない。また、調査の結果、複数の遺構の重複と判明した

場合には、基本的に紹々の遺構番号にAからのアルファベットを付加して区分した。このほか、整理段階で、

分離した遺構に新たな遺構番号を付した場合もある。なお、調査の結果1 遺構ではないと判断したものは欠

番とした。

各遺構は1 正式iこは 18101竪穴住居跡jのように呼称することとするが、適宜 18I01Jのように略記

号でも表記した。

遺構の調査においては、埋葬関連の施設が多数存在すると予想できることから、遺構内およびその周辺か

らの出土遺物は可能な限りその出土位置の計測もしくは出土状況の実測等の記録作成を行う必要があった。

実際の調査においては、膨大な数の遺構を検出し、かっ百多くの遺構が遺物包含層と重複するため覆土内お

よび周辺から多量の遺物が出土した。そのため、現状の調査員の構成では充分な記録作業を行うことが現実

には函難であった。その結果、遺物をその出土位置を記録しないで取り上げた場合や、多数の遺物を概略の

出土範囲の記録のみでまとめて取り上げた場合なども少なくなかった。また、遺構内の覆土を水洗選JjIJした

場合もあるが、任意に一部の遺構について実施したに過ぎない。このように、遺構調査における記録の精度

が一定しないこととなった。

遺構外出土造物については、遺物包含層が広範囲に広治旬、個々の遺物の出土地点、を計測することは事実

上不可能と判断したことから、一辺4m区画を最終的に一辺1m区画に16分割して、そのlrn区画単位で一括

して取り上げることを涼郎とした(第13~)。また、範囲確認調査における試掘坑の土層断面観察から、遺物

包含層は相対的に腐植の沈着が弱く、かっ砂質の強い層(盟層)とその上下層(註 "N層〉とに三分し得るもの

と判断し百その三細分を基準に遺物を取り上げること

とした。しかし、造物包含層の堆積層序は必ずしも一

様ではなく百個別の層の面的な広がりも充分にとらえ

られなかった。特に遺物包含層周辺部においては充分

な分層のもとでの遺物取り上げが関難であった。この

ため、結果的に南調査区にhn幅で、2方向に設定した基

本層序観察用の畦部分において、遺物包含層の層序と

出土遺物との関係を検討することとなった。

また、 LL"LM42---44区の村道下の遺物包含層につ

いては、遺構分布が疎らであることから、遺構未確認

部分は基本的に土壌ごと採取し、その後に水洗選別を

実施して遺物を採集することとした。
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第 3章調査の捜要

第3節発掘調査の経過

虫内 I遺跡の発掘調査は平成3年から平成5年にかけての3ヶ年におよぶ。調査は刊当初、平成3年度単年度

で7，400nfを発掘する計習で開始した。調査対象範屈の南側から調査を始めたところ九遺物語含層と

土器埋設遺構などの遺構とが重複することが判明し、かっ、出土遺物もきわ のぼることも明らか

となったc このような遺構と遺物の分布状況は事前の範毘確認課査にもとづく予想をはるかに上回るもので

あり、当初計画通りに調査を完了することが国難な見通しとなった。このため、文化諜を通じて日本道路公

と工法、 しについての再度の協議を行った。その結果、最終的に当初の発掘調査予定範

国のうち、北西半(北調査区)は、その中央の大部分(北調査医立区〉約3.600nlについては盛土工法によるこ

とから以後の調査対象から基本的に除外し、残りのおよそ3.800rrtを平成5年までの3ヶ年で調査することと

なったc なお 1 この時点では、北調査区立区の表土除去はほぼ完了しており 1

していた~

1 [又は平成3年度に表土除去および一部の遺構調査を行った後、平成4年7月1日から2月初日まで

残りの調査を実施した。さらに一部の補足調査を10月2日まで行っている。 北調査区蛮区は、平成5年7月12

日から10月15日まで調査した。また、南謁査区では、 I区を平成3年5月初日から12月7日、および平成4年4

月208から7月25日の期間調査した。立区は平成3年度の調査期間中に迷rr続的に表土除去を行い、遺構および

よ毒物包含層の本格的な調査を平成4年4月初日から9月30日の問実施した。その後、引き続き 10月15日まで¥

一部の補足調査を行っている c

なお、調査においては、作業工程上、南謁査区 I区東端側を縦走する水路部分と南調査区立区の村道部分

北側の一部が発掘不能となった。この他、村道の一部が工事による掘割が及ばないことから、これを調査対

象から除外するなど、調査前の工事図面上の調査対象面覆と実際の謁査面議とには結果的に多少の違いが生

じた。各調査区の最終的な実質調査面積は以下の通りである。

北調査区 1区 410m 

北調査区E医 560 

南調査区 I 1，070 

南調査区H区 1.290 rri 

言十 3，330nl 

調査の主な にまとめる。

第4節整理作業の方法

1 遺構と遺物

遺構の整理においては、覆土の特徴と遺構内外の遺物出土状況とを照合し、出土遺物の由来と遺構の時期

や性格の把握に努めた。検討の結果、有意な遺物出土状況を認定することができる場合は、原員IJとしてその

造物出土地点もしくは出土状態を掲載した。また、有意な造物出土状況かは判断しかねる場合等も適宜遺物

出土地点等を掲載した。ただし、倍々の遺構における表現方法はその状況に応じ している。
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第 3章調査の概要

また、遺物については以下のような原則に則って整理@選択し百報告書に掲載した。

まず、土器については異なった遺構出土土器同士および遺構出土土器と遺構外出土土器との接合に努めた。

接合作業の後、復元実測が可能な遺構内出土土器は原則として実測 e掲載した。復元実誤.rJ可能な遺構外出土

土器は1 各器種ごとの形態の変異を可能な限り網羅するように選択し 1 実測した。この実測の擦には適笠拓

本も併用した。

復元実測が困難な破片資料は拓本作成と断面図実測を原則とした。遺構内出土破片資料は有文で、時期比定

が可能なもの e 口縁部破片 e底部被片を中心に選択@掲載した。これに対し百遺構外出土破片資料は精製土

器破片を中心に百全体の出土傾向に応じるのではなく百器形@文様の変異を可能な限り網羅するように選択

しfこO

また、南調査区に設定した遺物包含層基本層序観察沼畦から採取した土器については百}喜位ごとの出土状

況を検討した。

一方、石器は遺構出土例と遺構外出土例とで選択基準を男IJにした。前者では二次的な加工痕もしくは使用

痕が認定できる石器は微小剥離痕ある剥片の一部を縫いた全点、を実損IJe掲載することを原員IJとした。後者で

は、各器種ごとに代表的な形態のものを中心に1 特異な形態などの稀少例と製作における特徴等が顕著な例

を加えて選択し、実測した。

この他1 土壌ごと採取し水洗選別を実施した遺物包含層の一部については、剥片 e砕片の出土量を計量し

fこO

以上の原則のもとで、達物の整理を実施したが1 紙数の関係で、土製品@石製品も含めた違構外出土よ毒物

はそのごく一部を掲載するにとどまった。

なお、報告書掲載遺物には原則として観察表を付した。

2 縄文土器分類と時期区分

報告書作成にあたっては、遺跡出土縄文土器分類を時期区分に適用することとした。従来の縄文土器諸型

式および近年の細分案と本遺跡の出土例とを比較し、以下のように分類する。

I群(早期末)

胎土中に繊維を含む縄文施文土器。口縁部に縄文原体の側面庄痕を施す例や内面にも縄文施文する例が

ある。大勢として赤御堂式に併行するものと判断する。

立若手(前期~中期〉

大木5式@大木7a式に比定可能例などがわずかに存在する o

m群(後期前葉~中葉)

以後期前葉)

十腰内第 I群に比定可能例がある。詳細な型式認定が国難な例はほとんどが単軸絡条体を回転施文す

る粗製深鉢である。

以後期中葉)

十腰内第直群に比定可能な土器が少量存在する G

IV群(後期後葉~晩期)
(主主2)

a(後期後葉~大洞印式)

一-L，Q一一



1(後期後葉〉

いわゆるコブ付き土器の後半段階。ート腰内第V群の一部、

2(大沼別式〉

第 4蔀整理作業の方法

襲b式に大きくは許行する。

有文の深鉢では、部時期の口縁部の癒状の突起が大小の山形の突起に変化する。入組搭状文は幅広

化および少帯化し、刻み呂を施す例が減少する O

(設3)

b(大潟B2式〉

有文の深鉢では可低波状口縁もしくは平縁が一般化する。口縁部の文様では整然、とした人組帯状文

が変容する領向を認める。入組三叉文もこの段階に盛行すると判断する。
(註4)

c(大洞BC式〉

有文の深鉢は乏しい。深鉢は基本的に平縁で、口唇部にはB突起を付加したり、刻み目を施す場合が

ある。また1 この時期には短い口縁部が外反するものが杷対的に増加する。有文深鉢のロ縁部には沈刻

のみによって羊歯状文を表出する例がある。人組三叉文も部分的に併存しよう。

d(大潟Cl式以降〉

本遺跡ではその出土例は乏しいため百一括しておく。

本報告では可能な限り土器埋設遺構の時期比定を行う必要があることから百 fv群の粗製深鉢をおもに底部

形態から以下のようにW群細分に対比しておく。

まず、 rv群深鉢の底部形態を底部立ち上がり形態からA-_，Cに三分する。

A:立ち上がりがあまり屈曲や外反せず外傾するものO

B:立ち上がりが緩く外反するものo AとCとの中間的な形態。

C:立ち上がりが直立もしくは強く外反するものO 底部側面下端が外側に張り出すものも含める。

さらに底部下面形態を1~3に三分し、両者の組み合わせで細分する。

1 :底部下面が平坦なものO 底部下面全体がかすかにくぼむものも含める 0

2 :底部下面全体がくぼむものO

3:底部下面内局側がくぼむものO いわゆる輪高台状もしくは上げ底をなす。

この細分によると、 IV群深鉢ではAL.町、 C1~3が主要な底部形態となる。この主要底部形態について

は"C3←→C1 "2←→B1←→A1の形態変化の総列を想定する。

虫内遺跡、群における有文の深鉢資料から、この深鉢底部形態紹分と上記のIV群細分とはほぼ以下のように

対比できる(第14図)。

IVa1群(後期後葉)←→ C3

IVa2群(大洞B1式)←→ C1"3 

IVb群(大洞B2式〉←→ B1"A1 

IVc群(大洞BC式)←→ A1

-29-



てミ

ここでの深鉢底部形態分類と IV群細分とは必ずしも完全に整合しな ~\o しかし 1

深鉢の時期比定の必要J性から深鉢底部形態節収穫先し、暫定的に以下のように修正し対比し，て点二

nr C3 

lVa2群(大潟Bl式)←→ Cl" C2 " C3 

IVb群(大洞印式〉←→ Bl

IVc苦手(大洞BC式〉←→ Al

ここでの底部形態変化は、大勢として、粘土円盤とその外局上部および側面接日への粘土紐、さらには

外局下面への粘土紐を組み合わせる底部成形から三最終的には粘土円盤外海上面にのみ立ち上がり部分の粘

る底部成形への恋作fと対応するc写真139参照〉。深鉢製作における工程の態略化傾向のーっと

判断する

なお、深鉢では、底部形態以外に全体の器形や器面調整にもIV群細分とほぼ対応した時間的な変化績向を

推定できることから、個々の偲(本心分類に際しては、場合によってはこれらの属性も勘案して行う。以下に百

五7群細分と深鉢の器形 e器面調整との相闘を概観しておく。

器形

口縁部に文様をもたない粗製深鉢では、底部から口縁部まで顕著な屈曲のない器形が主流をなす。ただし、

は口縁部が胸部から直線的に開く器形もしくは口縁部が藍立気味の器形が一般的であるのに対し百

五ib lVc群で、は口縁部が内湾傾向になり、胸部が張り出し気味のものも出現する。また 1 縄文を施さない

い口縁部が屈曲して直立もしくは外反する器形がIVb" IVc群で棺対的に顕著となる。

タト面調整

IVa群では外出はいわゆるミガキ調整を施してから、短い縄文原体を回転施文する例が特徴的である。

果的に縄文施文は浅く、縄文が施文されない部分も一定範囲残るものがある。また、縄文を施文しない例も

る。…方、 IVc群で、は器表があまり乾燥しない段階での調整による工異痕等の調整疫を残したま

ま、全面に縄文施文する傾向を認めることができる。 IVb群はこれら両者の中間的な特徴を示す。

内面調整

IVal群では他群にはほとんど認めることができないいわゆるケズリ調整痕をそのまま残す例が存在する。

当該例の深鉢には前後の時期と比べてきわめて薄手のものが存在することも顕著な特徴であることから、内

面のケズリ調整は基本的にIVal群に特に盛行した調整と判断する。以後においても口縁部や胴部下位など

の部分にケズリ調整を施す例もわずかではあるが存在しているが、内面全国にケズリ調整を施し 1 薄手に仕

げた例は認め難い。また、 IVa群で、はケズリ調整痕を残さないものには硬質の調整具による最終調整によっ

て器面が平滑で光沢を有する例が多い。これに対し、 IVc群で、は内面に光沢をもつものが減少する傾向を認

めることができる。中には胎土中の砂粒が最終的に器表に突出している例もあり、誠整具の変化や最終調整

30 
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第 3章調査の概要

(註7) 

時の器表の乾燥状態の相違も想定し得る。 IVb群は外国同様雨群の中間的な特徴を示す。

これらの器面調整の変化傾向は、外面では器表乾燥進行段階での平滑な最終調整後の縄文施文から器表乾

燥中途段階での不整な最終調整後の縄文結文への変化、内面では器表乾燥進行段階での硬質工具による器蔀

粘土掻き取りから平滑な最終調整への変化、さらには器表乾燥中途段階での硬質工呉もしくは軟質工異によ

るやや不整な最終調整への変化として総括できる。

このような最終調整の変化は調整作業期間の短縮化を反映している可能性が強く、底部成形工程の簡略化

と軌をーにする現象ととらえることができる。いわば深鉢の粗製化傾向の一面と評価できょう。

以下、本書の記述では、時期を示す場合は上記 I，.."..，IV群とその細分を鶏に呼び変えて表記することを原則

とする。ただし、場合によっては縄文時代草創期~晩期の6期区分とその細分や従来の型式名を単独で使用

もしくは併記することもある。

第5節整理作業の体制と経過

1 i本制

整理担当者

平成3年度 大野憲司(秋田県埋蔵文化財センター学芸主事)

高橋忠彦(秋田県埋蔵文化財センター文化財主任〉

栄一郎(秋田県埋蔵文化財センター学芸主事)

武藤祐浩(秋田県埋蔵文化財センター学芸主事)

平成4年度 大野憲司(秋田県埋蔵文化財センター学芸主事)

高橋忠彦(秋田県埋蔵文化財センタ一文化財主任)

栄一郎(秋田県埋蔵文化財センター学芸主事)

武藤祐治(秋田県埋蔵文化財センター学芸主事)

平成5年度 大野憲司(秋田県埋蔵文化財センター調査諜第l科長)

高橋忠彦(秋田県埋蔵文化財センター調査課文化財主査)

粟津光男(秋田県埋蔵文化財センター調査課文化財主任〉

栄一郎(秋田県埋蔵文化財センター調査課学芸主事)

平成6年度 高橋忠彦(秋田県埋蔵文化財センター調査課第1科長)

粟津光男(秋田県埋蔵文化財センター調査課文化財主任)

栄一郎(秋田県埋蔵文化財センター調査課学芸主事)

武藤祐浩(秋田県埋蔵文化財センター調査課学芸主事)

平成7年度 高橋忠彦(秋田県埋蔵文化財センター調査課第l科長)

栄一郎(秋田県埋蔵文化財センター調査課学芸主事〉

武藤祐治(秋田県埋蔵文化財センター調査課学芸主事)

平成8年度 庄内昭男(秋田県埋蔵文化財センター調査課課長補佐)

高橋忠彦(秋田県埋蔵文化財センター調査課第l科長〉
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第 3意調査の額要

ずしも充分に行い得なかったことも一つの要因で、あろうが、結果的に遺構間や長距離間の接合例は乏しかっ

fこO

これらの土器うち、遺構外出土分は平成8年度に集中的に選別を行い、約300点について復元実測図をミ約

500点について拓本と断面実溺騒を作成した。また、遺構外出土遺物のうちの石器類は平成7年震に主として

選号IJ 器種分類を行った。その後1 平成7年度から8年度にかけて、約1000点の実測図を作成した。

遺構については、発掘調査における実測図蛮および撮影写真の基本的な点検等は各調査年度内にほ

ぼ終了していた。報告書掲載図の元国となる第2原図の作成を中心とした個別遺構の本格的な整理は、遺物

の注記がほぼ完了した平成5年度下期から部分的に関始した。極々の遺構の整理は、当該遺構の諮査職員が担

当する計画であったが、担当職員の異動による作業分担の変更とその際の引継の不鏡、整理専従期間の不足

等の問題からち作業は順調には進まなかった。最終的に遺構および遺構内出土遺物の整理と原稿作成が完了

したのは百平成9年度下期までずれ込んだ。また百上述したように遺構関連の事実記載を穫先的に報告警に

掲載することとしたため、結果的に遺権外出土遺物についてはごく一部を揺載するにとどまった。

なお1 一部の遺構実測図のトレース図作成は平成8年度に三航光tijlJに委託した。また1 平成8年度に土器実

測図作成用のスリット写真譲影および一部の土器実践密のトレース図作戒を、平成7"8年度に一部の石器の

写真実測およびトレース留の作成を 1 いずれも株式会社シン技術コンサルに委託したc さらに王平成8年度

に報告書搭載遺物の写真掻影をいろは主主房に委託した。

このほか、株式会社ズコーシャに脂肪酸分析を百パリノ@サーヴェイ株式会社にリン分析1 骨同定、

毒色顔料分析、珪獲 e花粉 e植物珪酸体分析、話;撞同定、石質鑑定を、株式会社古環境研究所に土器

胎土中の植物珪酸体分析を、学習院大学に14C年代測定をそれぞれ委託した。また百四谷忠部氏に熱残留磁

気減定を、西国泰民氏に土器胎土分析を、山崎京美氏に動物遺存体鑑定を有松谷暁子氏に植物遺体鑑定を百

肥塚隆保氏にガラス淳類似遺物の鑑定をそれぞれ依頼し、その結果についての原稿をいただいた。

報告書原稿は、最終的に平成9年11月にとりまとめ百入稿した。報告書は全体で約1070頁に達し、入稿か

ら校正を経て完成するまで約5ヶ月を要した。

路線範囲南側を横断するボックス工事部分以南を南調査区、それより北を北調査区に大別した。南調査区は中央

を南北に縦断する村道虫内線より東側を工区、村道以西を豆区に分けた。一方、北調査区は路線範囲北東側沿い

の工事用道路部分を I豆、路線範囲南西側沿いの側道部分を漉区、残りの盛土工法対象部分を立区とした。

" 3 ここでの大淵Bl式および大洞B2式の内容は、主に仙台湾周辺出土資料を対象に文様帯の変容を重視した近年の

細分案とは異なる。ここでは、後述する深鉢の底部野態の組列と当該型式細分との対比lこ翠意することから、結

果的に大潟印式は高柳圭ーのいう大詞別式(古入大消印式は同じく大洞別式(新)と大調印式とをまとめたものに

ある程度対応した形になっている。一定の基準による大調印式の古い部分の抽出は主として高柳によるところで

あることを尊重すれば、本報告の大沼町式は大洞Bl式(古)、大洞B2式は大潟Bl式(新)---大洞B2式と呼ぶべきであ

ろう。しかし、記述が煩雑となるため、本報告では上記のようにそれぞれ呼称するこ‘ととする。

高柳圭一「仙台湾周辺の縄文時代後期後葉から晩期初頭にかけての編年動向Jr古代』第85号 1988(昭和63)年

早稲田大学考古学会

なお、高柳は下記の文献では大潟Bl(古)式、大洞Bl(新)式という呼称を用いているの

高柳圭一「宮城県金剛寺貝塚の再検討Jr村上徹君追悼論文集j1988(昭和63)年 村上徹君追悼論文集編集委員会

当該型式にもいくつかの細分案が存在する。しかし、後述する深鉢底部形態には顕著な変化を認定し難いことか
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5節整理作業の体制と経過

ら、ここではこれ以上の細分は行わなL、。

註5 ここで当初IVb群に対比したAl深鉢底部資料は、第4章第3節では大きくれib'--TVc群としてとらえているSR4014埋

設土器orJである(第14図参照)。当該資料は、低波状を呈する口縁端に接する可能性の強いクランク禄の帯状文の

文機構成や底部形態などから、おそらく IVb群の新しい段階もしくはIVc群の古い段階に位置づ、けることが可能で、

あろう。

設8 出土例は限られるが、底部形態A3も確認層位から、縄文時代後期後葉に属すると推定する。

註7 ここでの内面調整の変化は最終調整段階での再加湿も考慮すべきではある。ただし、土器外面では乾燥化が不充

分な段階で最終的な縄文施文の実施へと変化すると判断することから、内面においても従来よりも乾燥化が不充

分な段階での最終調整の実施へと変化したものと判断しておく。
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第4章北調査区の遺構

第1節北調査区の概要

北調査区は調有対象範聞の北西半に当たり、第3章第3節で記述したように、最終的に l---nr区に三分したっ

I区は幅Sllll-i ij後で工事対象範囲北東側に沿う部分、凹医は幅8111前後で、工事対象範囲南西側に沿う部分、 H

1>(は両院の中1mの範囲である。 I区は平成3年度に一部の泊構の調査を行った後、平成4年度に残りの調査を

完了した:: lT区は 1・m区とともに平成3年度の調査期間前半に過半の表土除去をほぼ完了し、土器埋設遺

構等の一日1;の遺構を確認していた。その聞の文化課と日本道路公日!との再調整の結果、 本区は盛土工法によ

ることから、調査対象から基本的に除くこととなった。この経緯から、本区は本格的な精査を行っていない。

ただし、平成5年度にその時点、までに検出していた十掠埋設遺構の位置確認と土器埋設遺構l基の調査を実施

している 田区は干-成5年度に精査を行った2

1 [豆の調査!日杭は410r昔、田区の調査面積は560rrf、H反の面積は3，600rrfである。

北調白区は、オミ精査範四が大きいためその遺構 ・迫物の分布状況は必ずしも明確ではなし、c 現状の遺構 ・

造物の検出状況からは、 I区中央周辺に大形の建物跡や柱穴を中心とした縄文時代後期後葉から晩期前葉に

かけての祭Iftl!域が存在し、その周囲に土坑墓や土~~埋設地椛などからなる同時期の墓域がめぐり、南東端の

l司 n~fWJの造物包含回とともに雨調査区へ連続している ものと想定できる 。 また、北端の小谷には縄文時代晩

期14ii葉以降に二次堆積した小規模の遺物包合同が存在している(第15閃)。 また、精査を行った1医と田区と

では、多数の小形の柱穴を確認している。その性格は現状では判然、としないが、その分布は総体として士坑

慕や土認埋設遺構の分布と対応しており、これら開葬施設と関連する可能性を想定できょう。

1/:::;: ;:-. > 1 ~~ m~域

区=:3~~j!.x 

~ ;立物包合!付

⑧ 

}
 

第15図 北調査区の追椛・造物分布模式図
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第 1節北調査区の概要

このほか、 E区では縄文時代早期末の竪穴住居跡や後期中葉の土坑、 I区では後期前葉の柱穴なども確認

している。当該時期の出土遺物は僅少であることから、当時大規模な活動が行われていたとは想定し難い。

また、皿区では活断層によって、いくつかの縄文時代の遺構が破壊されている状況を確認している。これ

は、近年注目を集めつつある遺跡における地震痕跡の秋田県内における数少ない確認例と言えよう。

第2節北調査区の層序

北調査区の調査前の現況は一部を除き果樹園となっていた。調査区は虫内H遺跡との境界となる北端の小

谷付近がかすかにくぼみ、 m区北西側の丘陵裾部際が若干高くなっている以外は標高105m前後のほぼ平坦

な地形を呈していた。

I区は平坦な段丘面と北側の小谷を南東から北西に縦断する部分に当たる。段丘面の中央部は後世の耕作

により、地山土上位まで削平されている。よって、中央部では遺構確認面は地山面であった。

I区南東側では地山層上面がやや低くなり、表土下に削平を免れた黒褐色系の色調を示す堆積層が一部遺

存する(第17図 A-B断面2--4層)。このうち、 2・3層は最大で、層厚10cm程度の薄層で、詳細な性格は判然

としない。一方、4層はクロポク土を基質とし、調査区中央部寄りでは地山起源の泥岩亜角離を多量に含ん

でいる。この亜角礁は縄文時代後期後葉から晩期前葉にかけての遺跡周辺の開発に伴う地山掘削土および地

山が露出した旧地表面からの流出土に由来する可能性があろうc 本層は南調査区に向かつて層!享を増し、総

体として南調査区の遺物包含層に連続する 3 南調査区の遺物包含層は遺物取り上げ層位としてn--IV層に分

屑したが、本調査区では分層することは不可能であった。さらに、本層では出土遺物は相対的に少なく、縄

⑧ 

J 

02Om  

K 

¥ 
¥ 

第16図北調査区土層断面位置
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北調査区の遺構第 4
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2節北調査i互の扇序

文時代後期後葉から晩期前葉にかけての遺物が混在する出土状況であったのこの南東側においても、遺構確

認面は大半が地山部であった。

また、 1広北西端の小谷の埋積土からも少量の縄文日割乞後期後葉から娩期前葉の造物が出土している(第18図

E F断面3""""5層)。このうち、小谷埋穣土下半は粘性の強いシノレト~粘土であり、主として色調によって

4寸属に二分した。 5層はグライイヒが著しく、その上田に酸化鉄が集積するなど、特に地下水の影響を強く

受けている。両層からは縄文時代後期後葉から晩期前葉にかけての造物が混在する状況で出土しており、各

時期の遺物を層位ごとに分離することはできない。このような遺物出土状況から、ここでの小谷の埋積土の

層序は堆積後の地下水によるグライ化の程度差に起因する見かけの層序の可能性があろう。遺物出土状況か

ら、小谷は縄文時代晩期前葉以降に段丘面上に存在した縄文時代後期後葉から晩期前葉の遺物包含層がまと

まって二次的に流入することによって埋没したものと推定できる。

なお、 I区北側の小谷の周囲では表土下に暗褐色土(第18図 E-F断面2層)が遺存している。本層は南東

側の4層に比べ1 腐植の集積が少なく五遺物もほとんど含まない。このことから、現状では遺物取り

{立と直接対比することは困難である。

E区は充分な調査を行っていないため、層序の詳絡は不明である。ただし、層厚30C111前後の

が地山面となる部分もあり、本区は現代の耕作により地山付近まで削平されている部分も少なくなかったよ

うである。

なお、本区に限らず、本遺跡の表土層中からは著しく摩滅した縄文時代後期後葉~晩期前葉の遺物が一定

量出土していることから、本来、当該期の遺物包含層が広範屈に広がっていたものと推定できるの

軍区は段丘面南西端に当たり、調査区北西側は丘陵裾部に向かつてやや高くなる緩斜面となっている。ま

た、本区では北北西方向に走る逆断層を確認している(第16図)。

軍区段丘面中央部側では表土直下が地山層となっている(第19図 G-H断面)。多くの部分が最終的には

現代の耕作により地山面近くまで削平を受けており、ほとんどの遺構確認市は地山田上面付近であるO

丘陵据部際の緩斜面では、クロボク土からなる表土層下位はより腐植の集積が少なく、よりしまりが強い褐

る。さらに当該層は下位でま遠山震に漸移的に変化している(第19留 I-J断面い

ここでの土層断出の形状およびその土性から、 2患は基本的に土壌層位B層に対比すべき層であり 1 堆積単

位となる層とは認定し難い。ただし、縄文時代早期末の竪穴住居跡は本層上面が確認面となってい

る

は、第2章第2節にあるように、虫内沢による沖糧錐堆積物である{コ段丘面中央部側では1 シル

トと砂擦とが水平方向基調の互層をなしている(第四図 G-H断面3""""9層)。丘陵裾部際は段丘面中央に向

かつて傾斜するシルト@砂礁の立層状の堆積を示す。砂機中には崖錐性堆積起源の可能性ある亜角擦を一部

ものの、酸化鉄の集積層も存在する(第19図 1 J断面7" 9 " 20層)。このことから丘陵裾部際の緩斜面

も基本的には流水の影響を強く受けた堆擦と判断しておく。

は縄文時代早期の竪穴住居跡(814054入縄文時代後期の土坑(8K4032入

;埋設遺構(8R4005"4006 、同時期の土坑(8K4041)を分断する。逆断層により上下が分断された

ら計測すると、本区における逆断層のずれの方向はN- ずれ111高は水平方向でお~

50cm、垂直方向で最大約10cmで、ある。

また、この断層は不整の落ち込みをさらに破壊している可能性がある(第19図 L-K断面)。この落ち込

みの関口部は表土付近のようであり、あるいは断層に伴う地割れの可能性もある。しかしながら、当該落ち
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第 4章北調査区の遺構

込みは断面のみの確認で、平面的な広がりは不明で、あるため¥現状では断定し難い。この落ち込みからは1

江戸時代後期前後(18世紀'"'-'19世紀)の灰粒陶器椀破片が出土している(第19図。。落ち込みを断層が破壊し

ている、もしくはこれを断層に伴う地割れとすると、本新麗の上限も当該時期まで下ることとなろう。ただ

し、現状では当該断層の形成を特定の地震と対比することはできない。

以上のように、北調査区はその主体が現状で果樹園として利用されている低位段丘面に当たり百周辺部を

除き、耕作によって地山上位まで削平されているものと判断する。北側の小谷部分や南東側では縄文時代後

期後葉~晩期前葉ごろの堆積層が一部残存しているものの、調査では時期ごとに縮分することはできなかっ

fこO

第3節北調査区の検出遺構と 物語
唱士山田

l 検出遺構の概要

はかなりの範囲が地山上位付近まで耕作による剤平を受けている。そのため 1 本調査区での遺構

確認面は多くの場合削平された地!lr面で、あった。 以下の遺構の記述では、特記しない場合その確認面は地山

面である。

なお、立区は基本的に表土層(耕作土〉を除去した時点で確認した土器埋設遺構の位置を記録した後三埋め

している。本区では8R1038土器埋設遺構のみ完掘した。

北調査区での検出遺構は以下の通りである。

竪穴住居跡l軒

建物跡2棟

土坑42基

土器;程設遺構68基(うち立区での{立置確認のみのもの47基〉

焼土遺構2基

配石遺構5基

柱穴435基

井戸跡1基

上記遺構のうち、竪穴住居跡(814054)は縄文持代早期末(本書では縄文時代 I期または単に Z期とする)

に、柱穴1基(8KP2024)が縄文時代後期前葉(同縄文時代盟a期〉に、土坑1基(8K4032)が縄文時代後期中葉

(間縄文時代車b期)にそれぞれ属し 1 井戸跡(8E2020)が時期不明であるほかは百いずれも縄文時代後期後葉

~晩期前葉(同縄文時代IV期)に属するものと判断しておく。

また、柱穴としたものは長径と深さがそれぞれ0.7m前後以上の相対的に大形のものと径0.3m前後 1 深さ

0.2~0.3m前後の小形のものとに大きくは分かれる傾向がある。後者には柱穴と推定できるものののほか百

杭痕と推定できるもの、さらには性格不明の小穴とがある。

以下においては、大形の柱穴と一部の小形の柱穴については、個別に遺構図を掲載し、本文中で記述する。

残りは一括して柱穴配聾図と柱穴一覧表とにまとめて記載することとする。

北調査区での現状での遺構分布を概観すると、縄文時代 I 期(早期末)~"'"亜期(後期前葉~中葉)の遺構は確
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認数がわずかで¥詳細な特徴は判然、としなし'0ただし、後世の削平を考慮しでも、密な遺構分布は想定し難

い。縄文時代IV期〈後期後葉~晩期)には、多数の遺講が存在し、特徴的な分布状況を想定し得るの当該拐に

はI区中央部に大形の柱穴を伴う大形建物跡や大形の柱穴が集中する。ここでは土器埋設遺構は分布せず、

明確な土坑墓もこの大形建物跡周辺ではほとんど存在しない。これに対し、盟区には土坑墓および土器埋設

遺構が分布し、立区では土坑墓の分布状況は不明であるものの、 I区中央部を取り囲むように分布する多数

の土器埋設遺構を確認している。全体として、 I区中央部の大形柱穴や大形建物などの周囲を土坑墓や土器

埋設遺構が取り閤むという特徴的な分布を示すものと判断できる。

なお、北調査区 I区@車区では、調査範囲が狭小ではあるものの、わずかな空白域を挟んで、土坑墓と小

形の柱穴および土器埋設遺構などの集中域が存在する可能性を認めることができる。少なくとも小形の柱穴

は土坑墓と関連する施設であった可能性を推定できょう。

2 竪穴住居跡

SI鉛54霊穴住居跡(図版。

護区l'v1H.. M 148 .. 49区の地山瀬移層上iIDで確認した。遺構は遺跡南西側に広がる丘陵裾部際の緩斜面に

位置する。南西半は逆断層により分断されており、検出できなかった。

竪穴掘り込みは現状で南北辺が長さ2.00mの方形平面をなすと推定できる。壁は緩やかに立ち上がり、確

認面から床面までの深さは0.15m前後と浅い。竪穴上位は、斜面に立地することから、既に郡平されたもの

と推定する。

床面東側にはP1---P3の3基の柱穴が存在する。竪穴東辺ほぼ中央に位置するP2は床面からの深さ O.20mで、

最も深く、主柱穴と判断する。断面では柱痕跡(4層)e 柱の根固め土(5層)が確認できる。現状での柱痕跡の

最大径は20cm謹度である。 Pl.. P3はいずれも床面からの深さはO.08m前後と浅く、すり鉢形の形態をなす。

これら3基の柱穴は、いずれも竪穴覆土確認面で、柱材由来と推定できる炭化物片を含んだ黒褐色系土(1.. 2 

層〉の分布範屈として確認できることから、竪穴埋没時には少なくとも柱材下部が遺存していたものと推定

で之さる。

竪穴覆土(3層)は周囲の地山土由来の小鹿角磯を顕著に含む。柱穴の周辺以外には炭化物は顕著でなく 1

焼土も存在しな liO ただし百 P2の柱痘跡のうち、床面より上泣(1" 2層〉は柱穴内(4層)よりも炭化物の

量が結対的に多い。このことは柱材のうち住居床面上方の部位が，住居火災によって柱穴内の部位よりも強く

炭化した結果であると想定することもできる。しかし、上述した竪穴覆土の特徴からは、本住居が焼失住居

であるか否かは断定し難い。

このほか、周溝。壁柱穴は確認できず、現状では炉も検出していない。

覆土中からは縄文土器破片約60点、有孔円盤状土製品1点1 石鉱1点1 スクレイパ-1点、二次加工ある剥

片1点百微小剥離痕ある剥片l点、剥片?点、が出土した。

は竪穴検出範囲のほぼ全域に分布している。土器は最小で7個体識別した。各個体とも小破片@少量

で、散在しており、検出範囲においては有意な分布状況を認めることはできない。竪穴周辺に限らず本遺跡

内では"，まかに同時期の土器は未検出で芸うることから、竪穴覆土中の遺物は竪穴住居廃絶後1 人為的に廃棄

された可能性が強いものと想定しておく。

本選構は出土土器から、工期〈縄文時代早期末)に属すると判断する。また、出土遺物を住居廃絶後の廃棄

と想定するならば、今回の調査範囲外の南西側の丘陵裾部際緩斜面に当該期の主たる活動域が存在する可能
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'性もあろう。

なお、柱材由来と推定する炭化物片の放射性炭素年代測定結果は6，540士120B.P.(GaK -17684)であった

(第7章第l節参照)。また、パリノ@サーヴェイ株式会社に委託した樹種間定によると、 P1に伴う炭化物片

はコナラ属コナラ亜属コナラ節の一種、 P2tこ伴う炭化物片はカツラ、 P3tこ伴う炭化物片はクリであった。

各柱材で樹種が異なることは、小田W遺跡などの縄文時代中期以降の遺構内出土材にはク 1)材が目立つ傾向

とは対照的であるの本遺跡例を単純に他遺跡例と比較すると、縄文時代早期末にはクリの集中的な利用が確

していなかったとの解釈が可能であろう。今後の資料の蓄積を待って、個々の遺跡の性格も踏まえ再検討

しfこし Io

3 建物跡

882025建物跡(図版2---4)

I反のLS55からLT" 玄ーにかけて確認した。東北端と南西半は謁査対象外にのびている。調苔慌に

は、外{~!Jが直径13m前後、内ffi!Jが直径12m前後の円形にめぐる二重の溝跡および小穴列として認定していた。

その時点では、溝勤;部分の底面にも小穴が存在することから、何らかの上部構造が存在すること、また『溝

跡内側で確認した大形柱穴のいくつかもこの上部構造と関係する可能性があることなどを予想するにとどまっ

ていたョその後の整理時の検討によって"Pl番 P5とP2"P6とが対になって本選構の入口施設を構成する柱

穴と判断したことから、岩手県八天遺跡、5号家屋例と共通した構造をもっ可能性が強いと想定した。この想

もとづき、本遺構を内部に主柱穴があり、周囲にいわゆる壁柱穴がめぐる大形の建物跡と認定し、かっ、

規模を若干縮小した建て替えがあったものと最終的に判断した。

本遺構はSK2011 2158B土坑、 SKP2024;; 2053 ;; 2087B .. 2094A .. 2131 " 2216柱穴を切り百 SK2040土坑1

SEP2050窃 2092柱穴に切られている。このほかSKP2459柱穴とも切り合うが、前後関係は不明である。

本遺構は、上位の再IJ平が著しいた路、床面の状混をはじめとして、本来の構造は必ずしも明確ではない。

{土、上述のように、直径12m前後と13m前後の二重の円形にめぐるものと推定できる。現状では溝底

面に小穴を有する布掘り犬の部分と小穴列の部分とに分かれるほか、検出できなかった部分もある。特iこ北

半部は言IJ平が著しく、形状も不整となっている。溝部分の椙は0.20m前後、確認面から底面までの深さは

0.10111前後、 IJ¥穴は上面淫0.1S-..0.20m前後1 深さ0.15，...._，0.30m前後で、ある。中には断面で明瞭に杭跡である

ことを確認できる例があり、規模から判断してほとんどは杭跡と推定する。小穴の形状から、;坑はほ

に打ち込まれていたようである。小穴同士は必ずしも密接せず、隣り合う小穴の芯々距離は0.3，-....，0.9r11前後

と一定しない

小穴および溝の覆土は基本的にクロボク土に由来する。ただし SEP2053柱穴と切り合う部分では

の土坑~犬を呈し、地山土に類{以した培褐色土が堆積したり(図版22)、あるいはP14には円礁を充填するなど、

その特徴は必ずしも一様ではなし i 現状からはミ少なくとも後述する古期の壁柱穴の一部については埋め要

されたものと推定しておく

入口施設を構成する柱穴(以下1 入口部柱穴とする)は、調査時に壁柱穴を確認できなかった東端に位置す

る。本遺跡では{告に類例のない偶丸方形手話の掘り込みをもっ柱穴各2墓が0.60111前後離れて対となってい

る。南側のP2とP6は掘り込み長軸がほぼ一直線上に並び、かっ底面標高はほぼ等しい。調査時には後者が

しい切り合い関係を認定した。 北側のPlとP6は長斡は平行するものの一直線上には並lぎないのな

お、 P1はSI{2040土坑に上部を壊されている。

-44 



弟 3即 ゴ乙調金l五の僚出遺構と遺構内出土壇物

P2では掘り込み底面に柱の接地痕跡と推定できるグライ化面が存在し、かっ柱の根回め石の可能性ある

大形の円磯が覆土中に存在している。しかし、土層断面位置が掘り込み長軸とは若干ずれているため確実で

はないが百発掘時には覆土中に柱痕跡を確認していない。このほかのP2以外の柱穴には柱痕跡を確認でき

る。そのうち、 P5には長辺45cm前後の角材様の柱痕跡を部分的に確認している。

入口部柱穴の切り合い関係と壁柱穴との位置関係とから、本選構は1度の建て替えがあり、外側の壁柱穴

およびP1 P2からなる建物が古く(以下当該遺構を古期建物もしくはSB2025Aとする入内側の壁柱穴およ

びP5"P6からなる建物が新しい(同じく新期建物もしくはSB2025Bとする)と想定できる。古期建物の平面

形は鹿径13111前後の円形基調で、入口部が若干内側に湾曲する。一方、新期建物の平田形は直径12m前後の

ほぼ円形をなすようである。

ため有明確ではなし iO 遺構の規模から、主柱穴は大形の柱穴であり、かっ

新郊の柱穴は人口部柱穴と同じく柱痕跡を残すという前提で、八天遺跡例を参考に入口方向に平行(直交)す

る方形の4本柱配置を想定すると、壁柱穴の内側で確認した15墓前後の大形の柱穴の中から、

として"P7---9を捻出できる。東…酉 e南-北とも芯々間距離はほぼ4.4n1で、ある。また、掘り込み底面の標

も105.1111前後とほぼ等しい。この場合、新期建物の入口部を通る中戦線の方位はN-83
0

-Eである。

一方1 古期では1 同じく出入口方向に平行(直交)し百かっ新期よりも大規模な方形の柱穴配置を想定する

と、現状からはP3"P4の2基を抽出できる。これらには柱痕跡、は存在しない。掘り込みの中心開の距離は

5.0mで、ある。古期建物の入口部を還る中軸線の方位はN-77"-Eである。なお、本建物跡の柱穴の規模等

については図版4中の表にまとめた。

上記の柱穴のほかには1 現状で1 本遺構に伴うと認定できる炉等の施設はなかった。

本選構群は一部分の調査の上、後世の部平が著しく、全体の形状および構造は必ずしも明確ではない。

述の嬰柱穴および全体の柱穴配置から、本遠構は上屋のある大形の建物跡と推定する。なお、 pgの

層断面から百柱設置時に掘り込み底に掘削土を埋め皮し百柱の地上高を謂整したと推定できることも、当該

する柱と他の柱との間に材をわたして建築物を組み立てたことを示唆するものであろう。また、 P5の柱材

が角材状であったと推定できることも、上部の木組み法と関連する可能性があろうか。ただし 1 本遺構の主

柱穴と壁柱穴が古屋根と壁とによって全体を遮蔽できるだけの数と規模を有しているかは百なお検討を要す

る。あるいは、人口につながる部分的な屋根と円形にめぐる泣い塀もしくは*冊とで構成されていたとする想

もできょう。

建物は1 一度の建て替えにより若干規模が縮小するものの、人口位置など基本的な形態には大きな変化は

なかったものと想定する。偽造構との切り合い関係および出土遺物から、その存続期間はlYc期(大前IBC式)

内におさまるものと判断できる。

884086建物跡〈図版5)

車i文J'v1A l'vlB42 43区の地山面で、確認した。 SK4021土坑と

者の前後関係は不明である。

るが、直接の切り合い関係がなく、雨

らの深さが13----30cm前後の5基の柱穴からなる。柱穴配震は

六角形を呈する。柱穴4基からなる柱毘1.5""""'1.7111のほぼ正方形の向かい合う二辺の中央やや外側にそれぞれ

1基の柱穴が位置する。両柱穴を結ぷ直線を主軸とすると 1 その方位はN-40
0

-Eである。柱穴配置の内部

には、確認面からの深さが10c111足らずの小形の小穴が2基存在する。木造構に伴うとすると百

Ar 
-Ll;] 

は、本
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高床式建物であったとする想定も可能で、あろう。

柱穴覆土はクロボク土を主体とし、柱痕跡、や柱抜き取り痕は確認できなかった。また、本選構に伴う可能

性ある遺構および造物はなかった。現状では本遺構の詳細な時期は不明である。

4 土坑

SK2001土坑(図版5)

I区LQ541Zに位置する。南端でSKP2388柱穴とかすかに切り合うが、前後関係は不明である。掘り込み

は長径1.32m、短径1.24mのほぼ円形平面をなす。底面は比較的平坦で、壁はかすかに内湾気味に立ち上が

る。確認面から底面までの深さは0.48mで、ある。土坑平面長軸方位はN 20 -Eであった。

は 1 r-~8層に分層した。 1----3J議は培褐色~褐色を呈し、クロボク土起源と推定する o 4---6層はいずれも

地山土塊を包含する。 7層は草根等による撹乱の可能性が強い。 8層は粘性が強く、クロボク土と地山土との

混合土が地下水の影響を受けて粘質土化した堆積と推定する。 4----6" 8層の地山土塊の包含状況から 1 少な

くとも4層以下は土坑掘削土などで人為的に連続して埋め戻されたものと判断する。上位の1---3層はその層

杷と堆護状況とから、当初の埋め戻し後に形成されたくぼみに周留から流入したものと推定する。

土坑内からは、壁際の3ヶ所で石血1点と長径25cm前後の大形円磯2点、とを検出した。いずれも土坑底面よ

り若干上位からの出土である。当初の土坑埋め戻し時に意図的に三方に配置した可能性を想定できる。その

ほかに縄文土器破片5点王微小剥離痕ある剥片1点、白石類1点、が覆土上位から出土している。

本遺構は、その規模@形態および覆土の特徴から九円形平面の土坑纂の可能性が強いものと判断する。出

土土器には大洞B式に属するものがあり、必ずしも確実ではないが、本土坑の時期も大洞B式前後(Na2，..."，.，

IVb期)に想定しておく。

SK2002土坑(図版5)

1区LP54区に位置する ζ2 長窪0.70111、短径0.63mのほぼ円形平面をなす。 底面はほぼ平坦で、壁はやや

き気味に立ち上がるコ確認面から底面までの深さは0.31mを i~IJ る。土坑平面長軸方位はN 13
0 

¥Vである。

は1---3震に分層した。その内、 2舎 3}警は土坑掘削土である地山土を主体とする人為的な埋め戻し十と

判断でき、本土坑は基本的に土坑掘部土を埋め戻したものと考えることができる。

覆土中からは深鉢腕部破片が1点出土している。 IVa2群(大洞Bl式〉に属すると判断する。

本遺構は、その形態と震土の特徴から、円形平面の土坑墓と判断する。出土土器から、本遺構の上限時期

はIVa2期(大洞印式)と しておく。

SK2006土坑(図版6)

I区LQ55区に位置する。 SEP2005柱穴を切る。掘り込みは長径1.23m"短窪0.74mの楕円形平面をなす。

は比較的急傾斜で立ち上がるが、南部の壁は関口部近くですり鉢形に広がっている。底面はほぼ平坦で、

底面長径は0.78m、短径0.39m、確認、面から底面までの深さは0.71mを測る。土坑平面長軸方位はN-27
0 

W 

である。

は1---4層に分層した。 1層はクロボク土を主体とするが、ト 3層は地山土塊が大量に混入している。 4

はクロボク土と地LLI土との混合土が地下水の影響で、粘質土化した堆積であるの 2~4J警はまtÈ山土の混入状況

から 1 土坑掘削土の埋め戻し土と推定する。
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三車

にはち石llIl1点のほか、大小の円機~亜角磯が比較的まとまって分布しているが、明確な配置を認定

することはできな ~\o また、底面直上からは凹石類1 点が出土している。このほか" 3層中からは縄文土器破

したの

本土坑は形態および覆土の特徴から、楕円形平面の土坑慕の可能性があるものと推定する。覆土中からの

には若干の時期幅があり"IVb期(大洞印式)を下限とする。よって、ここでは当該期を本選構の上

限時期と判断しておく。なお、白石類と石血は、その出土状況から有意図的に埋められた可能性も想定でき

ょう。

SK2011土坑(図版6)

I反LS561天にイす置するつ南端部をSB2025建物跡主柱穴P4に壊されているの 遺構は現状で、長窪0.90n1ミ

窪O.56mの楕円形平面をなす。掘り込みは東端部が一段浅く 1 中央から西側が鍋底形に深くなっている。

央部での確認面から底部までの深さは0.26mを測る。土坑平面長軸方位はN-66
0

Wである。

覆土は1r---2患に分層した。 1層はクロボク土を主体とし 1 人為的堆積かは判断し難し、102層l土地山土塊を多

し、人為的な埋め戻し土と判断できる。 2}寝中から縄文土器小破片3点、が出土している。いずれも

しく摩i威し、埋め戻し時に混入したものと判断する。

本遺構は、形態と覆土の特徴から、楕円形平面の土坑墓と推定する。埋め戻し時の混入土器にはIVa期に

属するものがあることから、当該期を本土坑の上限時期と判断する。

SK2013土坑(図版6)

I区LT56区に位置する。 SKP2021柱穴と重複し、本土坑が新しい。南半部の形態は不明確であるが、長

径0.70m、短径0.50111の不整楕円形をなすものと推定する。掘り込みは南半部が一段深くなり、確認面から

最深部までの深さはおよそ0.30111前後を測る。土坑平面長結方位はN-5
0

-'vVである。

はク口ボク土を主体とする。覆土上位では2侶の大形の亜角i擦が斜位位置で重なって出土しており、

その状況から覆土は人為的な埋土と判断する。本遺構からの出土遺物はない。

本遺構は1 形態および覆土の特徴などから、上部に配石をもっ構内形平面の土坑墓の可能性があると推定

する。詳線な時期は不明である。

SK2018ニヒ読(図版6)

I区I¥t1A58" 59区に位置する。北端でSKP2022柱穴に切られている。掘り込みは長径0.94n1、短径0.87n1

のほぼ円形平面をなす。壁はほぼ垂直に立ち上がるが、 i者間上部はすり鉢形に若干張り出している。確認、面

から底面までの深さは0.61mを&11る。土坑平面長軸方位はN-9
0 -wである。

は1，.....，4震に分j蓄した。 1---3層は土坑上位に堆積し、産rr面ではいわゆるレンズ状堆積に近い形状を呈し

ている。いずれもクロボク土を主体とし、局留からの流入土の可能性があろう o 4J蓄は地山土とクロボク土

との混合土であり、土坑掘削土の埋め戻し土と推定できる。

は「 3震から縄文土器被片がl点出土している。

本土坑は覆土の特徴から円形平面の土坑墓と想定する。出土土器は現状では時期を特定し難く、本土坑の

詳細な時期も不明確である。
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SK2040土坑(図版7)

I区LS57区に位置する。 SB2025建物跡の入口部柱穴P1とほぼ重複し、その上部を掘り込んでいる。掘り

は長径0.82m、短径0.62mの不整楕円形である。掘り込みは中位で設をなすすり鉢形を呈し百確

認出からの深さは0.38mで、ある。土坑平面長軸方位はN 52
0 

- Eである。

は1，..._，2J還に分けた。 1J習では、土坑中央から北東側にかけて大形の円磯が積み重なるように集中して

いる。 2層は骨片や炭化物を含むほか、地山土塊の混入が顕著である。これらの特徴から、覆土は人為的な

埋め皮し土と判断する。

遺物は底面直上にはなく、 2層上半および1層から出土している。縄文土器破片10数点、二次加工ある剥片

l点、微小剥離痕ある剥片l点、剥片10点、石核l点がある。遺物は比較的まとまって出土しているものの、

小破片の土器が多く、これらの遺物が土坑埋め戻し持に意図的に埋められたか否かは判断し難し ¥0 このほか、

晴乳類の骨片が62点以上出土している。本遺跡の遺構の中では最も多量であったが、これらの中に種名が判

明したものはなかった。

本土坑は、その覆土の特徴および上位の大形円擦の存在から、上部に自己石をもっ楕円形平面の土坑墓と判

断する。なお、骨片は土器争石器類よりも相対的に下位から出土しており 1 これらは二次葬として埋葬され

に由来する可能性もあろうか。本土坑は出土土器からIVc期(大潟BC式)に属すると推定する。

SK2042土坑(図版7)

I区LS57区に位置する。南思端でSKP2047i柱穴に切られ、東端でSKP2461柱穴を切る。

遺構は現状で、長径0.61m、短径0.50mの不整楕円形平面をなす。掘り込みは鍋底形を呈し百確認面から底

面までの深さは0.26mをiJlrJる。土坑平面長軸方伎はN-3f-Eである。

は1~3層に分けた L層はクロボク土起源であり、周囲からの流入土と推定する。 2 " 3層はともにク

ロボク土と地山土とが混在し、土坑掘削土の連続した埋め戻し土と判断する。なお百 3層上面南西側には

長径15---20cmの していた。

遺物は り したハ縄文土器破片山点、白石類1点、がある。土器破片はいずれも小破片で1

しいことから、土坑の大半を埋め戻した後のくぼみへの流入土中に混入していたものと判断する。

は、形態および覆土の特徴、円撲の縫認状況から、本来、上面の一端に丹礁を配置した小形の楕円

形平市の土坑墓であったと推定する。出土した縄文土器は時期を特定できず、本遺構の詳細な時期も不明で

ある c

SK2046A土坑(図版7)

I区LR"LS55区に位置する。 SKP2008柱穴に切られ、 SK2046B土坑を切る。掘り込みは長径0.76m、短

荏0.58mの隅丸方形平面をなす。底面は丸みをおび、壁は確認面近くで大きく広がっている。確認、白からの

深さは0.56n1前後を測る。土坑平面長特方位はN-89
0

-i;Vである。

は1.-..，.，7層に分}蓄した。各層の境界は比較的明瞭であるが、各層の断面形状から は塊状の地山

とクロボク十品との混合土と判断できる。よって、覆土は連続した埋め戻し土と判断する。

本選構では、覆土上位からスクレイパーがl点、底面底上から縄文土器破片がl点出土している。縄文土器

破片は小破片で、かっ摩滅が著しい。この残存状況から x 覆土内の遺物は埋め戻し時に混入したものと判控訴

する口
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第 3節北調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

比較的小形の隅丸方形平面を呈する形態が大きな特徴である。本遺跡で土坑墓と認定した遺構

は円形もしくは椿円形平面を基調とすることから百本遺構を護士の特徴をもとに土坑墓とすることには、な

お検討の余地がある。ここでは本遺構の性格については判断を保留しておく。 SK2046B土坑との切り合い

関係から、本遺構の上限時期はIVa2期(大潟別式)と判断する。

SK2046B土坑(図版7)

1区LR55区に位置する。西端をSKP2008柱穴とSK2046A土坑に壊され、東端側でSK2046C土坑を切って

いる。掘り込みは推定で長径1.00m、短径O.62mの隅丸方形平面をなす。底面は丸みをおび、壁は開き

に立ち上がっている。確認面からの深さはO.58m前後を測る。土坑平面長軸方位はN-730

… Wである。

は1~6層に分属した。いずれも地山土とクロボク土との混合土で、基本的に連続した埋め戻し土と判

断する。

遺物は主に覆土上位から中位にかけての出土で1 下位からの出土はない。縄文土器破片7点のほか、

点、剥Jt1点が出土した。遺物の由来は現状では判断し難い。縄文土器はいずれも小破片で摩滅が著しく百

詳細な時期は不明である。

本土坑については、 1震と6層とから採取した土壌試料の脂肪酸分析を株式会社ズコーシャに委託している。

その分析結果報告では、脂肪酸組成のクラスター分析の結果1 前者は人の雪、後者は人遺体の直接埋葬とそ

れぞれ判定した過去の分析例と類似するとしている(第7章第3節参照)。発掘による知見では 1 本土坑はSK

2046A土坑と形態が類似し、その性格についても判然としなし'0現段階でこれらの分析結果と発掘による知

見とを整合的に解釈することは密難である。

SK2046C土坑との切り合い関係から百本土坑の上限時期はlva2期(大沼印式)と判断する。

SK2046C土坑(図版7)

I区LR54"55区に位置する。西端をSK2046B土坑に壊されており 1 東側はSK2046L土坑を切っている c

現状で、掘り込みは長径O.72m、短径O.50mの不整楕円形平面をなすO 底面は若子の凹凸があるが、壁はほ

ぼ霊麗に立ち上がっている。確認罰からの深さは0.20111を測る。土坑平面長軸方位はN- VVである。

覆土は地111土塊を多量に含み、土坑掘削土の埋め渓し土と判断できる。

縄文土器の小鼓片が1点覆土上泣から出土しているが、その詳細な時期およ

本土坑では、覆土から土壌試料を採取し、成存~8tJ万般分析を株式会社ズコーシャ

は判断し難い〔

した。そ

告では有人の骨の埋葬例と類似するとしている(等7章第3節参照)。本土坑が土坑掘削土によって埋め戻され

たとする発掘時の所見と矛盾しないことから、ここでは本遺構を土坑墓と判断しておく。

切り合い関係から、本土坑の上限時期はIVa2期(大潟Bl式)と判断する。

I区LR54.. 55区に位置する。東端部をSK2046C土坑に、北側ではSl~P2046D E F舎 Iの4基の柱穴に

切られている。

遺構は現状で、長径1.80111百短径1.54mの円形に近い楕円形平田を呈し百掘り込み全体はすり鉢形をなして

いる。底面は段丘機層まで掘り込んで、いるためか1 や

測る。土坑平面長軸方位はN-7f Eである。
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第 4章北調査~の遺構

は1---15層に分属した。覆土中位で権認した焼土層(7e 8層)を境に上下二群に大野11できる。

(1，-.，..;6層〉は地山土の再堆積士であるの下層群(7'"'-'15層〉は暗掲色~黒祷色土を基調とする。いずれも地出土

塊の混入が顕著であることから、人為的な埋め戻し土と判断する。焼土層(7.. 8層)は土坑西側に分布し、焼

を含めて下層群は土坑底問中央に向かつて傾斜している。焼土層は上下層の層相との対比から、

上面が被熱によって厚さ3cm前後焼土化したものと判断できる。その広がりは底面中央に向かつて傾斜する

で及ばず、その上方にとどまっている。これらの状況から、本来、下層群上面はほぼ平

坦であり、そこでの焚き火によって焼土層が形成され、その後、焼土層を含む下層群全体が底面中央に向かつ

て落ち込んだものと推定する。この焼土層上国では石鍛1点および砕片2点を検出している。また、 9層およ

び10層は下層群堆積後で焼土面形成前に、土坑北端に掘り込んだ径20cm前後の柱穴Pl P2の覆土である。

ることができず、いずれも柱材は抜き取られたものと推定する。

出土遺物には縄文土器破片40点、余りのほか、五銭窃スクレイパ-"徴小剥離痕ある剥片各1点百二次加工

ある剥片2点、剥片5点、砕片3点などがある。下層群上面付近で上記の石鍛争砕片のほかに少量の縄文土器

破片などが出土しているが、造物の過半数は土坑援認重からの出土である。また、焼土中から培乳類の骨片

3点、が出土している c 出土縄文土器はいずれsも小破片であり三著しく摩滅しているものが大半である。これ

らの遺物のうち、焼土層上面で検出した石錬と砕片以外は本遺構に意図的に埋められたものかは判断し難い。

この石鍛と砕片は被熱痕がないことから、焼土形成後置かれたものと判断する。

また、 SE2046C土坑や北側の柱穴群は土坑覆土陥没後の掘り込みである。周辺の柱穴分布からは、これ

らが本遺構と関連するかは現状では判断し難い。

上述の覆土の堆積状況などから、本選構は土坑墓と判断し、本土坑が最終的に埋没するまでの経緯を以下

のように想定する。

土坑を掘削する→(遺体を土坑内に納める)→培褐色土もしくは黒褐色土(表土か)で地表面近くまで埋め戻す

→北端に柱穴をこっ掘り、柱を2本立てる→柱を抜き取り、柱穴を埋め戻す→土坑上面西側で火を焚く(晴乳

類の脅を焼く?)→石議@砕片を置く→土坑上田に地山土(あらかじめ保存していた土坑掘部土の一部か)を小

山状に盛る→(土坑内の遺体が腐朽する)→盛土や当初の埋め戻し土が土坑底面中央に向かつて落ち込む→

(周囲に大小の柱穴を掘り、柱を立てる?)

上述の解釈からは、本土坑墓の造営に際しでは、当初の土坑掘削から最終の盛土まで、一定期間にわたっ

て一連の葬送儀礼が執り行われたことを想定することができる。本遺跡、内においては現状では僅少WIJであり 1

その評価にあたって留意する必要があろう。

本土坑出土土器は小破片で摩滅が著しいものが大半のため、確実に時期比定できるものが限られる。中で

は42-1はlVa2群(大洞B1式)に属し、他の40数点の破片も同群と判断しでも矛盾しない。このことを重視し、

本遺構も当該期に属する可能性が高いものと推定しておく。なお、本土坑の北端部を掘り込んでいるSKP

2046E柱穴は出土土器からIVb群(大潟B2式)を上限とすると判断している。上述の時期比定によれば、両者

には若干の時期差があることになる。この場合、土坑埋没後に掘り込まれている柱穴のうち、 SE:P2046E柱

穴については、本土坑との直接の関係を想定できるかは所属時期の面からは微妙である。

なお、本遺構から土壌試料を採取し、残存脂肪分析を株式会社ズコーシャに委託したのその結果報告では、

脂肪酸組成のクラスター分析では骨との関連を想定させる試料と入遺体との関連を想定させる試料とが存在

-bU-



第 3節北調査陸の検出遺構と遺構内出土遺物

するとしている(第7章第3諮参照〉。両者は上下両層群においで混在しており、現時点では発掘時の所見との

整合的解釈をなし得ない。

SK2059土坑(図版8)

I区LR56区に位置する。遺構は長径O.59m、短径O.37mの楕円形平面をなすO 掘り込みは鍋底状をなし、

確認、部から底面までの深さはO.24mを測る。土坑平面長軸方位はN-82
0

Eである。 O.54m北にはほぼ同一

形態のSK2060土坑が並列している。

覆土は単一層と認定した。クロボク土を主体とし、若干の炭化物を含んでいる。覆土中からの出土造物は

ない。現状では覆土の特徴からその堆積要因を推定することは困難である。

本遺構は形態が柱穴とは異なることと土坑墓と推定したSK2060土坑と並列することから、ここでは小規

模な楕円形平面の土坑墓であった可能性を想定しておく。出土遺物がないため、詳細な時期は不明である。

3jく2060土筑〈密版8)

I区LR56区に位置する。遺構は長径O.56m、短径0.45mの不整楕円形平面をなす。掘り込みは鍋底状をな

し、確認面から底部までの深さはO.22n1を演出。 O.54m南にはほぼ同一形態のSK2059土坑が並列している。

土坑平面長軸方位はN-65
0

-Eである。

覆土はクロボク土を主体とする。ここでは地山土塊の混入度の差で二分した。ただし、その境界は漸移的

であり、連続した埋め戻し土と判断する。出土遺物はない。

本遺構は形態が柱穴とは異なることと覆土の特徴とから 1 小規模な楕円形平面の土坑墓であった可能を想

定しておく。出土遺物がないため、詳細な時期は不明である。

81く2067A土坑(図版8)

1区l'v1D60区に位置し、 SK2067B土坑を切っている。 北東部を一部確認したに過ぎないため、その形態の

は不明である。 現状で掘り込み平面形は長さO.80m、rjJ高はO.22mである。確認面から底留までの深さは

0.18mで、ある。

覆土はク口ボク土を主体とする。地山土塊は含まず¥自然堆積の可能性が高いものと想定しておく。

覆土中からは土器の出土はなく、剥片2点が出土したのみである。

本遺構は詳細な形態が不明で1 かっ出ごと遺物が乏しいこともあり 1 現時点でその性格や時期を特定するこ

とは密難である。

SK206i8土坑(図版8)

I区IVICe IVID60区に位置する。北西端部は調査範囲外で、西端はSK2067A土坑に切られている。現状で、

掘り込みは長さ1.50m、幅O.85mの不整形平面をなす。確認面からの深さは0.11mで、ある。

覆土はクロポク土を主体とし、径8crn前後の毘角磯を比較的多量に含んでいる。覆土からは縄文土器破片

剥片1点が出土した。覆土の堆譲原因は現状では判断し難い。

本遺構は形態が不整で、その性格を特定することは国難である。出土縄文土器はいずれも粗製深鉢の小破

片であるため百時期を特定し難い。
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SK2088土坑(図版9)

る。東端でSKP2089柱穴を切る。掘り込みは長径0.68111百短径oι3mの不整楕円形を

なし、確認、面から底面までの深さは0.38111を担11る。土坑平面長紬方位はN 66
0 

Eである。また、確認面上

回では南西端に径10c111前後の円磯が2点出土している。

と判断した。覆土中には地山土塊や炭化物が存在し、人為的な埋め戻し土と推定する。

覆土中からは縄文土器破片7点、剥片3点などが出土している。 現状ではその由来は不明である。

出土土器の大半は小破片で、摩滅が著しし ¥0 そのため、その詳細は判然、としないが、 IVa群に収まるとみ

て大きな矛盾はない。よって、ここでは本遺構の上限をIVa期と判断する。本遺構は、覆土の特徴から小規

あったと しておく。

SK2105A土坑(図版9)

I る。 SKP2105B C柱穴を切る。

はすり鉢形をなし、確認部か

は長径0.66111、短径0.53111の不整構内形平田

での深さはな16rηである。土坑平面長軸方{立は

石血破片1点および比較的大形の門機2点が記

している。掘り、

N… -¥Vである。

石:伏に設置されている。

は地山土塊を少量含むクロボク土である。覆土の土質と上面の円磯群の設置状況とから、人為的埋土

と判断する。

本土坑からの出土遺物には、上述した石核 e 石盤のほか、縄文土器破片8点、石鍛1点、微小剥離痕あるまIJ

片1点、剥片2点、石核l点などがあり、規模にょとして豊富である。これらのうち、遺構上面からの石核3点は

相互に接合する。ただし、これらから剥離された剥片は出土していない。

はあるが、その覆土の特徴および磯 e遺物の検出状況から、上部に配石を有する

の可能性があるものと推定する。出土土器から 1 本遺構の上限時期をIVc期(大病BC式〉と判断する。

3iく2111

I区lvlB58区に位置する。 は長径0.70111"短径0.54111の楕円形平面をなす。掘り込みは鍋底形をなし、

ら底面までの深さは0.16mを混IJる。土坑平面長軸方位はN… 52
0

- vVである。

は地山土塊の混入度の差で、二分した。ただし、雨層の境界は漸移的であり 1 覆土は連続した埋め戻し

土と推定する。覆土下位から上位にかけて縄文土器破片が5点出土している。図示した42-16以外は摩滅した

小破片である。本例は胎土および調整からrvC群(大洞BC式〉に属する可能性が高いものと推定する。また、

確認面東側からは径約25cmの円燥が出土している。

はあるが、覆土の特徴と上面の大形円礁の存在から、ここでは土坑墓と想定しておく。

出土土器から、 rvC期(大洞BC式〉を上限時期とする可能性が高いものと推定する。

図版9)

I区IvIB58 59区 る は長径1.23111、短径0.81111の楕円形平面をなすの掘り込みは鍋底形を

なし、確認面から底面までの深さは0.28111を測る。土坑平部長軸方位はN-2
0

-Eである。

と判断した。全体に地山土塊の浪人が顕著なことから、人為的に埋め戻されたものと

きる。本遺構からの はなかった。

一ーにつ
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第 3節北調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

本遺構は形態と

期は不明である。

とか った可能性を想定しておく。出土遺物がないため 1 な時

SK2116土坑(図版g)

I区LN52区に位置する。掘り込みは長径0.68m、短径0.61mのほぼ円形平面をなす。壁はほぼ垂直に立ち

り可確認面から底面までの深さは0.41mを拠出。土坑平面長軸方位はN 68
0

-Wである。

は地山土の混入度の差から二分した。ただし、両層の層界は漸移的であり、連続した埋め戻し土と判

断する。

遺物は覆土全体に散在する。縄文土器破片9点のほか、微小表IJ離痕ある剥片2点、剥片l点、石剣類破片1点

の

ま

ア
)

0
0

司令

る

あ

あ

で
が

難

ど
一
回

「

品

斗

4

7

l

 

している。現状では1 これらの遺物の由来を判断すること

土坑両端の覆土上面からは1 径10cn1前後の河機が計6点出土している。

は覆土の特徴および上国の円擦の分布などから百土坑墓の可能性があるものと想定する。

破片にはrva2群(大洞印式〉に属すると半日産ITできるものがあり 1 当該期を本遺構の上限時期と判断しておく。

18土坑(密版10)

I区LN L052区に位置する。遺構は長径0.81m、短径0.71mの楕円形平面をなす。掘り込みは現状では

i笹山漸移層上部から認める ζ とができる。掘り込みは鍋底状をない掘り込み面から底面までの深さは0.35n1を

測る。土坑平面長軸方位はN-7
0

-Eである。

覆土は主に傑の混入、度の差と土色の差で三分した。いずれもクロボク土起源であり、土質そのものは共通

し、その層界も漸移的である。上層中からは径5，..._，15cm前後の円~亜角磯が比較的多数出土している。これ

らの礁は花関岩や流紋岩などの撮入擦が主体をなし、中には被熱痕を残すものもある。

は覆土全体に散在している。縄文土器破片山点、剥片4点などがある。

よび遺物の由来は現状では判然としないが、形態と覆土上位の諜群の出土状況とから 1 本選祷は上

した土坑墓の可能性があるものと推定しておく。出土土器にはずVc若手(大潟BC式〉に属するものが

あり、当該期が本遺構の上限時期と判断する。

SK2119土誌(図妓10)

Z区LN L052 53区に位置する。南西半のみの確認で1 現状で、長辺0.94mの方形平面をなす。 SK2118

と同様掘り込みは現状で地山漸移層上密である。掘り込み面から底面までの深さは0.38n1を測る。現状

での土坑平面長軸方1立はN-60
0

-'vVである。

と2層とに分けた。ともにクロボク土起源で1 中央部に向かつて額斜した堆積を示すことから、

周囲からの流入土と推定する。覆土lこは径5，._.20cm前後の翠免~円擦を含み、そのうちの多くは地山由来と

判断できる泥岩である。

遺物は覆土全体に散在する。縄文土器破片4点、剥片4点吉田石類1点がある。このうち 1 土器破片43-2と

凹石類は覆土最上位からの出土である。

本遺構の性格は現状では判然としない。出土土器のうち百 43-2がIVd期(大洞Cl式)に属することから、こ

こでは当該期を本選請の上限時期と想定しておく。ただし、当該資料は覆土最上位からの出土であり可

埋没後に流入した可能性もあろう。
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SK2121土坑(図版10)

I区LR54区に位置する。掘り込みは長径0.79n1、短径0.50mの構円形平面をなす。援は西側が緩やかに、

東側が急傾斜で立ち上がる。底面は長径0.24m前後で、関口部に比べて小さく、確認面から底面までの深さは

0.40mを担IJる。土坑平面長軸方位はN-8f Eである。

覆土は単一層と認定した。覆土中には地山土塊の混入が顕著であり、人為的な埋め戻し土と判断する。覆

土上半には縄文土器破片が6点散在している。いずれも小破片で著しく摩滅し、詳細不明である。

は底部が関口部よりもかなり小さくなる形態がやや特異であり、その性格は判然としなし1。現状で

は詳細な時期も不明である。

SIく2128こと坑(図版10)

I区LIvI LN51区に位寵する。遺構は長径0.93m、短径0.87mの不整円形平面をなすO 掘り込み聞は南調

査区遺物程含層の豆層上面前後に対応する可能性があるものの判然としない。掘り込み面から底面までの深

さは0.38n1を測る。土坑平面長軸方位はN-8
0

-Eである。

覆土は墓本的にクロボク土に由来すると判断する。覆土上位~中位には比較的大形の丹擦が分布し、土坑

中央には遺物が比較的集中する。これらの円磯 e遺物の出土状況から 1 覆土は人為的な埋め戻し土と推定す

。
マ
hv

出土遺物には縄文土器破片77点、スクレイパ-1点、二次加工ある剥片i点、剥片12点、白石類1点、などが

ある。

本遺構はその形態と覆土の特徴から土坑墓の可能性があるものと想定する。土器破片は小破片や摩滅した

ものが大半で、詳細不明のものが多い。大勢として大潟B式の範鴎に納まるものと推定するが、 43-10は大

洞BC式まで下る可能性があろう。当該資料は小破片で1 かつほかには確実に同時期と判断できる例がない。

このため 1 若干の疑問は残るものの、ここでは本遺構の上限時期をIVc期(大潟BC式〉としておく。

SK2136土坑(図版10)

I区LS57区に位置する。西端をSKP2085柱穴に切られている。遺構は現状で戸長径0.53m、短径0.46mの円

形~楕円形平面をなす。掘り込みは鍋底形を皇し 1 確認奇から底面までの深さは0.23mを測る。土坑平面

長軸方位はN-f-Eである。

覆土はl層と2層とに分けた。ともに地山土を含むクロボク土からなる o 11高からは縄文土器破片 e剥片各1

点が出土している。出土土器は小破片であり百詳細な時期等は不明である。

現状では、本遺構の性格や時期については判然、としない。

SK2142こと坑〈図版11)

1区LQ54区に位置する。掘り込みは長径1.04m、短窪0.72mの不整楕円形平面をなす。 底面は若干[1J]が

あり、竪は緩やかに立ち上がる。確認、面から底面までの深さは浅く、現状では0.16mtこ過ぎなし ¥0 土坑平面

長軸方位はN 18
0 

- VJである。

覆土は上下2層に分けた。下層はま岩山土塊が顕著で、当初の埋め戻し土と推定する。上層はクロボク土を

主体とし、遺構埋め戻し後のくぼみに流入した推撞であった可能性を想定する。

1属中には縄文土器破片6点、二次加工ある剥片1点、微小郡離痕ある剥片1点、剥片4点が散在している。
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はいずれも小破片で百 な時期は不明である。

は掘り込みの形態が不整で、かっ浅い ζとから 1 その性格は判然としない。また、遺構の持崩も

明である。

SK2144土坑(図版11)

区LM51区に位置する。 は長軸0.74m、短軸0.59mの不整方形平面をなす。掘り込みは浅く、確認

面からの深さは0.06mに過ぎない。土坑平団長軸方位はN 一日である。

はクロボク土を主体とし、出土遺物はなかった。現状では1 本遺構の性格や詳細な時期は不明である O

4
3
2
 

つ
ふv

h
 

cv 

1区 . .54廷に位置する。 8KP2496柱穴を切る。掘り込みは長径0.84m、短径0.80mのほぼ円形平面を

なす。壁はやや55らみをもち、確認密から底面までの深さはむ.38mを測る。土坑平面長軸方位はN-830

-'vV 

である。

覆土は1 唇に分けた。提出土塊の混入度の違いにより大きくは1---4層の上層群と5層の下層とにまとめ

ることができる。上層群は地出土と経樺色土との混合度の差で分層した。ただし、その層界は漸移的であり、

基木的に連続した埋め戻し土と判断できる。また百土坑北西半の上層群中には径10cm前後の亜角~円磯が

比較的まとまって出土している。磯には地山由来の泥岩のほか、安山岩@花関岩などの調査区外からの搬入

擦も存在する。このほか上層群からは縄文土器被片6点のほか、スクレイノマー1点、が出土している。一方三

は地山土の混一入が少なく 1 比較的均質な堆積である。 5層からは遺物の出土がなかった。

本遺構はその形態と覆土上層群が連続した埋め戻しと推定できることとから土坑墓と判断する。底面直上

の覆土でさうる5患は主として遺体埋葬部位にほぼ相当する可能性があろう。上層群から出土した造物は僅少

で百かっ土器破片は小破片であり、埋め戻し時に混入したものと推定する。出土土器の時期等の詳細は判然

とせず1 本遺構の詳絡な時期は不明で三うる。

SK2158B土坑(図版11)

I区IVIA58思に位置する。 8B2025建物跡古期患柱穴 8KP2158A柱穴に切られる。掘り込みは長径1.02n1、

短径0.96mの円形平面をなす。壁はやや急角度で立ち上がるが....1i:髭忍古から底面までの深さは、現状で~0 .1 5mtこ

過ぎない。土坑平面長戦方位はN -Eである。

は塊状をなす地山土であり、土坑掘削土そのもののが埋め戻された堆積であった可能性が高いと判断

する。覆土からの出土遺物はなかった。

本遺構の形態は1 現状では掘り込みが浅いものの1 本遺跡で土坑墓と判断している一部の例と類似してい

る。しかし 1 覆土には埋め戻された地山土以外の土壌を認めることはできず、本来1 土坑内に遺体を埋葬し

ていたとは想定し難い面がある。ここでは吉本遺構の性格についての判断は保留しておきたし i0 8B2025建

物跡との切り合い関係から、 IVc期(大沼BC式)が本遺構の下限時期と判断する。

SK2167A土坑(図版11)

J [玄IVIC60.. 61に位置する。 8KP2166i柱穴に切られ百 8KP2167B柱穴を切ってしも。掘り込みは長軸0.75n1、

短軸0.50mの不整方形平面をなす。底面は丸みをおび1 壁は緩やかに立ち上がる。確認面から底面までの深

一一一r:::c::‘ld -一一



第 4章北調査区の遺構

さは0.14n1~こ過ぎな l'\o 土坑平面長軸方位はN_50 -Eである。

はi層と2層とに分けたと)1層はしまりが弱いのに対し、 2題は相対的にしまりが強く、かっ士官LLr擦を多

でいる。また、主として2層上位から縄文土器破片26点が出土している。出土土器は摩滅が著しい

ため、不確実なものもあるが、ほとんどが同一個体と判断できる。大洞BC式の浅鉢であり、全体の1/5前後

が出土している。

上述の状況から、 2}警が当初の埋め戻し土、 1騒がその後の流入土、さらに浅鉢破片は当初の埋め戻し時に

上部に讃かれたものという想定も可能であろう。しかし、覆土がきわめて薄く、その特徴を充分に認定し難

い面があるため、ここでは覆士烏の由来についての判断は保留しておく。上記の想定からは、本遺構は小形の

土坑墓であった可能性があるが、現状では断定し難い。本遺構の時期l土、出土土器からIVc期(大潟BC式)に

ると推測する。

SK2226土坑(図版11)

I区IvIC61区に位置する。掘り込みは長径0.86n1、短径0.68mの不整構円形平面をなす。壁は斜めに立ち

上カ旬、確認聞から底面までの深さは0.23rnを測る。土坑平面長軸方伎はN- -'VVである。

と認定した。覆土lこは地山起源の小亜角採が比較的多く混入し、地LU土とクロボク土の混合

と推定する。また、土坑中央の覆土中位からは長径30cmitiい大形内擦が出土している。これらの特徴か

ら本土坑は人為的に埋め便された可能性が高いっ

は形態と覆土の特徴などから、土坑墓と判断する。出土i毒物はなく百詳細な時期は不明である。

Slく3032土坑(図版12)

I区LlvI50.. 51区の地山上面で、

軸0.9mC南 北 入 短 軸0.7mC東一

畦断面の観察から、本来、

円形平面を確認した。上回形は直接0.9mの円形で三底面は

の楕円形を呈している。確認面からの深さは0.15n1ほどであるが、

り込み函である。掘り込み面での規模は直径1.1111で¥

さは0.4111ほどである。

は層厚10cmほと、の地山土塊の混入する黒褐色土で、遺物は出土していない。 2層の黒褐色土から

は多量の遺物が出土しており、埋め戻される際に、大形の擦とともに投げ込まれたものである。 1層は豆

の自然流入土と考えられる。

木造構の時期は、 2震出土土器から であろうと推測する。

SK4001土坑(図版12)

車灰lvHvI52灰に位置する。 にあり、東端部のみ検出した。 は円形もしく

は楕円形をなすものと推定するが、不確実である。現状での最大長は、推定で1.30111前後である。

は、断面観察から1，-_--5層に分けた。いずれもクロボク土起源と推定でき、かっ各層は土坑局間から底

部に向かつて額斜する堆積状況を呈し、周囲からの流入土と判断する。よって、本土坑は関口状態下で自然

に埋没したものと推定する。

土坑内からの出土遺物はなく、 では遺構の時期およ は不明である。

SK4004土坑(図版12)
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第 3節北調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

車区J¥1K52区に位置する。南西端は現代の擾乱により破壊されているが、掘り込みは長径1.541刀、器密1.28rn 

の構円形平面をなすものと推定できる。底面は若干の出凸があり、最も深い部分で 1 確認留からの深さは

0.30mを測る。土坑平面長軸方位はN- -Eである。

覆土は1'""-'5層に分けた。 い 2層はクロボク土に由来する。土坑南西側では、比較的多量の円磯をはじめ、

凹石類や石核などが両層中に集中していた。 3'""-'5層にはいずれも地山土が少量混在する。中でもわ

相が類似し、一連の堆積層と推定できる。

本土坑からの出土造物には、上述した南西側の円磯などの集中範囲からの石核2点と凹石類3点のほか、土

坑南東側底面近くからの浅鉢口縁部破片1点、と微小剥離痕ある剥片1点、とがある。

本土坑は覆土上位での円燥などの集中などから、人為的に埋められた可能性が強し」このことと土坑形態

とから、土坑墓の可能性あるものと想定しておく。出土土器から、本遺構の上限時期はlVc期(大isTIBC式)と

判断する。

SK4021土坑(図版12)

軍区J¥1A" J¥1B42区に位置する。 SB4086建物跡と重なるが、前後関係は不明である。掘り込みは長斡1

短軸0.921llの隅丸方形平面をなす。底面はほぼ平坦で、、壁はわずかに開き気味に立ち上がる。確認面から底

面までの深さは0.18mを測る。土坑平面長軸方位はN-79
0 

¥Vである。

覆土は基本的にクロボク士に由来する。しまりが強く、炭化物および、地山擦が混入する。若干の土色の違

いと地山土の混入土の差で二層に分けたが、両}畜の混入物から考えて、一連の人為的理土の可能性が高い[コ

土坑西稿では径17crll前後の円繰2点を覆土上位で、検出した。また、土坑北西半の覆土上泣から縄文土器破

片6点が出土している。これらの土器破片はいずれも小片であり、土坑埋め庚し時に混入した可能性が強い。

は1 稿丸方形平面を特徴とする土坑の形態と覆土が人為的埋土の可能性が高いこととから、

と推定する。覆土中からの出土土器にlVa2期(大調印式〉に属する例があることから、当該演が本遺構の上

限時期と判断する。

3Kヰ022土坑(図版12)

亜区J¥1B42寺 43区に位置する。掘り込みは長窪0.86m、短径0.80mのほぼ円形平面をなす。箆面はほぼ平

坦で九壁はわずかに開きながら立ち上がる。確認弱から底面までの深さは0.14n1を設ijる。土坑平面長結方{立

はN-26
0

-¥Vである。

いで1}麗と2患と

ら、一連の人為的理土と推定する。

?こ C とも iまか、

土坑南東端付近から百頁岩の分割擦が1点、出土している。重量は453gである。

していることか

は、土坑形惑と覆土の特徴とから、円形平面の土坑墓であった可能性が強いと推測する。現状では

詳細な時期は不明である。

こと筑(図版13)

霊区l¥;1H48区に位置する。丘陵裾部際の緩斜面に立地している。逆断層によりよ下が分断されており、

土および濁辺の地LU土の変形状況から、下半部が栢対的に南西方向に40cm前後移動したものと推定する。

土坑は現状で関口部は偶丸方形平面をなし、長軸1.69m、短軸1.59mを誤IJる。土坑平面長戦方位はN 43
0 

- E 



4主主 北調査区の遺稿

である。掘り込みは、関口部から0.12n1下位で一旦くびれる。くびれ部から下に向かつて広がっ 、、

は再びくびれて狭まりながら底面に至るものと推定する。確認留からの最大の深さは百断層によっ

ずれた結果、現状で1.50mをiJU1るが、本来、 1.40m前後で、あったと推定する。また、断層よりも下位部分は 1

現状では北東方向が短軸となるいび、つな楕円形平簡をなすが、南西壁の地山土が大きく摺曲していることか

ら、本来円形平面をなしたものが断層により変形したものと判断する。

は 1 ，..._，9層に分けた。下位の7~9層は壁の崩壊土由来の地山土塊を混在するク口ボク土である。地山土

とクロボク土が五層状を呈する部分も顕著であり、これらの層群は百土坑関口状態下での壁の崩壊と関口部

周囲からの表土の流入との棺互の要因による連続的な堆積と判断できる。上位の1，..._，6層は地山磯が比較的顕

著で百かっ地山土塊が斑状に混在する部分もあり、埋め戻し土の可能性が強い。

は3招体に分かれる縄文土器小破片5点、二次加工ある郡片1点、微小部離農ある郡片札者内剥片5点、

頁岩原石1点、凹石類2点、台石l点がある。微小剥離痕ある剥片2点が下位の7層から出土したほかは上位層

からの出土である。ほとんどの遺物は小形であり、かっ、検出状況から遺物が意図的に配されたと認定する

ことは困難であったことから、これらの造物は流入土もしくは埋め戻し土中に混入したものと推定する。な

お、土坑緩認面中央には長径38cmの大形円諜1点が存在していた。

本土坑は、覆土の特徴から、当初は関口状態で自然、堆議により下半が理没し、その後人為的に埋め戻され

たものと推定する。土坑の形態はやや特異であるが、その規模と廃絶後しばらく関口状態にあったと推定で

きることとから、ここでは貯蔵穴であったと想定しておく。本土坑の最終的な埋没持期は、上位層出土土器

から誼b期(縄文後期中葉前後〉の可能性が強いと推測する。

なお、本土坑覆土の残存脂肪分析を株式会社ズコーシャに委託した(第7章第3第参照)。

SK4036土坑(図版13)

藍区IVIJ50" 51区に位置する。掘り込みは長径2ι3n1、短径1.32111の楕円形平面をなすの底面は若干の

あり、壁の傾斜は緩やかである。確認面から底面までの深さは0.23mを誤rjる。土坑平面長軸方{立は

-12" -¥Vである c

は1，_，3層に分けた。 1層は地山土起源で、ょくしまっている。 2ぺ層はともにしまりが弱く、地山土

が混入する。両層のうち、土坑底面直上に堆穫する3層の方がより黒味がかっている。覆土は、いずれも地

山掘削土由来と推定できる地山土や地山礁の包含を特設とする層相を示すことから、人為的に埋め戻された

ものと判断する。土坑形態と覆土の人為的埋め戻しとから百本遺構を土坑墓と ると 1 土坑底面直上の

は遺体埋葬部位にほぼ担当し百上位の明黄褐色土(1層)は土坑墓の上に盛られた地山土による

盛土が理葬遺体腐朽後に陥没したものとの解釈が可能であろう。

覆土上位@下位からは縄文土器破片が3点出土している。いずれも小破片であり、土坑埋め戻し時に混入

したものと判断する。

本遺構の時期は、出土土器から"IVa期を上限とするものと想定する。

SIく品計土坑(図坂16)

盟区lv1H48" 49区に位置する。 SR4009土器埋設遺構の上端を掘り込んでいる。さらに、土坑構築後に土

坑に配した大形擦の一部がSR4009埋設土器内に落ち込んで、いる。また 1 逆断層により南西端が壊されてい

た。なお、断層より南西側には、本土坑を掘り込んだ撹乱の可能性ある近世以降の不整の落ち込みもしくは

r::-f、
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第 3節北調査区の検出遺構と遺構内出土濯物

，っ る。

本土誌は1 当初1 黒色土中で捜数の大形円燥のまとまりを検出したことにより 1 その存在を予想した。し

かしながら、黒色土中では明瞭な掘り込みを認定できなかった。そのため、幅50cmの畦を残して断ち割り

を行い 1 畦の土層断面の観察から、上位に大形円磯を配した土坑であると認定した。よって、土坑の明確な

形態は未確認で、ある。現状では、上述したように、 SR4009土器埋設遺構内の大形円磯も、本来、本土坑に

伴ったものと判断することから、南北方向の長さは1mを越えると推定する。掘り込み底面は黒色土中にと

どまり、ほぼ平坦になるようである。最上位の大形円磯底面からの深さは0.25mである。

覆土はクロボク土由来の単一層である。上面から上位にかけて石血2点および大形円磯を配している。

土上位から中位にかけては、縄文土器破片11点1 剥片1点などが散在している。これらの出土遺物はいずれ

も小片であり 1 土坑埋め戻し時に混入したものと判断する。

形態は不明であるが、上留に大形円礁を配した土坑墓の可能性があるものと推定する。出土土

器にはIVc群(大沼BC式)土器があり、当該時期が本土坑の上限時期と判断する。

SK4042土坑(図版13)

翠IXlvlH49e 50尽に位置する。 北東半は調査対象範囲外で、南西半のみの検出である。調査区内の基本層

序観察用畦部分では地山漸移層上面で確認したが、南西半全体の平面形は地山上国での確認である。地rlr上

国では、現状で短斡0.88n1の不整楕円形平面をなす。土坑平面長軸方位はN 26
0 

- Eである口

は中位で段をなし、緩やかに湾曲しながら底面に至る。畦上回の確認留から底面までの深さは0.45n1で、

ある。

と2層とに分けたo 1層はクロボク土出来の堆積である。 2層は地山誇rr移層起源と判断できる。壁

に分布することから百土坑壁上位の崩壊土の堆積と る。現状では覆土の性状からその堆積要因を特

ブ

hvあで難国斗
A
T

L
f
}
 

ザ」ア少す定

遺物はt も1}麗上位で出土した。 は5個体の縄文土器小破片10点、窯曜石製模形石器1点可剥片2点、

である。各館体の誌とんどがfJ，鼓片1点のみという土器の残存状況から考えると、遺物の土佐積が意図

的な行為による可能性は{互いものと判断する。

な性格は不明である。出土土器から本遺構の上限時期はrvc期(大潟BC式)前後と推定する。

S K初出土坑〈図版13)

車区?ν1B43区に位置する。 SKP4052柱穴とかすかに重援するが、明確な前後関係を確認することはできな

かった。掘り込みは長径1.10m、短径0.70n1の楕円形平面をなす。壁は若干不整で、、外側に張り出す部分と

すり鉢様に緩やかに傾斜する部分とがある。底面も若干の凹凸が存在する。確認面から底面までの深さは

0.24111を測る。土坑平面長戦方位はN-52
0

-Eである。

は地出ごと塊の混入が顕著なクロボク土であり、人為的な埋め戻し土と判断できる。出土遺物はなかっ

fこO

;まその形態と覆土が人為的な埋め戻し土と判断できることとから、楕円形平面の土坑墓と推定する。

出土遺物がなく、 は特定できない。

なお、土坑覆土の残存脂肪分析を株式会社ズ、コーシャ した(第7章第3節参照〉。
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第4章北調査区の遺構

「
J 

SR1038土器埋設遺講(図版1;1)

五区ME52区の表土層下のクロボク土中で確認した。北調査区立区では、

る。

した土器埋設遺構であ

は器高45crnの完形の粗製深鉢を正位で、掘り込み中に埋設したものである。土器内覆土は底面から

10~20cm上位に堆積した地山土塊とその上下層との1~3層に三分した。底面直上の3層は粘性が強いクロボ

ク土であり、基本的に遺体埋葬部位に相当するものと推測する。その上位の2層およびl層は地山土塊もしく

は地山土粒の混合土で、あり、基本的に連続した埋め庚し土と判断する。覆土からの出土遺物はなかった。

はIVa2群(大洞印式)に属する。

SR2066土器理設選議(図版14)

I区LP52灰に位置する。表土下のクロボク土層中での確認である。当該}奮は南謂査区遺物包含}蓄の立

と対応する可能性がある。なお百直接の切り合い関係は未確認であるが、平面ではSKP2133A窃 B柱穴と

複している c 本遺構の下位でSKP2133A B柱穴を確認しており、本遺構が新しいものと判断する。

は、正位で入れ子状に埋設した2個体の粗製深鉢からなる。埋設土器はともに遺存状態が不良で、現

状では底部のみ遺存していた。やや不明確ではあるが、両者はともに焼成後底部穿孔されているようである。

確認時には内債11の埋設土器内覆土はすで、に掘り上げていたため、その詳細は不明である。現状では土器内

には他の出土遺物はない。また、周囲のク百ボク土よりもやや黒みの強い範屈を土器埋設の掘り込みの覆土

としたが1 その境界は不明瞭である。

はIVa2群(大洞印式)に属すると判断する。

SR2072土器翠設遺講(図版

1 rヌLN51灰の表十下のクロボク土層中で正位に埋設した粗製深鉢を確認した。調査時には土器;埋設のた

めの掘り込みを確認することはできなかった。

埋設土器は底部穿孔されている。また、上半のほとんどを欠失するものの、口縁部の一部が残存している。

このことから、土器は本来底部穿孔されたほかは完形の状態で埋設されたものと推定する。

はクロポク土起源である。土器底部から約5cm上泣に埋設土器本体の腕部被片がほぼ、水平位置

で出土している。先の想定から、土器埋設後、土器上半部の大半が破壊された際に百破片の一部が土器内に

ち込んだものと推定する。さらにこの破片の上位には埋設土器本体とは別個体の縄文土器の破片?点、剥

片5点、骨片2点などが出土している。これらの遺物はいずれも小片であり、周囲から流れ込んだものと

する。ここでの推定からは、埋設当初、土器内には底面直上に若干の覆土が堆積する状態であり、その後、

土器内上位の空間に周囲から遺物が混在したクロボク土が流入したものと想定できる。この想定で、は土器底

面直上の覆土とそれより上位の覆土とでは、その由来を異にすることになるが、認査特にはその違い

することはできなかった口

覆土上位から出土した縄文土器破片および骨片はし1ずれも小片であり 1 その詳細は不明で、ある。埋設土器

本体はIVc苦手(大洞BC式)に属する。

SR21 図版14)
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3節北調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

工区LIvI51区の士宮山誇rr移層上位で薙認した。 SKP3086努 3087柱穴を切っている。器高約15c111の小形の粗

製深鉢を正位で上面径27cm、深さ 18cmの掘り込み中に埋設している。さらに埋設土器の南隣には長径15cnl

前後の偏平な円磯を掘り込み内に立てている。

土器内覆土の1層はクロボク土に由来し、若干の炭化物のほかは顕著な混入物はない。 2層は若干の地山土

粒を含むクロボク土主体の埋め戻し土である。本層からはスクレイパー@二次加工ある剥片各1点が出土し

ているが、詳細な出土状況は不明で、ある。

本遺構は小形の土器が埋設されている点で、本遺跡内では特異な土器埋設遺構である。他の土器埋設遺構

とはその性格を異にする可能性があろうが、その詳細は現状では判断し難~)。埋設土器はIVc群(大洞BC式)

に属すると判断する。

車区l'v1K52区に位置する。現状で、正佼に埋設した深鉢底部のみ遺存する。埋設土器内からは百胎土およ

び器面識撃の特徴からrla群と推定できる深鉢胸部小破片が1点出土している。そのほかに本体土器破片以

外の出土遺物はなく、現状では土器埋設の詳絡は不明である。

埋設土器はrvc群(大沼BC式〉に属する。上述のJjIJ1自体鼓片は小破片であり埋設時もしくはそれ以降に混

入したものと判断する。

S 

亙区IvII51lZに位置する。逆断層によって上下がずれた正位埋設の粗製深鉢を確認した。

土器内覆土は1""""3層に分けた。いずれもクロボク土を主体とする。このうち、 2層は塊状で、かっ2.. 3層

には地山土塊の混入が顕著でおることから 1 荷震が当初の埋め戻し土と推定する。 4}蓄は土器埋設の際の掘

り込みへの埋め戻し土である。

本遺構からは本体土器以外に深鉢服部の小破片が1点、出土したのみである G

;埋設土器は、全体に遠存状態が不良で1 充分な復元が不可詑であった。口縁部被片の一部を確認している

が、埋設時の本来の形状は不明瞭である。埋設土器はIVb群(大潟印式〉に属すると推定する。

3 

車区IvI1 50 s 51区に位置する。逆断層により上下が水平距離で、50cm前後ず、れ、その間にも破片が散在し

ている。本来百埋設土器よりも一回り大きな掘り込み中に粗製深鉢を正位埋設したものと判断する。現状で

は土器底面は掘り込み底から8cm前後上位である。

土器内覆土はクロボク土を主体とする。本来の覆土位で1 月rJ個体の深鉢網部破片3点、と白石類1点および

円磯が2点出土している。それらの上下での覆土の明瞭な相違などは認定できなかった円

は口縁部を欠く。形態からIVa2群(大j両日式)に属するものと判断する。

車区1'v11 49区に位遣する。関口部径35cm前後、確認面からの深さ30C111の掘り込み中に粗製深鉢を正位で

埋設している。土器内からは底面から10cmほど上位で埋設土器本体とはJjIJ個体の深鉢破片数点がまとまっ

て出土している。土器内覆土はこの土器破片以下の3層とそれより上位のい 2層とに三分した。 3層は比較的
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4 

混入物が少なく、埋葬主体に由来する堆積の可能性を想定する。 1サ麗は、クロボク土を主体とし、少量の

地!1!磯 e地LL!土塊を混入する。雨層の層界は漸移的である。 2J議下位からは後述する副葬品と推定する石製

品が出土していることから、両層は土器埋設時に人為的に埋め戻したものと判断する。

埋設土器内から出土した深鉢破片は、胸部下位約1/2分ほどの破片であった(49句 2)。また、これらの土器

破片の間とその上位から富孔ある石製品が各1点出土している(88-4.. 5)。埋葬に際しての副葬品であったと

推定する。このほか、頁岩製の小形の剥片1点および砕片8点の出土があった。

埋設土器は保存状態が不良で、充分な復元が不可能であった。形態から、 IVc群(大潟BC式)に属すると判

断する。

SR4008土器理設遺構(図版

軍区lvIH" ]'ν1148区に位置する。 は大きく削平されており、現状で、はかすかに東に傾けて埋設した粗

製深鉢底部省三検出したのみである。

はクロボク土主体で、出土遺物はない。

埋設土器は:fVa群に属するものと推定する。

S宍4009土器埋設遺構(図版16)

軍区I¥1H49区に位置するの SK4041士坑が上端を湾11平している。現状で短径44cm"深さ42cn1の比較的大形

の掘り込みに粗製深鉢を正位で据えている。埋設土器は全体に小破片となってかなり変形し 1 口縁部の一部

を欠く。埋設土器内上~中位には長径25cm前後の大形円探2点が存在する。さらに円磯下からは埋設土器と

は別個体の深鉢胴部~底部が小破片となって出土した。これらの破片はほぼ接合でき 1 一部の底部破片が埋

設土器の口縁部付近か告出土していること等の出土状況も勘案すると百本選講はち本来、調部全局の約I

を欠いた深鉢服部~底部を逆{立に入れ子にした土器埋設遺構と判断できる。違存状態が不良のため確実では

ないが、復元状態から、内部の入れ子の土器には底部穿子しを施していたようである。

また、土器内で検出した大形丹藤はかなりの重量がありミ土器埋設遺構の上位に蓋石として設置すると 1

入れ子の形態を保つことが困難と判断することと逆位入れ子の埋設土器に大形円醸の葦石が伴う類例が今回

には拝存しないこととから、ここでは疲述したようにSK4041土坑に指えられた大形円擦が本

埋設土器内に落ち込んだ可能性を想定しておく。

は1---4層に分けた。断面で薄層状を呈する地Llr土塊の3層以外はいずれもクロボク土を基調とし 1 そ

の違いは明瞭ではなし \0 大勢として、 1J喜は埋設土器内の覆土、 2.~--..'4)畜は土器埋設持の掘り込みへの埋め

し土に相当する。 1J畜は、上述の本来入れ子にして土器を埋設したという想定によると、内側の深鉢胸部~

底部破片の上下でその由来を異にすると推定できる。しかしながら百調査時には上下で顕著な土性の相違を

認めることができなかった。 1層中~上位からは小形の剥片2点と砕片1点を検出したc 上述の想定からは、

本来SK4041土坑に伴った可能性がある。この他に検出状況の詳細は不明であるが、本遺構内から剥片3点と

砕片5点が出土している。

本体土器および入れ子の土器は、 IVa2軍(大、沼B1式)に属すると判断する。

なお1 土器内覆土の残存脂肪分析を株式会社ズコーシャに委託した〈第7章第3節参照)。

SR4010土器理設遺構(図版16)
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3長官

歪 る。 タロボタ した口関口部窪34cm前後、 込れ
ソ

中に している。

とに分けたが、両層の境界は漸移的である。招対的に2層の が強い色

はクロボク

もクロボク土と地山土と

し土である。

しく摩滅した別個体の深鉢桐部小破片2点、小形の郡片2点および砕片5点、クノレ

ることから丸一連の埋め戻し土と判断する。

している。

く。器形からIVa2群(大調印式)と判断する。

(口一
waa. 一Rnh》

翠 る。関口部窪32cm、深さ22cm前後の掘り込み中に程製深鉢を正位で埋

している。

に分けたの 1---3層は埠出土粒子の混入度の差で分麗した。これらの層界は漸移的で¥

と判断する。 4麗は1'"-'3J畜よりも相対的に混入物が少なく、遺体埋葬部位に相当する堆壌

の可能性がるる。 5震はク口ボク主主体の土器埋設時の掘り込みへの埋め戻し土である。

らは本体土器とは異なる5個体の縄文土器小破片が10数J点、出土している。このうち

の1点は大、担BC式の浅鉢口縁部破片である(51 。また、場設土器内覆土より砕片3点が出土している n

は口縁部を欠失する。形態からfVa2群〈大沼Bl式〉に属すると判断する。上述の浅鉢破片は土器

埋設後に流入したものと推定する。

一匹。oJ4 G
 

、
内
山
品

川一山一亘

~
…
問
題

n-
ヨ一

ず

心。 クロボク した。罷口部窪30cm、j奈さ40cmの掘り込み中に

は掘り込み痘から7cm前後上位である。

に分けた。い 2層は地w二日立の混入度の差で、分麗した。麗界は漸移的で¥一連の埋め

戻し土と判断する。 3層はい 2層に比べ、相対的に混入物が少なく 1 遺体埋葬部位に相当する可能性があろ

う。掘り込み底謹上に堆積する5層は地土に由来する。土器埋設時にその高さを調節するための埋め戻し

土の可能性があろう。 4j蓄は土器埋設時の掘り込み内への埋め戻し土である。

;埋設土器内からは砕片2点が出土している。

はほぼ完形である。 fvb群〈大潟B2式)tこ属すると判断する。ただし、内面に残るいおゆるケズ 1)

痕跡は結対的に古い属性であろう。

SR4013土器議設遺構(図版17)

車区IvlG48区に位置する。表土下のクロボク土中の確認で、掘り込みは明確に検出できなかった。

埋設土器は全体に破損が著しく、本来の形状をとどめない。発掘時の観察から、土器埋設の工程は以下の

ように推定できる。

(土器埋設のための掘り込みを掘削する〉→復元高38crnの粗製深鉢の口縁部~胸部上位を打ち欠く→掘り込

み底習に打ち欠いた腕部破片の一部を敷く→掘り込み内に深鉢底部を正位に据える→(深鉢底部局留に

色土を埋め戻す〉→〈遺体を深鉢底部内に置く?)→打ち欠いた深鉢口縁部~服部破片を深鉢底部の上に置く。
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4章北調査区の遺構

なお、深鉢底部は確認時にはIJ¥片に害Ijれて、本来の形状からは変形していた。意図的に部った底部を;埋設

したか、埋設後に割れたかは、現状では判断し難い。

は埋設土器成部内の堆積土(l層)と、掘り込み内の埋め戻し土(2層)とに二分した。 11麗の底面陸上付

近は炭化物を少量包含するが、上位との差は明瞭ではない。 2層は地山層と類似し百その境界は不明瞭であ

る。ここでは土器破片を包含し、かっ相対的に地山磯が少ない部分を2層とした。

なお、遺構確認面で小形の二次加工景IJ離痕ある剥片を1点検出した。このほかには共伴遺物はなかった。

埋設土器は現状で口縁部の約1/2、桐部の約1/3を欠く。形態および調整の特徴から、 IVa2群(大洞印式)

に属すると判断する。

SR報14土器埋設遺講(図版18)

軍区IvIG46" 47区に位置する。 逆断層によりほぼ中位で北東一南東方向に約25c111ず、れている。掘り込み

は断面において一部確認したのみで、全体の形態は不明である。埋設土器よりも若干大きい掘り込み中に 1

正位で深鉢を埋設したものと推定する。埋設土器は現状では口縁部を欠担している。

土器内覆土は1---3J蓄に分けた。いずれもクロボク土を主体とする。 1層は相対的に地山際の混入が顕著な

塊状の堆積である。 2.. 3層は土牲は共通するが、下位の3層には赤色顔料の混入が顕著で、あることから、分

層した。当該層は遺体埋葬部位に相当する可能性があろう o 4層は土器埋設時の掘り込みへの埋め戻し土で

ある。断層付近では地山層との境界が不明瞭となっている。土器内覆土からの出土遺物はなかった。

埋設土器底部はIVc群に特徴的なA1で、ある。一五、ロ縁部は低波状をなし、 2条の平行沈線で腕部と

した口縁部文様帯には、縄文を充填した一段の右下がりの帯状文と山形三叉文を施している。現在のところ1

低波状口縁と当該文様構成が大澗BC式まで下るかは不明瞭であることから、ここでは埋設土器を大きく IVb

の範嬬でととらえておく。

SR4015土器翠設遺構〈図版18)

国..IvIG46区に位置する。逆断層により、埋設土器底部が破壊されている。本来三粗製深鉢を

で埋設したものと判断する。埋設のための掘り込みは未確認である。土器内覆土はクロボク土に由来する。

覆土を細分することはできなかっ

は口縁部の大半を欠失するが1 わずかに口縁部破片が存在することから、

のと推測する。

埋設土器は器形および整形技法とから、 IVb群(大潟B2式)に属すると判断する。

SR401 

E区IvIE43区に位置する。現状で、正位に埋設した深鉢底部のみ る。ただし 1 埋設土器内

しfこも

から当該土器と類似した深鉢口縁部破片を採集している。しかし、小片1点のみであるため、同一個体とは

断定し難し'0よって三埋設時の深鉢が完形であったか口縁部などを欠いたものであったかは不明である。ま

た、深鉢:底部から2，-_，6cm上位で日!J位体の大潟B式の深鉢ロ縁部破片を:検出した。破片は最大幅11clTIあまり

の比較的大形破片であり 1 埋設時に意図的に本体土器内に入れ与れたものと判断する。このほか、土器内覆

ら摩滅した深鉢服部小破片が1点出土している。

埋設土器の形態および埋設土器内の深鉢破片から、当該遺構はlVa2群(大j何回式)に属すると判断する。
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・な ャシコヲ山 し

SR401 

亜区MB MC43区に位置する。地出面で確認した。長径55cm、短径38cmの楕円形平面で百地山面から

の深さ30cmの掘り込み中に、底部を穿孔した粗製深鉢を正位で埋設している。

は土器破片が集中する上位麗のlJ畜と下位層の2J留とに二分した。両}習の境界は漸移的である。

とは別個体の深鉢の口縁部~嗣部破片がまとまって出土した。埋設特に内葦として、

ものと判断する。 2層はlJ欝に比べ混入物が少なく、遺体埋葬部位に相当する堆積の可能

性がある。 3層はクロボク土由来の掘り込みへの埋め戻し土である。

らまとまって出十し

ら腕部にかけて破片である。

に約吟たものと推定できる。この{哉、

イパー謬微小剥離痕ある剥片が各1点、去!J片が2点それぞれ出土している。

本体土器は著しく摩滅し三充分な謹元が不可能であった。

の

スクレ

ると推定する。

SR401 

車灰l¥1C44灰ーに位置する。授Ij木療を掘り込んでいる。掘り込みは関口部径45cm、確認面からの深さ 32cm

であるの現状で、掘り込み中に口縁部を欠く粗製深鉢を正位で埋設している。欠損した口縁部のうち1/3前

は本体土器内から出土している。出土位置は本体土器底部から7---i6cm上位で、ある。さらに

からも本体土器口縁部破片を検出したのこのことから、本体土器内の口縁部破片は、土器;埋設後に破損し、

ものではなく り込み掘前後、読誌で打ち欠かれて、内葦として約吟られたものと

道せする。

に分け るよ在穫の可能

語
円
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U
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3

し

ハ
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る。

なお、土器内覆土の脂肪酸分析を株式会社ズコーシャ した

SR401 

霊区IvIH47区に位置する。現状で有正fむこ埋設し

されたものと推定するが百詳細は不明である。

は[vb群(大潟B2式)に属する。

みの検出である。 は削平

さ38cmの掘り込み中に粗製深鉢を正位で埋設している。

ら5cm前後上位で、}j!J{国体の深鉢銅部破片が出土している。

とし可 2震は士宮山土を主体とする。 2/畜は

は一連の埋め戻し土と判断する。 3患は深鉢服部破片下の堆

る門

埋設土器は口縁部を欠いている。

は蓄に分け

まれる大形の塊状堆議を呈することから、

-65-



第4

一リ
ミ

』

ZZ
一Y

ーコら出十し

土器内覆土の特徴から 1 埋設土器内部は、

認、特の堆積状況が理設時の状況をほぼとどめるとするならば1

されたものと きる。

はかなりさいことか

lっ、 しよう。

る。

6 

1包L052，. 53 " LP52 "互に位置する。表土むクむポク土中で確認したの人立芸大から

らではあるが径1.30111前後の円形に巡り、その内側に径30cm前後の焼土面が存在する。月

ている可能性も想定できるのただし、焼土面慨に被熱痕を残す円擦も

し1 本来の位置をほぼとどめているものと推定できるものもある。同襲撃は安山岩を主体とし、多く

外からの娘入磯と判断できる。確認習の下位には若干の柱穴が存在するが百一部の円礁と重なることから、

いずれも本遺構形成以前の所産と判断する。

は確実な共伴遺物がなく、詳細な時期は不明で、ある。

SN21∞焼土遺構(図版30)

1区L1vI51区に位置し、下位にはSKP3122柱穴が存在する。現状では五両者の直接の関係は不明で、ある。

本遺構は表土下のクロボク土中の焼土面である。長窪0.35m"短径0.26mの不整楕円形の範囲が最大厚0.1111

している。確認面上では周辺に関連遺構窃遺物を認めることはできない。

よび性詫は不明である。なお、焼土中から出土した炭化衿l点についてパリ/事サーヴェイ株式会社に揺務;同

し、ク i)との向定結果を得ている。

ブ配石遺構

図版20)

る。長さ2.6m、幅1.lm前後の範囲に30個余りの向機が比較的集中する。 」

ふ

レ

し

-
b
j
g
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一h
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レ
し

玄
伶

Z

寸ペ

確

百
の

が
だクロボク土中で、諜底面の高低差は比較的小さい。本来の配置をとどめているか

西方向に子IJをなすと認定できる部分が存在する。円擦は径15"'-'20CITl前後のものを主体とする。

礁には被熱痕を認定できるものもある。ただし、個々の擦の被熱痕を認定できる部位やそれらの採の分布

には明瞭な規則性を認めることができず、被熱痕は配石形成以前に生じたものと判断する c

また、配石下の地LU面で、数墓の柱穴を確認している。平面では柱穴と諜とは一部重なっている。しかし可

礁が本来の位置をとどめているかは判然としないため、現状では棺互の関係は不明である。本遺構には確実

な伴出遺物がなく、詳細な時期も不明である。

Su2098配若遺矯〈図版20)

Z区LS55縁日区に位置する。議認面で、在15cm蔀後の問機3点、およ に顎!なる。

これらの下には長径0.30111、短径0.23mの楕円形平面で¥深さ0.14n1のすり鉢形の掘り込みが存在する。掘
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りiるみ覆土l立地土議を多量に含み1 埋め突し土と特務できる。さらに法語西端には径0.06n1訴後九深さ

0.12mの杭痕と推定できる柱穴がある。この杭痕と掘り込みとの前後関係は調査時には確認不能であった。

しかし、杭痕の平面上の位置が、上位の磯群とはわずかにずれることから、際群設置と並行して杭が打ち込

まれた可能性を想定しておく。

出土遺物には上述の石核のほかに、剥片l点がある。

は掘り込みがかなり小さく、本遺跡での一般的な土坑の規模とは大きな格差があることから、<-<-

では確認面での磯群などのまとまりを重視して配石遺構として扱った。現状では、その性格および時期は不

明である。

8Q21 

z区LQ53区に位置する。長径12cmほどの捧状磯を直径0.22m、深さ 0.09mの掘り込み中にほぼ霊直に設

している。覆土はクロボク土を主体とし、{也に出土遺物はない。本選講の詳細な時期は不明である。

8Q2265費三五遺構〈図版20)

I区LN51 52区に位置する。長辺0.29m、短辺0.28mの隅丸正方形平面で、深さ0.24mの掘り込み内に長

さ30cm近い柱状磯をほぼ垂直に擢えている。根留めのための埋め戻し土は混入物の少ないクロボク土であ

る。柱状礁は、現状においても掘り込み確認古から 10cm前後突出しているに過ぎな ~\o 他に出土遺物はな

く百本遺構の詳胞な時期は不明である。

SQ40将配石遺構(図版20)

歪に位置する。 3点合大形円畿が近接してiまぽ直立する。え点のi諜〈S18S2〉は密接するが、{告の

L吾、(83)は蔀二者から約30cm離れる。いずれも被熱し 1 上端を欠接する。本遺構は確認以前に礁周囲を地山

富まで掘り下げていたため諜埋設の詳細は不明である。ただし、 81;; 2'立問ーの掘り込み内に立てられてい

ることを断面鏡察から確認した。掘り込みは現状では治山を掘り込んでいるが、擦の根屈め土がクロボク土

であることから、本来の掘り込み面は表土下のクロボク土中と推定できる。 81は掘り込み底面に接し、 82

は掘り込み底面やや上位にそれぞれ設置されている。また、 81.， 2はともに掘り込み内の部分よりも上方の

みが被熱し、かっ欠損しており 1 諜設置後に被熱し、破損したものと判断できる。 83は掘り込みの有無等

は不明で、あるがミ磯底の深さは82とほぼ向ーであり百 81e 2とi司…の掘り込み内に設置された可能性も想定

できる。ただし、 83は現状の残存部両面が被熱[ゃ 81;; 2とは被熱の状況を異にしている。

81-----3にはいずれも加工壊は存在しない。三者は接合せず百残存部の形状からいずれも5511母岩と推定する。

現状で...81は10，600g、82は4，911g... 83は1.869gである。

本遺構iこ{半うことが確実な遺物はなく百時期は特定し難い。

8 柱穴

P2004註穴(図版21)

I区LQ55区に位置する。東端部が撹乱により破壊されている。現状で、直径0.52mの不整円形平面をなす。

は詔ぼ平坦で百壁はかすかに開きながら詰線的に立ち上がる。 権認密からの深さは0.55111で、ある。

覆土はクロボク土に由来する。覆土上位には大形円擦が存在した。このほか、覆土上位からは縄文土器破

一部一



4章北調査区の遺構

片2点が出土している。ともに粗製深鉢郡部の小破片であり、遺構埋め戻し特に混入したものと推定する。

はその円筒状の掘り込み形態から柱穴と判断するが百 は柱痕跡を認めることができ

なし ¥0 上述した大形円磯が掘り込みのほぼ中央に位置していたことを勘案すると、本選構は柱ネオ抜き取り後1

埋め戻された可能性があろう。出土土器から¥ は縄文晩期前葉に属する可能性が強いものと推定する。

SKP2005柱穴(図版6)

I区LQ55区に位置する。西半をSK2006土坑に壊される。現状からは直径0.66111の不整円形平田をなすと

推定する。底面はほぼ平坦で、壁はほぼ垂直に立ち上がる。確認箇からの深さは0.52111で、ある。

は1，......_，層にう子層したn 1層はクロボク土に由来する。 2層は地山土を主体とし、出石類および石皿各1点

や、比較的多量の拳大lまどの円諜などを臼含する。なお、 2;語下役は、:t建議後地下水の童三響を受け、

化している 2層は土建および丹磯等の包含状涜から人為的な埋め戻し土と判断する。

@石血のほか、 2層からの縄文土器破片2点などがある。なお 1 有孔磯

(88-6)には明瞭な加工痕を認めることができない。

はその形態から柱穴と判断する。覆土断面には柱痕跡を認めることができなかったことと河擦が掘

り込み全体に分布することとから、柱材抜き取り後、埋め戻されたものと推定する。出土土器は小破片のた

め詳細不明であり、本遺構の詳細な時期も不明である。

SKP2008柱穴(図版21)

I区LR55区に{立置する。 SK2046A"B土坑を切る。長径1.59111，短径0.80111の不整楕円形平面をなす。掘

り込みは北半部が径0.80~1.06mのほぼ円筒状をなし、南半部がすり鉢状に張り出している。円筒状の北半

司令と

は

体
、王Jτ 土

ら底面までの深さは0.94n1である。掘り込み平面の長軸方位はN 15
0 

Eである。

した。 1層はクロボク土起源である。 2~4層は地山土の混入が顕著であり、士宮山掘部

した埋め漢し土と判断する。

部で

には縄文土器の小破片主点がある。いずれも

と判断する。

本遺構はその形態から大形の柱穴と推定する。ただ工、覆土断面では柱痕跡を確認できなかった。南半の

すり鉢状の張り出しは¥柱材の抜き取り痕もしくは柱材を滑り入れて立てるための構造であろうが、調査時

らの出土であり、埋め戻し持に混入したもの

には明確に判断できなかった。 SK2046A土坑との切り合い関保から百本遺構の上限時期はIVa2期(大沼町式)

と判断する。

81くP2009柱穴(図版21)

I灰LS55灰にfす置する円長径1.40111"短径0.65111の長楕円形平面をなす。掘り込みは南東半部が浅く、北

西半部が径0.70111前後の円筒状に深くなる。前者の確認密から底部までの深さは0.15r在、後者の確認面から

底面までの深さは0.60111である。掘り込み平面の長軸方位はN 3f -¥;Vである。

は1~-，4層に分けた。 1 " 2層はクロボク土を主体とする。 3ぺ層はクむボク土と地山土との混合土であ

る。断面形態と土質とから、 2層が柱痕跡、 3" 41蓄が柱の根回め土に対応し、 1層は遺構の大半が埋没した後

のくぼみに当時の表土が流入したものと判断する。

なお、北西半部底面には長径20C111前後のグライ化面およびその周囲に酔化面が存在し、基本的に柱材の

一部一



3節北謂査区の検出遺構と遺構内出土遺物

接地譲践に対応すると推定する。

l土、覆土の1層および3層から縄文土器破片5点が出土している。いずれも小破片であり、

時もしくは埋没時に混入したものと推定する。

本選構は、上述のように大形の柱穴と判断する。覆土の特徴から、廃絶時には少なくとも柱根部が遺序し

ていたものと推定できょう。出土土器は小破片のため時期が必ずしも明確ではない。柱の根回め土からの出

は大沼B式に属する可能性があり、柱穴埋没の最終段階に流入した土器の中には大洞BC式まで下る

可能性あるものがある。ここでは百本選構の時期はIVa2，...._，IVc期の践に属する可能性があるという推定にと

どめておく。

3iくP2021

1 IXLT56区に位置する。東半部をSK2013土坑に壊されている。現状で、長径1.08m"短径0.65n1の不整

楕円形平面をなす。掘り込みは潟東半が深さ1.04mの円筒状を去し『北西側に深さ0.50mの張り出しがあるの

り込み平面の長軸方位はN-47
0 -wである。

は1，...._，3層に分けた。い 2層は地111土塊を混入するク口ボク土であり、基本的に連続した埋め戻し土と

判断する。 3層は南東部壁際に分布する地山土の埋め戻し土である。

本選構では2層中位から白石類が2点出土している。

本遺構はその形態から大形の柱穴と判断する。覆土の特設から、柱材抜き取り後埋め戻されたものと推定

する。 1ぺ層が柱抜き取り後の埋め戻し土、 3)醤が当初の柱の根毘め土の残りであろう。

本選構からの出土土器はなく 1 その詳細な時期は不明である。

siく

工区IviA59区iこ泣置する。 SK2む18土;坑を切る。

直径0.22n1の円形平面をなしミ掘り込みはすり鉢形を呈する。確認面から

ない。出土造物はない。

SKP2u24柱穴(図版21)

までの深さは0.05mに過

I区LR LS56 57区に位置する。西側をSB2025建物跡壁柱穴子IJに切られている。掘り込みは長径1.36111百

短径0.82111の楕円形平面をなす。東南部の壁はlまぼ垂亘に立ち上がるが、北西側の壁は底面から斜めに立ち

上がっている。確認面から底面までの深さは0.86111で、ある。

覆土はニ分した。いずれも断面で斑状を呈する地山土塊を含むことから 1 基本的に一連の埋め戻し土と判

断する。

造物はほぼ覆土全域から している。縄文土器破片山点のほか、二次加工ある剥片1点、微小剥離痕あ

る剥片1点1 る。縄文土器破片iこは比較的大形のものもあり、かっ、いず

れの土器破片も本遺跡内では出土例の限られる十腰内第 I群土器である可能性が強いことから 1 偶然混入し

たものではなく冗埋め戻し時に意図的に埋められた可能性を想定しておく。

本遺構はその形態からミ 大形の柱穴であったと推定する。覆土土層断面では柱痕跡を確認していな

い。しかし、掘り込み中心部分の土層断面で、はないため百本遺構廃絶特に柱材が残存していたか否かは判断

し難い。また、北西壁が斜めに立ち上がる形態が、柱材を斜めに滑り入れて立てるための当初からの形態で
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あったのか、柱設置後北西部を揺言!Jして柱持を設さ取った結采の形態であるかも判断できfよいの

は出十十需とその出土状況とから斑a期〈縄文後期前葉)に属すると判断する。

SKP2036柱穴(図版21)

1 [玄LQ54区 る。長径O.53m"短径0.40mの楕円形平田で、確認面からの深さO.50mの柱穴状

する。南端部はかすかにSKP2038柱穴を切っている。

は上下二層に分かれる。上層には拳大を中心とした円磯~盟角磯や石核 a凹石類が充填されている。

磯には地山由来の泥岩の車角礁と横手川河床磯由来の花関岩 e安山岩等の円礁とが混在し百後者には被熱療

を残す例もある。下層では地山土塊が多量に混入している。これらの特徴から、両層とも人為的な埋め戻し

土と判断できる。

上述したように、覆土上層からは、自然礁とともには石核l点、白石類3点が出土している。遺構の規模に

比して、石器類の出現瀕度が高く、また、石器はいずれも欠損品ではなし」これらのことから百石器類

図的に選択されて自然磯とともに埋められたものと想定しておく。一方、縄文土器破片は主に下層から?点、

している。いずれも小破片であり、出土点数もわずかであることから、埋め戻し時に混入した可能性が

強い。

本遺構は、掘り込みの形態から;柱材抜き取り後埋め戻された柱穴と想定する。覆土上層における石器類や

醸の出土状況から、柱の廃絶に伴って儀礼的行為が実施された可能性を推定しておく。覆土中からの縄文土

器はrVa2若手(大洞Bl式)の可能性が強く 1 当該期が本遺構の上限時期であろう。

SKP2038柱穴(図版21)

に位置する。 ほぼ丹形平面をなし、 らの深さはO.20mで、ある。北端部が

かすかにSKP2036柱穴に切られている。

ミ柱痕跡を認定できない。覆土からは摩滅した縄文土器小夜片がl点出土している。

ら小形の柱穴と判断するが、廃絶に至る過翠やその時期などは判然としな l¥o

SK 

1 [ヌLT.. 1v1A57区に位寵する。現状で、長径1.21m、短径O.73mの構円形平面をなす。掘り込みは北東半が

浅く 1 南西半が径O.6----0.8mの円筒状に深くなっている。確認窃から南西部底面までの深さはな65rnを測る。

掘り込み平面の長斡方位はl¥[-4f一日であるつ

は1~6層に分けた。いずれも地山土を主体とするか、地山土塊を租含し、基本的に連続した埋め戻し

と判断できるc なお、 6層上霊長には長径30cmを越す大形の円諜が存在する。

覆土中からは縄文土器援片が8点出土した。いずれも小破片で著しく摩滅することから、埋め戻し時に浪

人したものと推定する。

本遺構はその形態から柱穴と判断する。調査時には柱痕跡や柱の根留め土を認めることはできず、柱材は

抜き取られ、埋め戻されたものと推定する。 6層上面の大形円磯は、埋め戻し時に意間的に配置された可能

性を想定しておく。なお、底部付近から出土した炭化材1点、についてノマ 1)/窃サーヴェイ株式会社に樹種間

定を委託し、クリとの同定結果を得た。また、出土した縄文土器は時期を特定できず『

も不明である。
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す
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い円

65
0

一明fである。

は主に地w土の混入の度合によって

し

l'W手なし

さは0.94mを測る。掘り

に分け

と判断できる。

的で、い も径10"'-'30cm

遺物 ら出土した。縄文土器破片16点、のほか剥片2点、

しく摩滅しており、埋め戻し時に偶然混入したものと

はその形態から柱穴と判断する。調査特には柱痕跡を確認できな

点、がある。

しておく。

ったことから、 き取り後

されたものと

壊と判断しでも大き
。

スブ
U し

はないと考える。ょっ

であり、他

の上限時期と して

/ 
¥。

SKP2050柱穴(密絞22)

I区IvIA58区に位置する。本遺捧はSB2025建物跡の壁柱穴を掘り込んでいるものと判断した。長窪1.42m、

短窪0.92n1の不整楕円形平面をなす。長軸両端が浅く段をなし、中央部が径0.92，-.....，1.00mの円筒状をなす。

確認面から中央部底思までの深さは1.00n1を測る。掘り込み平患の長軸方位はN-42
0 -wである。

は1--8層に分けた。 1'"'-'7層は地山土の混入度の差で、分}蓄した。各層の境界は漸移的であり 1 基本的に

連続した埋め戻し土と判断できる。ただし、 3層上面が一部焼土化していることから、 3層埋め戻し段賠で、

しの休止と焼土面形成が存在したことが想定できる。 8層は地山土を主体とし、上位層と!可様の埋め

と判断する。

上富にかけてからは、多数の大形円擦と出石類および縄文土器の大形の底部被片各1点などがま

とまって出土している。これらは、その集中的な出土状況から、意図的に埋められたものと判断する。

スクレイパー毒素IlJ守各1点が出十している。縄文土器破片は小片であり 1 こ

れらの遺物は埋め戻し時に混入したものと判断しておく。なお、 3層上面の焼土を水洗選別し可ブドウ属の

し

はその形態から大形の柱穴と推定する。調査時には柱痕跡を確認できず、本柱穴は柱材抜き取り後

されたものと判断する。また、 S層上位から上部にかけての出石類を含む磯群およ

片の出土は、 3}語上面の焼土面の形成とともに柱の廃絶儀礼の痘跡の一部ととらえておく。

本柱穴は8麗j二面出土の縄文土器底部およびSB2025建物跡との切り合い関係とから、 [yc期(大洞BC式期)

と判断する。

SKP2053柱穴(図版

I区LT58区に位置する。南端部をSB2025建物跡の古期壁柱穴の抜き取り埋め戻し痕に切られるものと判

断した。現状で長窪0.91n1、短径0.78mの不整構円形平面をなす。壁は南側上位が大きく外側に開くほかは

ほぼ霊童に立ち上がっている。確認面から底面までの深さは0.70mを誤IJる。掘り込み平部長戦方{立はN-4
0

-E 

である。

覆土は1'-"3層に分けた。 1層は掘り込みの中央部に柱状に堆積する。クロボクゴ二を主体とし、比較的多量
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の

理土と

どの造物も多い。 2昏 九いずれも

きる。

はその形態から柱穴と判断する。覆土のうち、 2層は柱の根固め土、 3層は掘り込みの深さ調節のた

めの埋め戻し土と想定する。 1層は断面形態が上位に向かつて広がっていることと遺物@円磯が集中する状

況とから、ここでは柱材抜き取り後の埋め戻し土と推定しておく o 1}議出土の縄文土器破片はいずれも小破

片であるが、 50点余りを数える。また、凹石類3点、スクレイパ-二次加工あるまIJ片各1点 1 剥片2点も

している。これらのほか円!擦も集中する状況から、これらの遺物は、柱材抜き取り~埋め戻し

されたものと推定する。柱廃絶に伴う儀礼的行為の痕跡である可能性があろう。このほか丸暗乳類の

骨片が2点出土している。

カュ

し
r 

ることができる η これらの

り合い関係とからち本遺構はrvc掛けミ

されたものと ヴ

心円

siく 図版23)

は上位がやや外側に開き、下位はほ

ってし喝。長窪1.39111、短径1.14mの構円形平面をなす。

ある。篠認、面から底面までの深さは0.88n1を担rJる。掘り

I ブ
勺

はN 19
0

一日である。

は1""5層に分けたの l層は地山土塊を包含するク口ボク土で百造物および礁を多量に含んでいるむ

は塊状の地山土を主体とし、連続した埋め戻し土と判断する。これらの層は遺物をほとんど含まない。

度面には長径0.60m、短径0.40mの楕円形のグライ化面がある。

はほとん

剥片16点のほか、クルミ

も小破片である。

よび底部のグライ化面が柱材の接地面に対応すると想定できることから、大ji~柱穴と判lfIíー

する。覆土の観察から、柱材は抜き取られ、埋め戻されたものと推定する。 1層からの遺物は埋め漠し慌に

らの出土である スクレイノマー舎

は最小で11極体を議定せしたが、 はし1

に混入されたものであるかは、現状では判断し難い。

出土土器はfvc期(大洞BC式)に属し、本柱穴の廃絶時期も と判断する

SK 

l区LT57区に位置する c 東端部で8B2025建物跡P7を切る。長径0.65m、短径0.40mの楕円形平面をなし、

らの深さは0.89rnで、ある。

覆土は1'"'-'6震に分けた。 い 2層は基本的に柱痕跡に対応し、 3""""6層は柱の根留めのための地山掘削土を主

としたでの埋め慢し土と判断する。 1層は径10cm足らずの地山由来の亜角擦を多量に含み、人為的

された可能性が強~\o これに対し、ド位の2層は柱材起源と推定できる炭化物を多量に含む。これらの

ことから、柱穴の上位部分までの柱材が腐朽した後、もしくはその部分までの柱材を抜き取った後に百その

柱痕跡部分に地山礁を充填して埋め戻すという柱の廃絶行為が存在したものと推定する。

くで二i二器破片点出土しているが、整理時には当該遺物を護認できなかっ と

の切り合い関係から、本選;構の上限時期をfvc期(大潟BC式〉と判断する。

-72-



第 3節北調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

Siく

I区IvlA59区に位置する。長径1.25m、短径O.78mの不整楕円形平田をなす。掘り込みは南半部がすり

状に張り出し、北半部が円筒状に深くなっている。北半部の確認菌から底面までの深さはO.85mで、ある。

に分けた。上位のすり鉢状の部分に堆積したい 2層のよ層群と下位の円筒状部分に堆積した

3吋躍の下層群とに大別できる。 11留は地山土塊を含むクロボク土、 2層は暗褐色土と地山土と

積である。ともに少量の遺物を含み、地山土塊の混入状況から連続した埋め戻し土と判断する。下層群の3

は4層との境界は漸移的であるが百断面では柱状をなし、大勢として柱痕跡に対応すると判断する。 41謹は

比較的ょくしまった地山土塊からなり、柱設器時の根回め土と判断できる。

遺物の大半は上層からの出土である。縄文土器破片山点、

も小片で著しく摩滅し 1 詳細不明である。

本遺構は覆土下層群の特徴から、

白石類1点、がある。 はし 1

層群の柱痕勤:を切る ことから き取り

ったと

と ノ
e
¥

おおて
7
し

な時期は不明である。

5K 

I区LT56区に位澄する。掘り込みは長径O.70m、短径O.60mの隅丸方形平面をなす。確認出から底面まで

の深さはO.70mでo5る。

に分けた。 1---3層は基本的に柱痕跡に対応すると判断する。 1 2震は径前後の地

しており百人為的な埋め戻し土と判断できる。 lf翠からは粗製深鉢の腹部破片がl点出土して

いる。 4づ層は地山土を主体とする柱の根留め土である。柱痕跡は現状で径30cm前後を設11る。

と荷様に柱穴上半までの柱材を抜き取ったj麦、あるいは柱穴上半までの

朽した後1柱護跡上部を地山擦を多量に含んだ土で認め突したものと態定する。なお13層から

イ七材2点について樹謹認定をパリ J e サーヴェイ株式会社に委託し 1 いずれも底葉樹〈 との

いる。

柱痕跡部から出土した縄文土器は粗製深鉢銅部の小破片のため、詳細な時期は不明である。本選構の詳細

な時期も不明である。

SIく

E区LS57区に位置する。 SK2136土筑を切って弘司。長径1.32m、短径1.13mの不整形平面をなす。掘り

込みは上半が大きく開き百下半は円筒状をなしている。確認面から底面までの深さはO.88mで、ある。

は 1---7患に分けた円 11蓄はクロボク土を主体とし、遺物を包含する。 2~7層はいずれも

いずれも人為的な埋め戻し土と判断する。底面には柱材の接地痕跡に対応すると

を越えるグライ化面が存在する。

はその形態 a覆土の特徴および底面のグライ化面の存在等から百柱材が抜き取られた後に;埋め戻さ

れた大形柱穴と判断する。なお百覆土のうち5ペ層は掘り込みの下位の壁際のみに堆援しており百柱設置時

の根回め土の残存部と想定する。

らは土器破片22点な

遺構の詳細な時期は不明で、ある。

しているが百 きな/Pつ このため、
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4章北調査区の遺構

StくP2u8iB註宍(留絞

工皮LS LT58区に位置する。 SB2025建物跡新期壁柱穴P26tこ切られている。

状で、長径0.82m"短径0.52mの楕円形平面をなす。掘り込み上位はすり鉢形で、掘り

を呈する。底面長径は0.68m前後、確認面から底面までの深さは0.83mである。

は1'""6層に分けた。 い 2層は遺構の大半が埋没した後のくぼみに流入したと

ある。

は

の層群である。 3'""6層はいずれも地山土塊を含み、その混入度の差で分層した。しかし百層の境界は漸移的

であり、連続した埋め皮し土と判断できる。これらの層群からは径15cm前後の若干の謹角磯や縄文土器破

片13点、白石類l点、剥片4点などが出土している。これらの遺物の由来は現状では判断できない。

はその形態から、柱穴と判断できる。柱痕跡を認めることはできないので可柱材は抜き取られ、そ

の抜き取っ震は埋め戻されたものと推定する。出土土器法大詔Bl式から大詔BC式にかけての時期躍がある。

SB2025建物跡との切り合い関係も勘案すると、本遺構の廃絶時期はP/c期(大潟BC式)と判断できるの

SKP20器投宍(図版9)

I区LS57区にイす置する。西端をSK2088土坑に壊される。現状で、長径0.41n1、短径0.30111の権円形をなす。

掘り込みは浅く、確認面からの深さは0.06mで、ある。

覆土は単一層と判断した。地山土塊を含んでおり、埋め戻し土の可能性が強V'o

出土遺物はなく、 SK2088土坑との切り合い関係から、本遺構の下限はIVa2期(大潟印式〉前後の可能性が

いものと推定しておく。

SKP2090柱穴(図版24)

Z -? 

0 0 781刀、短淫0.72mの不整楕円形平面をなす。確認苗から底面までの深

さは1.02mである。

は1~-，7 J蓄に分けた。い 2層はクロボク土を主体とし、地山土塊を含んでいる。このことから、両震は

6ペ層上位の崩壊土と当時の表土の流入土とが混合した堆積と判断する。語は総体とし

し1 柱材起源と推定できる比較的多量の炭化物を包含している。土層断面からは五柱径は25cm前後と推定

する。底面近くには大形の円擦がl点出土しており、柱の根回め石であったと推定する。 5包 7層は地LL!掘削

土を主体とした柱の根留め土である。

らは縄文土器破片が4点出土している。いずれも小破片であり、遺構埋没特に したものと判断

する。

出土土器は小破片のため、判然、としないが、 IVa2群(大潟印式)に属する可能性が強い。本遺構の上限も

当該期と判断しておく。

SKP2091柱穴(図版

I区LT58区に位置する。直径0.32m前後の不整円形平面をなす。確認面からの深さはO.27mで、ある。

は1~2J麗に分けた。 11麗は地山土塊を多量に含み、上位には長径25cmほどの大形円磯が据えられてい

る。これらのことから、 1層は埋め戻し土と判断する。 2層も炭化物が顕著であることなどから、自然堆積土

ではなく、人為的な埋土の可能性が強いと推定する。本層下泣から縄文土器破片が1点出土している。

片は小破片で著しく摩滅しているため百詳細不明である。本遺構の詳細な時期も不明である。
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3k 

l区LT58区lこ位置する。 SB2025建物跡新期の窪柱穴P29およびSKP2101柱穴を切っている。長径0.48111、

短径0.40111の不整円形平面をなすO 確認、面から底面までの深さは0.28111である。

は1--3層に分けた。 1層は柱痕跡に、 2.. 3J習は柱根回め土に棺当すると判断する。 1層中からは磯器1

点のほか径10C111前後の円磯がまとまって出土している。円磯等の出土状況から、本柱穴は柱材が抜き取ら

れた後百もしくは柱材が腐朽した後、柱痕跡部分に円礁などを充填して埋め戻されたものと判断するの

また、 2層中から縄文土器破片がl点出土しているが、小破片で著しく摩滅しているため、詳細不明で、ある。

SB2025建物跡との切り合い関係から、本遺構の上限時期をIVc期(大洞BC式)と判断する。

SKP2094A註穴(図版24)

Z区IvlA57区に位農する。 SB2025建物跡、P37に切られ、 SKP2094B柱穴を切る。長径0.24111...短径0.16111の

楕円形平面をなし、深さは0.13111で、ある。

出土遺物はな ~\o 本遺構の詳細な性格は現状では不明である。 SB2025建物跡との切り

合い関係から、本遺講の下限時期をIVc期(大潟BC式〉と判断する。

SKP2094告柱穴(図版24)

I区IvIA57" 58区に位置する。西端部をSKP2094A柱穴に切られる。現状から、長径0.50111、短径0.44n1

の楕円形平面をなすものと推定できる。議認面からの深さは0.32n1で、ある。

は二分した。 1層は比較的大形の円擦と石血破片2点、とを含み、断面中央部では底面底上にまで達して

いる。 2層は多量の地山土塊を混入する。土層断面では明瞭ではないが、基本的に前者が柱材抜き取り後に

丹擦などを充填した埋め戻し土石後者が柱の根思め土の残存部と推定する。

1}雪中からは1 上述のように大形の汚磯のほか、石血薮片2点が出土している。埋め戻し特に丹擦とともに

意図的に充填されたものと判断する。柱の凄絶に{半う儀礼的行為の一部であろう。

との切り合い関誌から 1 本遺構の下限時期をIVc期〈大潟BC式)と判断する。

SKP2096柱穴(密版25)

1区LQ55尽に位置する。長径0.52111，短径0.50111前後の不整楕円形平面をなす。確認面から底部までの深

さは0.37111で、ある。

覆土中には白石類1点を含む径10c111前後の円擦を包含し、かっその他の炭化物@地山土塊などの混入物も

顕著である。これらのことから 1 覆土は人為的な埋め戻し土と推定する。

上述の凹石類以外に覆土からの出土遺物はない。本選手蕎の詳細な時期は不明である。

SKP2097柱穴(図版

1区LQ55区に位置する。長径0.65111、短径0.46111の不整構内形平面をなす。確認面からの深さは0.43n1で、

ある。

覆土は1~2J醤に分けた。 1層は地山土のほか白石類2点、と円磯を含む。また、 2J言も地山土塊や地iJJR紫など

の混入が顕著である。これらのことから百覆土はともに人為的な埋め戻し土と推定する。

本遺構は形態から柱穴と判断する。柱痕跡を認めることはできないことから百柱材抜き取り後、円磯等を
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4 

充填して埋め更したものと考える。

らは土器の出土がなく、詳細な時期は不明で、ある。

SKP2101柱穴(図版24)

1区LT58[忌に位置する。南西半をSKP2092柱穴に切られている。現状から百直径0.42m後の円形平面を

なすものと推定する。確認、面からの深さは0.12mである。

ら縄文土器破片がl点出土した。粗製深鉢の服部破片であるが1 小片のため詳細不明である。

遺構の詳細な時期および性格も不明である。

SKF21 

1区LH54区に位遣する。 SK2105A土坑に切られ、 SKP2105C柱穴を切る。 SK2105A土坑底面で長径0.18111"

なす。 SKP2105C柱穴を切ることから、本来の深さは0.26ITIを越えるものと判断

する。本遺構は形態から杭痕の可能性が高いものと推定する。覆土の由来は現状では判断し難くミ杭が詮き

取られたか否かも不明である。本遺樟からの出土造物は剥片1点、のみでありミ本遺構の詳細な時期は不明で

ある

SKP2105C註穴(図版9)

1 !ヌ天に杭置する。 SK2105A土坑"SKP2105B柱穴に切られるの現状でt長径0.30nl、短径0.24nlの靖

円形平面をなし、確認古から底面までの深さは0.20mで、ある。

は地山土塊を多量に含むことから、人為的な埋土と判断できる。覆土中には縄文土器破片3点@剥片

" 

土器破片は小片で、 な時期は不明であり五本遺構の詳細な持惑も不明で、ある。

SKP21 

1区IvlA59区に位置する。長径0.39m、短径0.36mのほぼ円形平面をなす。 SKP2488柱穴をわずかに切っ

ている c 掘り込みは上位がすり鉢形に開き、下位が円筒状をなす。確認、面から底面までの深さは0.45mで=あ

る円

覆土は地山土の混入度の差で、二層に分けた。雨層の境界は漸移約であり、連続した埋め戻し土と判断する。

覆土中から縄文土器の破片2点が出土しているが1 出土状況は不明である。本遺構はその形態から柱穴と判

断でき、覆土の状況から、柱材は抜き取られ、埋め戻されたものと推定する。出土土器は小破片で詳細な時

期は不明である。本遺構の詳細な時期も不明である。

SKP2113詮穴(図版

Z区LS55区に位置する。長窪0.46m、短径0.36111の構内形平面をなす。掘り込みは百北西部j上位がやや

り出して段をなす円筒状を呈している。確認面から底部までの深さは0.72m、底面径は0.28m前後で、ある。

は1----2層に分けたo 1層はクロボク土を主体とし百若干の炭化物や地山土塊を含んでいる。また百縄

している。一方百 2麗l土地山土とクロボク土との混合土で、底面直上に堆積している。

きわめてよくしまり、 l層との境界は明瞭で、ある。
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第 3節北調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

はその形態から、柱穴と判断できる。 1層は柱材窮朽後の流入土可 2}警は柱の高さを調節するための

柱設置時の埋め演し土と推定する。柱の高さを調節したという推定からは1 本柱穴に立てられた柱は、他の

柱と組み合わさり、何らかの構造物の一部を構成していた可能性があろう。出土土器は著しく摩滅し、詳細

不明である。本遺構の時期も詳紹不明である。

SKP2126柱穴(図版25)

I区LM"LN51 52区に位置する。南端で8KP2127柱穴を切っている。北東端は調査範囲外で、未調査

である。確認面は表土層下のクロボク土下位である。掘り込みは、現状で、長径1.06m"短径0.84111の楕円形

平面をなす。確認弱からの深さ0.70m前後で一旦平坦となり百さらに南東部が一段深く長径0.40mの円筒状

になっている。確認毘から最深部までの深さはlJ7mで、ある。

は、遺物や大形の円礁が集中する中位層(2層)とその上下層(1" 3麗〉とに三分した。いずれも地山起

源の砂礁を比較的多量に含むクロボク土を主体とし、}喜界は漸移的である。

遺物はほとんどが2層中から出土している。縄文土器破片17点王石盟l点、石匙1点、白石類1点百石按1点1

微小剥離痕毒る剥片2点百剥片1点などがeI5る。これらの遺物は、その集中状況から丹擦などとともに人為的

に埋められたものと推定しておく。

本遺構はその形態から柱穴と判断する。土層断面の観察では、 3層が柱痕に対応する可能性を認めること

ができるが、 2震には明瞭な柱痕跡を認定できなかった。 2層からは遺物が円磁とともにまとまって出土して

いることとその土質が地山掘部土ではなく、ク口ボク土を主体とすることとから、ここでは21蓄は基本的に

柱材抜き取り後の埋め戻し土であったと想定しておく。なお、覆土中から出土した炭化材1点についてノマ 1)

/ e サーヴェイ株式会社に樹種間定を委託し百クリとの同定結果を得ている。出土土器には時期幅があるが、

その下限時期はrvc期(大、持BC式)で、ある。よって、、本遺構の廃絶時期の上限も当該時期と判断しておく。

SKP2131金穴(図版

1 [g1rlA57区に位置するの 8B2025建物跡新期の主柱穴pgに切られる。西半部は精査対象外のため、

部のみを調査した。現状からは直径0.30111前後の円形平面をなすと推定する。確認面から底面までの深さは

0.87111で、ある。

は全面に地出土塊を多量に含み、柱材抜き取り後の埋め戻し土と判断する。ただし、現状では、明瞭

な柱材抜き取り痕を認めることができないことから、柱材腐朽後の流入土の可能性も否定できない。

本遺構からの出土遺物はなし'08B2025建物跡内との切り合い関係から、本遺構の下限時期はIVc期(大潟

BC式〉と推定する。

33A註穴(図版25)

I区LP52区 る。 8KP2133B柱穴を切る。また王手話では8R2066土器埋設遺構と し、本遺構

は下位で確認していることから、 8R2066土器埋設遺講よりも古いと判断できる。

違構南西半の形態は明確に確認できていないが、直径0.32m前後の円形平面をなすものと推定でき、確認

面から底面までの深さは0.42mで=ある。

ほとんどはクロボク土を主体としている。断面の土層観察では、柱痘跡を明瞭に確認することはで

きないが百掘り込み上位東~南側壁際には、柱の根固め石と判断できる径10cm前後の円磯数点と凹石類の
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ぐっている。また、

調整のためかと推定する。

3cm読後のま輩出土の壇め史 しており、

覆土中からは上述した白石類破片1点のほか、縄文土器破片3点が出土している。いずれも小破片であり百

遺構埋没時に流入したものと想定する。なお、その内の60…9はSKP2133B柱穴出土の60-10と同一個体であ

り、 IVa群に属する可能性がある。

本遺構は柱の根閉め石と判断できる繰群が壁際に遺存していることから、少なくとも柱根部を残したまま

廃絶された柱穴と推定する。覆土中からの出土土器とIVa2期(大調印式)に属すると推定したSR2066土器埋

設遺構よりも古いと判断できることから、本選構廃絶時期はIVa1，...._，IV a2期と判断しておく。

SKP2133B柱穴〈図版25)

I区LP52区に位置する。 SKP2133A柱穴に切られる。現状で、長径0.46m百短径0.35mの楕円形平面をなすO

確認面からの深さは0.62111で、ある。

は単一層と判断した。比較的混入物の少ないクロボク土を主体とし、柱の抜き取り痕や柱の援留め土

などを認定することはできない。また、覆土からは縄文土器破片4点王繰石錘1点、が出土している。出土土器

はいずれも小破片であり、遺構埋没特に混入したものと判断する。

本遺構は百覆土の様相から、掘り込みとほぼ等しい径の柱材を据えた柱穴と判断する。また、廃絶時には

少なくとも柱援部は遺存していたものと推定する。覆土中からの出土土器にはIVa2詳(大沼田式)に属する

可能性があるものがあり可 SKP2133B柱穴との切り合い関係から、本遺構の廃絶時期も子va2期〈大潟別式〉

と想定しておく。

SKP2134柱穴(図版26)

Z医LP53区 る。長径0.68m、短径0.59111の構円形平面をなすO 底話径は0.20m前後で、確認面か

らj底面までの深さは0.80111で、ある。

はクロボク土を基調とする。掘り込み壁際に部分的にめぐる白石類や径7，..._，8cD1前後の円際群は柱の

根回め石と判断するが、断面では柱痕跡と柱の根固め土との違いは明擦ではない。また1 底面には厚さ 2ClTI

前後の堅くしまった黒掲色土が堆覆している。柱設壁面の謁整のための埋め戻し土と想定しておく。

覆土からは上述の白石類l点のほか縄文土器破片4点が出土している。いずれも小破片もしくは著しい摩滅

例であり、遺構埋没時に混入したものと想定する。

は形態から柱穴と判断できる。覆土中の礎群等の分布状況から 1 廃絶時には柱捜部が違存していた

ものと想定する。出土土器のうち60-14は大沼C2式に属する。当該資料は小破片で、かっその詳細な出土状

況が不明であるため、確実な根拠とはし難いが、一応、本遺構廃絶の上限時期も大潟C2式と想定しておく。

SKP2137柱穴(図抜26)

I区LS57区に位置する。長径0.38m、短径0.31mの不整円形平面をなす。確認密から底面までの深さは

0.23mで、ある。覆土は上下二層に分けた。上}警はクロボク土を1 下層は地山土をそれぞれ主体とする。上層

からは縄文土器破片2点が出土している。また、底面には径18cm前後のグライ化面を確認した。

には柱痕跡、を確認できなかったが、底面に柱材の接地面と判断できるグライ化面が存在することから百

本遺構は柱穴であったと判断する。覆土の由来については判然、とせず、本遺構の廃絶時の状況や時期も不明
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-? 

告。

SK 

l区L053区に位置する。北東端は調査医外のた ある。 から 1 の円形平田をな

すものと

はクロボク

らの深さはO.33mで、ある。

ある。覆土上位から 剥片3点が出土している。これ

らの遺物は遺構埋没の最終段階に混入したものと判断する。

はその形態から百柱穴と判断する。廃絶時に柱材が遺存していたかは諮査時の所見からは判断し難

い。また、遺構からの出土土器は小破片のため、詳細な時期は判然、とせず、本遺構の詳細な時期も不明であ

。
る

SKP21野柱穴〈図版26)

工区区に泣遣する。 SKP2148柱穴に切られている。現状から百 短箆0.50mの権円形平面

をなし 1 確認窃からの深さはO.20mで、ある。

した。クロポク土を主体とするl麗が柱痕跡ミま輩出土を主体とする2震が柱の根回め土に基本的

に対応するものと想定する。 1層は断面では上位がやや不整になっており、柱は抜き取られた可能性もある

が、現状では判然としない。 1層からは縄文土器破片2点、剥片1点が出土している。

結な時期は不明である。

本遺構の詳細な時期は不明である。

は小破片で詳

siくP2i51

1区区;こ泣置する。長:径0.32m百短径0.28n1のほぼ円形平揺を呈する c 確認否からの深さは0.29rnで、

ある。覆土は北部jの壁際に部分的に堆覆するt富山土を主体とする2;蓄と残£りの諸色土を主体とする1患とに分、

けた。 1J蓄は柱痕跡に、 2J畜は註の根留め土にそれぞれ対応すると判断する。

出土遺物には百確認面からの縄文土器破片3点、石槍 e 白石類各1点、 2層中からの縄文土器破片1点と骨片

(?)3点、がある。いずれも小被片で五遺構埋没時もしくは柱設置時に混/¥したものと推定する。

確認面からの うち61-1はIVh--TVc期に帰属するものと判断する。その出土泣震からは、当該期

が本柱穴の廃絶時期に近いかは判断し難いものの百ここでは本遺構廃絶時期の上限時期も同時期前後と

しておく。

52柱穴(図版26)

I区LQ54区に位置する。長径O.73m、短径0.60mの樟円形平面をなすO 確認留から底面までの深さは0.56n1

である。

覆土は1~5層に分けた。 は地山土を主体とし百 した埋め戻し土と判断する。 4/蓄は相対的に地

山土が少なく 1 クロボク土主体の埋め戻し土である。 5層は地山土の;埋め戻し土で、上面には径40cn1近い大

形円礁が存在する。覆土上位から縄文土器破片と白石類各1点が出土している。このほか 1 二次加工ある剥

片1点百剥片4点が出土しているが、詳細な出土状況は不明で、ある。

本遺構はその形態から柱穴と判断する。柱痕跡を認めることはできず、柱材抜き取り後埋め戻されたもの
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と推定するの 5層上語の大形丹擦は埋め戻し特に意図的に配置された可能性がるろう。なお、覆土上泣から

とa_j石類は現状では埋め震し時に混入したか意図的に埋め与れたかは判定rrし欝い

はIVa2群(大洞B1式)に属し、本遠構廃絶の上限時期もIVa2期と判断する。

SKP2153柱穴(図版26)

I区LQ54区に{立寵する。;長径0.40m、短径0.37mの円形平面をなす。確認、面からの深さは0.35mである。

は全体として塊状の地山土とクロボク土とが混在した層棺を示しており 1 連続した埋め戻し土と判断す

る。 らの出土よ毒物はなかった。

はその形態から柱穴と推定する。覆土の特徴から、 き取ら されたものと判断す

Q 。 である。

SKP21 

1区 区 に 位 置 す る

面カユら底面までの深さは0.74mである

は1--3層に分けた。ト 3層は;地LL!土塊を含み、連続し

は;ま りミ

し土と判断できる。 3居中には

の大形円擦が1点存在している。 1J蓄は遺構の大半が埋没した後のくぼみにタヨボク土が流入したもC と

る。:本題中からは縄文土器被片1点、奈IJ片2点が出土している

はその形態から柱穴と判断する。土層wr面には柱痕跡を確認できず1 柱材は抜き取られ、埋め震さ

れたものと推定しておく。出土土器は小破片で詳細不明であり、本遺構む詳細な時期も不明である。

siくP21

1 s 53区に位置する。長径0.46m、

は0.43mで、ある。

ほぼ円形平立立をなす。
-
J
1

口深のでムま一面底

けた。い 2題はク口ボク土起源で、柱痕跡に対応し、地山土塊を含む3J麗は柱根田

と判断する。 4層は地山土塊を多量に含み、底面直上に厚さ8cm前後堆積する。柱設置持の底面調整のため

の埋め戻し土と推定しておく。

出土i毒物には、い 2層からの縄文土器破片2点や可郡片6点などがある。

は、小破片で摩滅が著しく詳細不明で、あり、本遺構の時期も詳細不明である。

SKP2157柱穴(図版27)

I区L052区

である。

る。長径0.32m、短径0.26mの楕円形平面をなす。確認面から底面までの深さは0.33111

として地出土塊の混入度の差から、中央;こ堆覆する1層と壁際lこ堆覆する2J蓄とに分けた。 1J醤は

として柱痕跡に対応し、 2層は柱材腐朽に伴って部分的に崩壊した柱根留め土と想定する。 1}露中からは

した縄文土器破片が4点出土している。いずれも柱材腐朽後に流入したものと判断する。

のうち、図示した61-3は大洞C2式の壷破片と判断する。ここでは、本遺構の上限時期も大潟C2

と推定しておく。
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SKP215号柱穴〈図版27)

ヱ
。

?
Q
 

短径0.28mの認ぼ円形平留をなす。確認面から底面までの深さは

O.36mで、ある。

覆土は1---4麗に分けた。本来、い 2層は柱痕跡、わ 4J習は柱根回め土に相当すると想定するが、両者の境

界は漸移的で判然としない。 3層から縄文土器破片が1点出土している。出土土器は摩滅した小破片のため、

詳細不明である O 本選構の時期も詳絡不明である O

SKP2160柱穴(図版27)

Z区LQ54区に泣置する。長径O.28m、短径0.26mの不整楕円形平面をなす。確認面から底面までの深さは

0.50n1で、ある。

1'-"3層に分けた。 1震は柱痕跡百ト 3層は柱の根回め土に相当する。 1層上弱から出石類がL点、百 1層

上位から縄文土器破片が1点出土している。出土土器は小被片のため、詳細不明である。本遺構の時期も詳

細不明である。

記註宍(国販27)

工区LS57区に位霊する。長径0.43m.."短径0.34mの構円形平面をなす。確認、面からの深さはな61111である。

は1，__，3J蓄に分けた。 1J曹は遺講C大半が埋没した後のくぼみに爵密から流入したと推定できるク口ボ

ク土である。 2層は柱痕跡"3;蓄は柱根留め土にそれぞれ相当すると判断する。 3層中からは縄文土器破片が

3点出土している。いずれも著しく摩滅しており、詳紹不明である。本遺構の時期も詳細不明である。

SKP21 

1 区LT56lX~こ位霊する。長径O.36m百短径0.32mの円形平習をなし、確認面から底面までの深さはO.66rn

である。

した門 1層は基本的に桂痕跡に梧当すると判断する。 2層は壁際に部分的に存在するのみである

が1 柱設置当初の地山掘削土による柱根回め土起源の堆横と推定する。覆土からの出土造物はなく、

の詳細な時期は不明である。

SKP2186柱穴〈図版27)

Z区LR55区に位置する。議端部をSKP2185柱穴に切られる。現状で、長径0.32111可短径0.25n1の円形平面を

なし 1 権認面から底面までの深さは0.52mで、ある。

覆土は1--3}震に分けた。 1層は少量の炭化物を含み、柱材腐朽後の流入土と推定する。 2層は柱痕跡への流

入土と地山土を主体とした柱根固め土とが混在した堆積と判断する。中央部分が相対的に地山土の混入が少

なく百柱痕践:に担当する可能性が強いが百明擦ではない。 3層拡地出土主体の柱根屈め土の残存部分と判断

る。

らの出土遺物はなく 1 詳細な時惑は不明である。なお百 SKP2185柱穴はその位置箆係から百本

柱穴に伴う添え柱痕の可能性も想定できる。添え柱を伴うとするならば、本柱穴は約3.3m南に位置する

SKP2263EおよびSKP2263F柱穴と構造が共通する。三者の底部標高もほぼ等しく、これらの柱穴は何らか

の建物跡を構成する可能性も想定し得る。しかしながら百謁査範囲が限定されているため刊現状では断定し
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第 4章北調査sの遺構

難~\o

SKP2210柱穴(図版27)

I区LQ54区に位置する。 SKP2211柱穴に南端部をかすかに切られてし喝。現状で、長径0.54m、短径0.47m

の不整円形平田をなす。掘り込み上位はすり鉢形をなし、下位は柱状を呈している。確認面から底面までの

深さは0.50m、底面径は0.25mである。

覆土は1~4層に分けた。クロボク土を主体とする最上位は遺構の大半が埋没した後の周囲からの流入土と

判断する。それ以下は地山土の混入度の差で分層したが、層界は神田f移的であり、連続した堆積土と判断する。

出土遺物 らの剥片1点のみである。

ら柱穴と判断する。廃絶時に柱材が残存していたかは、判断できなかったの SKP2211 

との切り合い関係から、本遺構の下限時期をIVb期(大沼B2式〉と判断する。

SKP2211柱穴(図版

1 [支LC:)S昼夜に待寵する。 SKP2210柱穴を切る。長径0.371TI、短径0.26mcU構円形平揺をなす。

り鉢形に張り出している。底面は丸みをもち、確認密から底面までの深さはな22n1で、ある

上震からは縄文土器C大形被片が重なって出土している。下震はt輩出土壊を多

量;こ はなく冗

とも人為的な埋め戻し土と判断する

小破片を除き接合し

よび口縁から服部の前後-を欠失している。

ある(む-針。 現状で、

したCみで忘る。これらの漬物む

はそ として扱ったn しかし可造物の出土状説から、

とし 1う った遺構と推定できる。その点からは冗廃絶儀礼が実路さ つ Jーと

五岱 .).._ 1 _.lーす

っ7:::" 9 {J ども£今

し難いこともあり刊

と

は本遺構の性格を特定することは困難である。

きる。
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3節北調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

ると判顕する。 L
L
 

ることから、 に部分的に

ものと推定するつ

らは出土遺物がなく、詳結な時期は不明である。

1区L052区に位置する。現状で、長径0.26m、短径0.22mの構内形平面で百確認面からの深さは0.39mで、あ

る。 SKP2222柱穴と重複し、断面ではSKP2222柱穴側に両遺構間の地山土ごと斜めに糞入している。この

状況から百本遺構はSKP2222柱穴側に向かつて斜めに打ち込まれた杭痕と判断する。覆土はクロボク土起

源であり、杭腐朽後に流入したものと判断する。確認面上で、石盟破片が1点出土している。ほかに出土遺物

はなく、本選落の詳細な時期は不明で、ある。

1 1"__'-.Lr-J  V '-' 1支に替する。 ワ )によっ している

告。

乙1同p し して < 。
o している。こむ には はなく 1 t~: 特捜 る。
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で詳細な

期は不明である。

ず

にー うち、 SKP226~3C

っていることから、これら

はそれぞれSKP2263F!T E柱穴の柱痕跡iこ接するように切り

と想定する。ほぼi司じ場所で2震にわたって漆え

らは、これらの柱が泊の柱とともにある撞の構造物を構

る柱穴が約とに位置しており

る。しかしながら、調査範囲が摂定されているため、現状では断定し

も可能であろう。

と関連するかは判断できないη
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第4章北調査区の遺構

1 IZLS56区に位置する c 掘り込みは長径0.68n1"短径0.54mの不整月形平患をなす。底面径は0.35m前後

で1 関口部に比べて小さく、壁は外側に開きながら立ち上がっている。確認密から底面までの深さは0.90m

である。

覆土は二分した。 1層は地山土塊を多量に混在することから、柱抜き取り後の埋め戻し土と判断する。 2層

は地山土塊を主体とし、柱の根閉め土の残存部と推定する。底面からは石皿1点、と大形磯2点がまとまって出

している。これらは、柱材抜き取り後の埋め戻し時に埋められたものと一応推定する。ただし百柱の根回

め石が柱材抜き取り時に落ち込んだとする想定、あるいは柱設置時にその設置面を調整するために震かれた

礎石とする想定なども可能であり 1 現状では明確に判断し難い。このほか、 1層からは縄文土器破片3点、一

次加工ある剥片1点百剥片1点、が出土している。

うち函示した61-9 し、 i
h
u
 

ユF
L明伸

しておく。

siく 図版

る。:J;塩山部で確認しミ上位のクロボク土中にSC~2065配お遺構があり三平面では重援

は長径0.361及、短窪0.35mのほぼ丹形平面をなす。薙認rn=iから窓密までの深さは0.53mであしている c

ス一山

は主 l¥会主 i31 に分けた。義母語C特懲から百 る

iま縄文土器援片8点有郡片18点百ものと判断するの 1層からは比較的多量の遺物が出土している。

出石類2点のほか、補乳類の雪片9点が毒る。

出土土器はいずれも小破片で著しく摩滅し、詳細不明である。本遺壌の詳鱈な時期も不明である。また、

との関係も現状では判断し難い。

SKP2295柱穴(図版29)

1 [文LP52伎に問題する。長経0.33n1百短径0.28111の楕円形平面をなすO 議認面から誌面までの深さはむ.26111

である。覆土はクロボク土に由来する単一層と認定した。覆土中からは出石類1点、のほか百長径15-_，20cm前

後の磁3点がまとまって出二としている。このほか縄文土器破片生点も出土している。

本遺構はその形態からここでは柱穴とした。しかし、覆土は磯等の出土状況から人為的な一括の埋め戻し

と判断でき、本遺構の性格は判然、としなし'0また、覆土からの出土土器は小破片のため詳細不明であり吉

本遺構の詳細な時期も特返し疑い。

SKP22鰐柱穴〈図版29)

1区LS56区に位置する。長径0.41m"短径O.34mの構円形平面をなす。確認、面から底部までの深さは0.70mで、

ある。

覆土は地山土塊の混入度の違い に分けた。地山土塊の少なし'1層は柱痕跡五地山土塊の顕著な2.. 

3層は柱根固め土に穏当すると判断する。柱痕跡は現状で、後18cm前後で、ある。

本遺構からの出土遺物はなく、詳細な時期は不明である。

柱穴(図版29)
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第 3節北調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

工区Ll¥A9 に泣寵する。長径O.26m可短径O.23mの稽丹形手記をなす。確認密から底i1fiまでの深さ

は0.18mである。

は二分した。炭化物を多量に含む1層は柱痕跡、地山土塊を多量に含む2躍は柱根回め土と判断できる O

覆土からは同一個体の縄文土器破片8点、スクレイパーl点、剥片l点が出土している。出土土器は著しく

滅し 1 詳細不明である。本遺構の詳細な時期も不明である。

9 井戸跡

SE2020井声跡(図版29)

Z区iv1B59区に位寵する。関口部平面形は現状で、長径1.92m、短径1.68rnの楕円形をなす。後述するよう

に五覆土には援の窮壊土の混入が顕著で、o)る。よって九当初の掘り込みの形状をとどめていないと予想でき、

ここでは、本来、ほぼ円筒状の掘り込みであったものと推定しておく。確認面から底面までの深さは1.44m

で百底面は現状での湧水層で、ある段丘磯}震にまで達している。

は1--25J蓄に分層した。 1--4震はクロボク土を主体とするの本遺構の過半が埋没した後に、主に当持

したものと推定する。現状では人為的な堆種か否かは判断し難い。 5---18震は壁の崩壊土も

しくは濁密からの表土由来のク毘ボク土の流入土と壁の窮壌土とが混合したものと判断できる堆積である。

も本来同様の由来による堆種と推定でき 1 堆積後有地下水の影響で粘霊土もしくは粘土化したもの

と判断する。ただしミ

した可能性がある。

きく、かっ譲71く層まで議ち
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るものと考えられ、調査対象範問の南東半に当たる。

に臨まれた範囲で、調査面積は2，360 である。

ら北に流れる水路、南側の宅地跡地を除いて

したように百調査は本区を横切る

した。

立区北部から Z区北端部にかけては標高106m前後の平坦面が虫内沢に

沼地とし

くなり、そこから

一c-一ま

lっ "7 

匂円

で

とかなり

し三遺構外出土遺物の大部去がこの範劉から

らミ立区西端側をj塗き 1 問時期の土設会
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このほ

iま

と

している円

るが、 Z乏南京!Jと立

しいため、詳細は明確ではない

層序

り百

村道虫内線が南側で西側;こ大きく曲がる部分の内側の範囲

きく部平を受けている。また水路から東部!の部分についても

ある。
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1こ つ く額斜して

ヲ'つ している。 における
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包

であるが、北西側の区の上方の平坦面

している。土器部!片や剥片が含まれる JJふ

の

ーコ

されたことを物語っている。また らも少ないながらも土器窃石器片が出土する。
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第 2節南調査区の層序

@ 
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¥，r-'j //三 ¥、子トラ

第20図 南調査区の遺物包含層の広がり

20m 

H層:暗褐色~黒褐色ー士で、縄文時代晩期前葉大洞B1--BC式が出土しているc 本層の広がりは調査区中央

部から北東に広がり、 L044・43区付近では;層厚が60cI11となり最も厚くなる。

皿層:黒褐色土で、縄文時代晩期前葉大洞B1---B2式を主体とする土器が出土しているc 本層の広がりは、

調子堅区巾央から東側にかけての範囲で、 H層の範囲よりもかなり狭小になるc層厚はLN43区付近が最も厚

く70Clllほどである。

日守層-黒色土で、縄文時代後期後葉~晩期前葉の大洞BI---B2式を主体とする土器が出土している。本層の

広がりはH・lU層と重なるが、 L).I44区を中心と して南北に広がる。層厚は10-30('111で、 L044区付近が最

も厚いp

Y層:黒褐色土で、無遺物層であるc調査区のほぼ全援にあり、層厚は20---60cmで'L044以西では厚くな

る。

¥l層:褐色土で、地山漸移層である。層厚は10---20cmで、調査区の全域で認められる。

四層・褐色~樺色土の地山である。場所によっては小円離や、磯層の離が露頭している。漸移層と地山に

ついては、調査区全域がほぼ同様の状況である。

上記の各聞は、基本的に遺物取り上げ単位として分層した。しかし、ここでの層序は必ずしも堆積順序を

示すとは言い難l'"遺物遺物包含層である H・JU・π層は、調査段階では色調などから各々幾っかに分層され

たが、整理作業段階では各層間に遺物の混在が認められ、出土遺物からは細かな時期区分ができなかった。

また各居中の遺物の出土状況をみると、遺物がブロック状になっている部分もあり、これらはー単位の廃棄

-81-



第 5章南調査区の遺構

C 104.8m 

l04.8m 

l04.5m 

L04:2 

一一一_-一一一一一一一ー一一一一一日一一戸

1 b 1苦 虫色土(7.5YR2/3) 表土(耕作土〉地iJJ塊りj、擦e遺物砕片恋 a層
含む 蕊 bj雷

1 c層 黒褐色土(7.5YR2/2) I日表土 しまりあり 炭イヒ物2%. 道 c層
土器・石器@炭化物2%含む

渡 d層
IIa層 極暗赤褐色土(5YH2/3) 砂震で、土器硲石器，径5cm以下の

醸・炭化物10%含む
立b1語 黒色土(7.5YR2/1) 粘性あり 土器@石器@炭化物30%含む IVa層
IIc層 黒褐急土(7.5YR3/2) 土器@石器@箆3mm以下の磯30%' IV bl菌

十時ー褐色土(7.5YR3/4) 炭化物20%含む
IId題 黒褐色土(7.5YR2/2) 土器・石器@焼土粒子e大形醸・炭化物 V層

30%含む
IIe関 極暗褐色土(7.5YR2/3) 大形土器片a焼土塊@炭化物を多く

含む VI層
豆 f賭 黒褐急土(7.5YR3/1) 土器@円礁。焼土壌e炭化物含む

+時褐色土(7.5YR3/3) 確信z

rrg層 階褐色土(7.5YR3/3) 土器@炭化物40%含む

88-

104.8m一一一一一一一一一

l04.5m 

L043 l04.5m-一一一一一一一

VI 

1 c 

l04.5m 

土器@石器，炭化物30%会む
土器専炭化物多量に含む

符1

しまりなし 土器.-:5器@炭化物30%
台む

極暗褐色土(7.5YR2/3) しまり@粘性あり 土器@炭化物

多量に含む

極暗掲色土(7.5YR2/3) 焼土;塊@炭化物多量に含む
黒褐色土(7.5YR2/2) 土器@炭化物多量に含む

黒褐色土(7.5YR2/2) 無遺物館粘性あり 径lcm以下の
擦を含む

にぶい褐忽土(7.5YR5/3) 漸移j菖 砂 粒20%台む

にぶい黄櫨色土(7.5YR6/3) 地山 砂離を含む粘質土
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第2節南調査区の層序

lIJa 

1 .層
村黒黒道褐禍盛色士土(7.5YR3/2) 表土(耕作土)1 b層

1 '層 色士(7.5YH2/2) 旧表土

na層 暗黒褐褐色色土土(75YR3/3)) しま・り炭あ化り物含小む圃・炭化物2096含む
nb層 (75YR2/2 土器

ma属

暗黒暗暗褐褐褐褐色色色色士土士土(7.5YR3/2) 土器・・・り炭炭石・粘化化器性物物・炭多多あ化量量り物にに30含含土96器むむ含・mb届 (7.5YR2/2) 土器
m'層 (7.5YR3/4) 土器 む
md層 (7.5YR3/2) しま 炭化物多量に含む

IVa層 黒黒褐色土色土(7(75YR2/2) 土器・炭炭化化物物多音量に含む
IVb層 5YR2/1)土器・ む

V層 黒色土(7.5YR2/1) 鯛遺物腸

羽層 褐色土(75YR5/4) 褐色土

VII層 にぷい歯檀色土(7.5YR6/3) 地山砂融合む



第3節南調査区の層序

の状況を示すものであろう。この傾向は耳@聾層に強く、また当該層には地山ブロックや焼土などの混入が

しいため、立@車層形成期には遺構の構築を主とする現況の改変が行われたと考えられる。これらのこと

から遺構掘り込み層の時期と、遺構内出土土器から判断される遺構の時期が合致しない遺構もある。

第3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

1 検出遺構の概要

南調査区での検出遺構は以下の通りである。

竪穴住居跡 5軒

建物跡 3棟

土坑 199基

土器埋設遺構 136基

焼土遺構 16基

配石遺構 9基

柱穴 578基

性格不明遺構等 3基

このうち百竪穴住居跡2車五土坑2基、土器埋設遺構4基、性格不明遺構1基は縄文時代後期前葉~中葉もし

くはそれ以前に属する。他のよ章構は一部の柱穴を除き、基本的に縄文時代後期後葉~晩期前葉に属するもの

と判断しておく。

縄文時代後期前葉~中葉の遺構は確認例が乏しく、その分布の特徴も明瞭ではない。このうち三塁穴住居

跡2軒は I区中央部に隣接する。同時併存していたかは不明であるが1 当該期の土器埋設遺構等もこれら

居跡の比較的近辺iこ分布するようである。

縄文後期後葉以降の遺構は立区南西半では希薄であるほかは百 1 耳区中央部を中心lこ分布する

と一部重なりながら密に分布している。そのうち、土坑は工区と立区北端に濃密に，分布し、かっ地

よって土坑形態が異なる傾向を認めることができる。土器埋設遺構は、多少の疎密があるもののほぼ調

査区全域で検出した。土坑よりも相対的により広範屈に分布すると言えよう。

また、 3軒の竪穴住居跡は I区北側に比較的まとまる。しかし、各住居の時期は異なり、今回の諮査区内

では、一時期1軒の住居が継起的もしくは断続的に営まれたと判断できる。 3棟の建物跡には規模の差があり、

その性格にも違いがあると予想できる。しかし、検出例が乏しいこともあり、現状ではこれら建物跡の詳細

は判然としなし'0(祭)

2 竪穴注居跡

S 120竪穴住震跡(図版89)

LJ"LK47区に位置する。平面形は長軸約2.5m百短軸2.0mの楕円形を呈している。住居床面には白凸があ

る。住居壁は北 西-南側では高さ 0 .1~0.2mで、床面からは緩く立ち上がる。炉は地床炉で五中央部に

さ15cmの赤褐色焼土を確認した。柱穴は焼土を挟んで東西にある刊百 A叫

AP
 

つ
GP

 、
ムハ付るれ

3

りゆえ考ん」
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第 5章南調査区の遺構

どうかははっきりしない。護士l土地出撲と

でいる。遺物は底部近くから出土し百

品
々
/y

 

世づ
/

ブ
ミ〉

。
る

炭化物や土

したも

のが多い。

本住居跡は Lつ と考えられる。

S 1388竪穴住居跡(図版89 90) 

LJ LK44.. 45区に位置する。 8R35土器埋設遺構に切られ、 8K404 413窃 422ぺ∞土坑を切っている。

は、立層掘り下げ時によ毒物の集中を確認していたことから五その存在を予想していた。しかし

は明瞭な形状を確認することができず、最終的にIV層上国で竪穴掘り込みを確認し

り込みは長径3.38111、短径2.16111の際貢L方形に近い不整楕円形平需をな

に堆積する範盟を竪穴覆土に対比すると、壁はかなり緩やかに立ち上がり

はIV層上面確認のそれよりも一回り大きい可能性も想定し得る。現状では、 Lっ までの深さは

0.14111で、ある。立層上面付近を掘り込み面とすると三床面までの深さはおよそ0.40mとなる。

竪穴掘り込み底面は比較的しまりの弱いfv層中にとどまるが、貼り床や床面の顕著な硬化範囲は未確認で

ある。床面中央には、粗製深鉢底部を埋設し、その周留に小河磯を径0.7m前後の円形にめぐらした石間土

器埋設炉がある。また、本住居より後出のものを除くと 1 竪穴床面には3墓、その周囲には6基の柱穴を確認

した(図版89中の8I388竪穴住居跡柱穴一覧参照〉。ただし、このうちの日は炉の石習い部分と重複し百かっ

この部分の石の並びにきLれがあることから、竪穴住居よりも後出の可能性もある。{告の柱穴はP8を除き百

いずれも小形である。その配置には規則性を認めることができず、現状ではこれらの柱穴によって、竪穴住

居の上屋が構成されていたかは明確に判断し難い。

竪穴覆土は、本来の掘り込み面をE層上面付近と想定すると、全体として中央下面に向かつて額斜するい

わゆるレンズ状堆撞を呈するものと推定する。笠穴壁際の覆土には包含遺物は少なく、そむよ位の竪穴中央

に向かつて傾斜するように土産覆する覆土中に多量の遺物が混在している。出土遺物には著しく摩滅した土器

被片のほかに、完形にi互い大形の土器破片も存在する。これらの特教から、住居廃絶後、慰留から

砂が流入した後のくぼみに多量の遺物を廃棄したものと判断する。

立層上面付近を竪穴掘り込み混と想定すると、竪穴覆土中からの 縄文土器援片約700点、

土製耳節鼓片2点、石室長1点、スクレイパー2点、二次加工ある剥片10点、徴小剥離痕ある剥片8)点、剥片約

140点、石核2点、山石類18点、線刻磯主点などがある。このうち、 4点、の白石類は炉石への転用例である。ま

た百炉内部の焼土からは焼骨片を検出した。

覆土中の遺物は分層して取り上げることができなかったが、覆土上位出土土器と下位出土土器とでは少な

くとも全体的傾向として時期差を認めることができる。

本住居は、炉{本土器と覆土出土土器とから、 IVc期(大沼BC式〉に構築奇麗絶されたものと判断する。 IVc

期を新古二段階に分けた場合、 iJi{本土器と覆土下位出土土器は古段階に属すると推定できょう。

跡の約5m北に位置する8120竪穴住居跡、はIVc期でも新段階に属すると推定できることから百両者が{井存した

とは想定し難い。(築)

S 1431竪穴{主患跡(図版91)

LJ43区とその周辺に位置すると推定する。本遺構は当初亜層掘り下げ特に大形円磯の集中として確認し
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3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

た。畦を設定してま農山詰まで掘今下げた結果1 円建撃群に接して土器埋設炉を薙認し、かっその周盟に部分的

に住居床面と認定できる整地面も確認した(国版113参照)ことから、竪穴住居跡と判断した。なお、

の土器埋設炉に伴う焼土面はSB430建物跡目に切られている。

本塁穴住居跡は、上述のように炉と床面の一部を確認し得たのみであり、竪穴の規模等の詳細は不明であ

る。

炉は口縁部と底部を打ち欠いた粗製深鉢を正位に床面の掘り込み中に据えた土器埋設炉である。当初確認

した大形円機群が埋設土器を一部囲むように隣接することから百本来、石西いを伴ったものと推定する。掘

り込みは推定で、長径約40cmの不整楕円形平面で、床面からの深さは20cm前後で、ある。埋設土器は掘り込

みの南端側に位議している。土器埋設部およびその周屈の床面には焼土面が形成されている。埋設土器内の

は焼土と非焼土とが層をなしていることから、本炉は埋設土器内の焼土を掻き出しつつ反復使用された

ものと推定する。

このほか、炉の題罰には小形の柱穴群を確認している。このうち'"S 1 431Plとした柱穴の覆土中位から

は炉の埋設土器とほぼ同時期の比較的大形の土器援片(207-4)が出土していることから、本竪穴住居跡に伴

う柱穴と判断した。その他の柱穴は現状では本竪穴住居跡に伴うかは不明である。

本遺構は、埋設土器から璽a期に属すると判断する。(策)

S 1565竪穴住麗跡(図板91)

LK43区周辺に位置する。現状では理層上面付近で炉とその周囲で床面の一部を確認したのみであり可詳

細な形態は不明である。炉は現状では掘り込み中に深鉢底部を正位に据えた土器理設炉である。土器の周り

には推定で、最大長1mほどの不整形に焼土面が広がっている。なお百埋設土器の南隣には長径0.34mの不整

形の小穴があり、本来存在した炉石の抜き取り痕の可能性もあろう。この小穴からは白石類が1点出土して

いる。

炉の海辺では若干の柱穴を検出したのみである。 SKP667" 728柱穴は炉との位震関係から本竪穴住居跡

に伴う主柱穴であった可能性もあるが1 現状では断定し難い。

埋設土器は盟a群に属し、本遺構も当該期に属すると判断する。(楽)

S 1617霊穴住窟跡(図版92号 93)

L 143 "4ム LJ43..北区に位置する。 SK457" 666土坑"SKP700柱穴を切り、 SB430建物跡P2" SR123土

器埋設遺構"SK698土坑穆 SKP637.. 670柱穴に切られている。

調査で、は東端部が水路にかかることなどから、竪穴全体を確認することができなかった。現状から、竪穴

は長軸4.0111、短軸3.6m前後の楕円形平田をなすものと推定する。床面はほぼ平坦であり、壁はやや開き気

味に立ち上がっている。水路部分の壁面土層の観察では、竪穴掘り込みlま重憲下面から確認でき、確認面か

ら床面までの深さは0.30m前後である。床面ほぼ中央には長特64c111、短軸50cmの隅丸方形状の焼土産百が存

在する。焼土面の縁辺には部分的に円磯がめぐることから吉本来石西炉であったと判断できる。このほか、

床面ではPl'"'"'14の合計14基の柱穴を検出した(図版92中S1 617竪穴住居跡柱穴一覧参照)。いずれも小規模

で1 柱痕跡は礎認できない。また、現状では規則的な配置も認定し難~ì。このほかの付属施設は未検出であ

る。

は一部の壁際に堆積する培掲色土以外は、 V層類似の黒褐色土を基調とする。覆土は全体に均質であ
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第 5章南調査区の遺構

るが1 竪穴中央部では炭化物の混入が顕著である。 'も と類似し 1 一連の堆積土と判断する。

よび件穴費十申からは縄文土器約140点、二次加工ある剥片2点、徴小量Ij離痕ある郡片5点、

郡片34点、石核1点、白石類4点、石JIIll点などが出土した。出土土器の多くは小破片であり、遺物は基本的

に住居廃絶後に流入したものと推定する。また冗炉の焼土中からは炭化したクノレミ殻が出土している。この

ほか、住居構築材であった可能性ある比較的大形の炭化したクリ材も竪穴中央部周辺から出土している。た
(註 1)

だし、検出した炭化材は謁査時には明瞭な加工痕を認めることはできなかった。

は、出土遺物から、lVal期に廃絶されたものと判断する。大形炭化材の出土から焼失家屋

であった可能性も考慮すべきであるが、竪穴覆土には焼土の混入を認めることができず、現状では断定し難

liO また、 の痕跡、を認めることはできない。

3 建物跡

S8419建物跡(図版

LL38区花層上面で確認した。遺構は確認、詣での長径0.1 9.----0.22n1、礎認詰からの深さ 0.1 1r-~立 16rnの5基の

柱穴からなる。柱穴配置は全体で六角形を呈し、柱穴4基(P2翁 3，. 5寸)からなる柱間0.6----0.7mの方形の向

かい《う二辺の中央やや外側にそれぞれ1基の柱穴(Pl 4)が位置する。両柱穴を結ぶ直線を主軸とすると百

その方位はN-83
0 

- Eである。

には 1 土層断面で柱痕跡を認めることができるもののほか1 掘り込み底面に柱の接地痕跡と判断でき

るグライ化面が存在するものもある。

5墓の柱穴のうち、 P3替問..P5からは各1点、の縄文土器破片が出土している。

上限時期はrVal期と判断する。(策)

、
ち

ラ

hJ

S8420建物跡(図版94)

LIVI36 " 37区百層上面で確認した。遺構辻確認、富での長窪0.21~O.26m、薙認惑かちの深さ 0.11

後の6基の柱穴からなる。柱穴配置は六角形を呈し、柱穴4基寸 寸"6)からなる柱毘0.8，._.1.On1の

の向かい合う二辺の中央やや外側にそれぞ、れ1墓の柱穴(Pドが位置する。前柱穴を結ぶ直線を主軸とす

ると 1 その方位はN -Eである。

る Pl 斗が確認密からの深さがO.24--~O.28mと深く百かっ

と柱根固めの埋め演し土を確認することができる。他の柱穴は相対的に浅いがミ土層断面では柱痕跡の可能

性ある黒褐色土の堆積を認めることができる。

6基の柱穴のうち、 Pl" 3の埋め戻し土から縄文土器破片が出土している。

時期はlVa2---IVb期(大許可Bl'"'-'B2式)と判断する。(築〉

から可 の上限

円
九
}

96) 

中心に一部L143;;弘、 LJ44区にかけて泣還する。調査時には4基の;柱穴(Pl;;2斗 eのがおおよそ

柱間2.5n1.-.....3.0mの方形配置をなすことを確認していた。その後の整理段階で百方形柱穴配置の相対する

辺の外側にそれぞれ1基の柱穴(P3"6)の存在を認め、全体で亀甲形柱穴配援の建物跡と判断した。柱穴には

他のいくつ j.... 
仁一 り、 はS1 431 " 617竪穴{主居跡、 よりも新しく、 SR123

土器埋設遺構"SK656土坑、 SKP565柱穴よりも古い。
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3節臨調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

したが、 よび遺物の検出状況から九

り込み詣は と推定できる円

6基の柱穴はそ と規模とから、相対的に大形で方形配置を構成する4基(Pl"2"45)と相対的に小形

で棟持柱状の配置を示す2基(P3"6)とに大汚11できる。 日 -P2間の芯々距離が2.5m"P2-P4閣が3.0m、P4-

P5間が2.8n1、P5-Pl間が2.8m百P3-P6簡の芯々距離は4.4mを誤11る。 P3 P6を結ぶ線分を基軸とすると

その方位はN-70
0 -wである 0

5基の柱穴のうち 1 大形の4基(Pl窃はいずれも掘り込み上位の一部もしくは全体がすり鉢形に開き百

下位が直径0.4，....._，0.5m前後の円筒状を呈している。確認面からの深さは現状で、0.55m""'0.75mを誤IJるが、本来

は0.8mを越えるほどの深さであったと推定する。各柱穴の底面標高値は102.39ny'''102.5lrnで、ある。

これらの柱穴のうち、引の覆土は上半が恵層主体の埋め戻し土、下半が柱痕跡と柱担固め土と判断でき

る。また百底面には柱の設置範留に対応すると推定できるグライ化面がある。これに対し、 P2穆 45にはい

ずれも握り拳大から人頭大の汚擦を底面まで充壊しており、覆土には柱痕跡を認めることができなし iO また、

窓患にも明瞭なグライ化留は確認できなかった。これらむ特徴から、 Plは柱材の柱担部の上半部までを抜

き取り百柱根下半を残したまま埋め戻し、一方、 P2..4"5は柱材全体を抜き取った後、大形の円擦を充填し

て埋め戻したものと判断する。また、底面のグライ化面の有無から 1 ほとんどの柱材は設置後比較的短期間

のうちに抜き取られた可能性を想定しておく。

棟持柱状配置を示す残りの2基の柱穴(P3"6)t土、現状では底がやや丸みを帯びた河筒形状を皇し、

底面標高は他の柱穴よりも10C1TI以上浅し1。覆土の特徴から 1 ともに柱材を抜き取り後、径10cn1前後の地山

磯を多数充填しながら三埋め戻したものと判断する。

上記5墓の柱穴覆土からは比較的多量の縄文土器破片苧石器および時乳類骨片などが出土している。ほと

んどが小破片であることから可基本的に埋め戻し時に混入したものと判断する。ただし、 209-39は比較的大

形の底部破片で可 P4の上位の張り出し部底面から出土しており『意図的に埋められた可能?生が強い。

本遺構は、 5墓の柱穴の短期的な配置から 1 上述したように上部構造をもっ建物跡と る。現状では

に関連する きない。覆土の特徴などから百建物は建築後1 比較的短期間のうちに

解体されたものと想定しておく。その際には柱穴に大形の円礁を充填したり、土器を埋めるといっ

ることができ百ここではこ託らは建物廃絶に伴う儀礼的行為の一部と判断しておく。本遺構は百出土土

と偽造構との重複関係とから、 lVa2鶏(大潟Bl式〉に属する可能性が強いと推挺する。

なお、 P5覆土から採取した土壌資料の残存脂肪分析を株式会社ズコーシャに委託した。その報告では、

当該資料の脂肪酸組成のクラスター分析によるとヒト遺体の直接埋葬例との類似を指摘している。発掘調査

の知見iこ基づく遺構の性格との不整合については百周辺からの当該資料への影響を想定している(第7章第3

節参照)0(楽〉

4 

している。確認面は池山富で\地出磯を含む培褐色土が円形に認めら ~G た。

上面形は直窪O.76m百底面形は径0.62m百深さ0.42mで壁はほぼ垂直に立ち上がる。底部は平坦で堅くしまっ

ている。覆土2 3震はしまりのない黒褐色土で1 全{本的に土器片1 石器片を含んでいて人為的に埋め戻され

たものと考えられる。
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5章構調査区の遺構

遺物は土坑中央部の2層下位で牽形土器の板状C破片が敷かれた誌な状態で検出されたほか百 2 3}震から

土器23点1 石器5点、が出土している。

は覆土の状況から土坑墓と判断され、時期は出土土器からNc期(大洞BC式)と考えられる。(高橋)

SK09土坑(図版97)

調査区北側のLJ48区に位置している。確認面は地山田で、小円擦を含む黒褐色土が0.9XO.6mの楕円形に

認められたが、これは西側でSKP808と切り合っていたために、確認時にはー遺構として確認したものであ

る。 SK09の上面形は直径0.60mの円形で、底面形も直径0.5mほどの円形を呈している。深さは確認面から

0.15mで壁は東側では垂直に立ち上がる。底面は磯層上面に達していて凹凸がある。覆土の黒褐色土はしま

りがあり、土器細片を含んでいて人為的に埋め戻されたものと考えられる。

遺物は覆土中から出土していて土器8点、微小剥離痕ある剥片1点、石核1点、剥片4点が出土している。

本土坑は覆土の状況から、中央に磯を据えた小形の土坑墓と判断される。出土土器が小片で時期不明のた

め、本土坑の時期は詳絡不明である。なお百 SKP808との新IB関係は調査段階では把握出来なつかた。〈

橋)

SK10土坑(図版97)

調査区北側のLJ48区に位置している。確認笛は地山面で、 2.0x 1.3mの楕円形の落ち込みが認められたが1

これは本土坑が西側でSK28を、北側でSKP70を切っていることによるもので、あった。上面形は径1.19---1. 30m 

の不整円形で、深さ0.46m三底面は0βX1.0mの楕円形を呈している。砂磯層上面まで達している底面は凹

凸があり、壁は西側では直線的に外傾するが、東側では凹凸を繰り返しながら大きく外傾しながら立ち上が

る。

覆土の黒褐色土は堅くしまりがあり、炭化物、土器片のほか地山ブロックが含まれる。また『覆土上位か

ら中位にかけては大形の河擦が検出されたが三覆土とともに埋め戻されたものである。

遺物は覆土中から土器10点が出土している。

本土坑は覆土の状況から土坑墓と判断され、出土土器とSK28との切り合いからPlal期がその上限時期の

時期と考える。(高橋)

SK11土坑(図版97)

調査区北側のLト LJ48区に位置している。確認面は地山商で、1.9X 1.2mの楕円形の落ち込みが認められ

たが、北側でSK58を切っていることによるものである。上面は径1.21-""1.53mの不整円形1 深さ 0.84mで、

底面は直径1.2m前後の円形を呈している。竪は、底部よりわずかに上で、少し外に丸く張り出し百一度くび

れてから南側では大きく外領し、北側では法ぼ垂直に立ち上がる。覆土は全て人為的な埋め戻しである。

1--...3層は地山土と黒色土とを交互に埋め戻している。また4}露中には大形の円擦も同特に埋めている。

遺物は2.. 4寸層から出土していて、土器159点、石室長1点、石核3点、出石類2点、剥片34点が出土してい

。
る

本土坑は覆土の状況から土坑慕と判断され百出土土器からrvc期(大潟BC式〉をその上限時期と考える。

(高橋)
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3昂

調査区北側L している。

きた。

lま ブワックのある

している

さ

したものである。ものである。 は

ら土器19点、スクレイパー1点、郡片5点が出土している。

らIVa2期(大潟印式)をそ と る。

SKi 

し、北東側は調査区外にかかっている。確認は境界壁の精査によってなさ

いることがわかったn 繕査ができた部分からは、上面が0.7以上 0.8m、底面が0.6m

0.7n1の構円形あるいは河形を呈するものと推定される。深さは立2mほどで、底面はfUi凸があり、

{~Ij ~こ傾斜していて、壁は外傾して立ち上がる。覆土はしまりのない培福色土で、炭化物1 遺物をわずかに

んでいる。 21自の擦は底面から浮いた状態で検出された。

遺物は、土器11点、スクレイパ-2点、微小部離痕ある郡片1点、郡片3点が出土している。

本土坑の性格は不明だが、出土土器からIVc期(大泊BC式)をその上限時期と考える。(高橋)

SK15土坑(図版98)

調査区北側L147区に位置する。確認面は地山面で百黒褐色土の径0.8mほどの不整円形の落ち込みが認め

られた。上記は径0.65'-""0.86m可底面は0.57，........，0.70mの不整円形を呈している。 採さは0.27m、底面は平坦で、

は直線的に外傾して立ち上がる。覆土は1" 2層とも人為的に埋め戻されたもので、 2!警の埋め戻し段階で

中央の産方体の擦が立っていた可能2性がある。 1層は包含層由来の土である。

み
i
品 らの ほとんどで、土器45点、剥片2点が出土している。

iっ と判断され、出 1- 黒からlva拐をそ と考える。

SK1 

1 ーに的置する。確認面はi宮山で、褐色土が1.9 1.0mの橋円形.に広がっているのが認め

られた。これはSK16B、SKP68と重捜していたためで、調査の結果からSK16AはSI{16Bを切って、 SI{P68

には切られていることがわかった。上面は径1.1m、底面は1.0mの不整円形を呈している。深さ O.2mで底面

は凹凸があり、壁はわずかに外領しながら立ち上がる。覆土1層は、地山漸移層からの流れ込みで、 3 4層

は土器片可炭化物を含み人為的に埋め戻された土である。

遺物は3ぺ遥から出土していて1 土器片31点1 石錬1点王石室住1点1 剥片9点が出土している。

本土坑の性格は不明であるが1 出土土器からrvc期(大詔BC式)をそのよ際持惑と考える。(高橋)

SK16B土坑(図版98)

調査区北側L147区に位置する。 SK16AとSKP68によって切られる。上面は直径O.9mの円形か、 O.9XO.9m

以上の楕円形を呈するものと想定され百底面も同じく直窪0.8mの円形か五 0.8XO.8m以上の楕円形が想定さ

れる。深さ0.25mで、底面は中央部が一段低くなっていて、壁は緩く外傾して立ち上がる。覆土1層は地山
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第 5章南謂査区の遺構

持ir移}霞が理め戻されたもので、 3層も同様である。中央部にある自然、機も3層の埋め戻される段階で投げ込ま

れたものであろう。

遺物は3J習から出土していて、土器片17点、新片2点である。

本土坑の性絡は不明で、あるが、その時期は出土土器とSK16Aとの切り合い関係とから、 IVa2期(大洞印式〉

からIVc期(大潟BC式)に属すると考えられる。(高橋)

SIく25土坑(図版98)

調査区北側LJ48"LK48"49区に位置する。確認面は地山であるが百暗褐色土の不整円形フ。ランが認められ

たが、北から西にかけてはの上位半分は百撹乱によって大きく削平を受けている。遺存する部分から、上市

は直径0.6111以上の円形と推定され、底面は直径0.30mの円形を呈する。覆土はい 2層とも埋め戻されたもの

で、 2J麗は本来地山漸移層の土で、ある。なお2層上位に拳大の際とともにある扇平な大形の磯が1 意識的に置

かれたものであるのかは不明である。

遺物は1層から出土していて、土器片21点、剥片5点である。

本土坑の性格は不明であるが、出土土器からrvc期(大潟BC式)をその上限時期と考える。(高橋〉

SK28土坑(図版97)

LJ48区に位置している。確認菌は地山で、 SK10に切られている。上面は直径1.0mで百深さ0.35m，底面

は直径1.1rnで、上田7
0

ランよりもわずかに外に張り出している。砂磯層上部ま

あり九壁は中位で一度くびれ、外傾して立ち上がる。

覆土2層は、 E層が埋め戻されたもので、炭化物、土器片を含む。 1層は土坑掘削時の地山土が埋め戻され

している底面には回凸が

たものである。

遺物は主に2属から出土していて、土器片21点、郡片7点である。

本土坑の性格は不明であるが、出土土器からrVa1期をその上限時識と考える。(高橋)

SK52土坑(図版98)

調査区北側LK47区 0
 

7
9
 

は地山宿で、 lま ち込みを議認した。上部

形は直径0.6n入底面は直径0.4mの円形である。 深さは0.2n1"底面は平坦で、壁は丸みをもちながら外領し

て立ち上がる。覆土は炭化物の混入する褐色土の上に、炭化物、土器片、磯を含む黒褐色土が主体となる。

1J曹は土坑上部にあった礁と共に、土坑内に落ち込んだ可能性もある。

遺物は1 2麗から出土していて、土器片21点、石核1点、剥片4点である。

本土坑の性格は不明だが、出土土器からrVb期(大沼田式)をその上限時期と考える。(高播)

S~く56土読〈図版99)

確認した。

むlまかは平坦で、

子百

し、 SKP59に切られる。確認面は地山面で、径1mほどの培褐色土の落ち込み

.Om、底面が産径0.9m前後の円形をする。深さむ.15mで、底面は中央部がくぽ

は直椋的に外傾して立ち上がる。覆土はい 3層は培樺色~黒褐色土で百炭化物百焼土粒

されたものである。特に土坑内南西部では3層上面で赤往顔料を確認し

遺物はい 3層から出土していて、土器片的点、スクレイパー1点、微小剥離痕ある剥片2点1 石核1
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第 3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

片20点である。

本土坑は覆土の状況と赤色顔料の存在から土坑墓と判断され、出土土器からIVc期(大jfP]BC式)をそのよ限

時期と考える。(高橋)

SK58土坑(図版97)

調査区北側のL1 "LJ48区に位置し、 SKllに大きく切られている。確認面は地山面であるが、確認時には

SKll単独の遺構として捉えており、半載の結果から重複していることがわかったものである。土坑の規模

は遺存している部分から、上面形は直径1.2m以上の円形で、深さ0.45m以上の断面が播鉢状を呈するものと

推定される。覆土は培褐色土で、自然、堆積と考えられる。

本土坑の性格は不明である。時期については、 SK1Uこ切られることからIVc期(大洞BC式)以前に属する。

遺物が出土していないため、より詳細な時期は不明である。(高橋)

SK60土坑(図版99)

調査区中央LJ"LK46区に位置する。 1990年の範囲確認調査によってすでに確認されていた土坑である。

確認面は地山漸移麗で直径1.0mほどの黒褐色土の落ち込みが確認された。

上面形は1.36x 1.09mの楕円形を呈しているが百底面は誼径0.9m前後の円形である。確認前からの深さは

0.46mで砂磯層に達しているため、底面にはわずかな但凸があり 1 壁は丸みを持ちながら緩く立ち上がる。

覆土の黒褐色土は本来捨て場の土で、本土坑は捨て場の形成後か形成途中に掘り込まれ、埋め戻されたもの

である。したがって覆土l層中に含まれる擦や土器。石器や骨は本来捨て場を形成していた遺物と考えられ

る。

出土遺物は、土器片48点、有子L土製品1点1 スクレイパー3点、模形石器1点、石核2点、石剣類1点、剥片

10点が出土している。

本土坑は覆土の状況か と判断され、 IVc期(大病BC式)をその上限時期と考える。(高橋)

SK61土坑(図版99)

調査区の中央LK46区に位置する。 は地山部で黒褐色土が1.6)<2.3mほどの不整の円形に認められた

カ玉、 SK61 " 142と

jっかっ fこO

していたことによるもので、議査の結果から本土玩がSK61.. 142よりも新しいことが

上面形は0.95XO.69m、底面形も0.82XO.66mの楕円形を皇し、深さ0.40mで、壁はわず、かに外形して立ち

がる。底面は平坦で西側は上面プランよりもわず、かに外側に張り出している。覆土い 3層はしまりのある黒

褐色土で、下位ほど土器片、ませ片の混入度が高~)o 2層は軟らかく混入物を含まない焼土ブロックで 1 い 3

と共に人為的に埋め戻されたものである。

は土器片ミ剥片が覆土全体から出土しているが、土坑中央部の底面から6cmほど上位で1 者形十誤が

口縁部を西側に向けて横倒しの状態で検出された。壷形土器の中には黒色土が全容量の1/3ほど入っており、

魚、骨片を確認した。

本土坑は遺物の出土状況か

(高橋)

と判断され、時期は出土土器からrvc鶏(大沼BC式)と考えられる。
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第 5

調査区中央のLK46区に位置する。北側SK61に切られ、 SK142を切っている。上形は径1.20'""-'1.41m、

も直径1.1m前後の円形を呈する。深さ0.47mで、底面は緩い起伏があるが、竪くしまっている。

からほぼ垂直に立ち上がる。覆土は黒褐色土主体で全体に地山の小円磯が30%以上含まれ、堅くしまってい

ることから、人為的に埋め戻されたものと考えられる。また、確認面から2}蓄にかけては人頭大の磯や遺物

を検出したが特徴的な出土状況は示しておらず、元来覆土中に含まれていたものと判断される。

よ毒物は、土器片74点百微小剥離痕のある剥片2点、剥片7点、である。

は覆土の状況から土坑墓と判断され、時期は、

Nc期(大i~JBC式)と考える。

とSK61によって切られていることから、

¥
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した。掘り込みは長径0.80田、 る。確認面から底面

までの深さは0.43mを測る。土坑の長軸方位はN Wである。

覆土は三分した。上位のい 2層はともに地山擦を多量に含み、基本的に地山土とクロボク土との混合土を

主体とした連続した埋め戻し土と判断する。また、覆土上位からは窪20'-""'30 C111前後の大形の門様3点がまと

まって出土している。土坑下半に堆議する3層は上位よりも士宮山磯の混入が少なく、土色はより黒味が強い。

覆土からはち縄文土器破片約80点、微小剥離痕ある剥片3点、剥片18点、五核2点1 凹石類1点、などが出土

した。石核および凹石類以外はいずれも小破片であることから、混入したものと判断しておく。石核2点、は

覆土上位から、凹石類は覆土下位からの出土である。意図的に埋められた可能性を想定し得るものの、検出

状況からは確定し難い。

本選構は、その形態と覆土の特徴とから上面に大形円擦を据えた比較的小規模の土坑墓であったものと推

定する。覆土下位が遺体埋葬部位に相当する可能性があろう。出土土器から百本遺構の上限時期をIVc期(大

潟BC式〉と判断する。(築)

SK76土坑(図版100)

LJ脅 LK37 LK38区四層上国で確認した。 北東側中央をSR39土器埋設遺構に切られている。掘り込みは

長径1.86111、短径0.71mの楕円形平面をなす。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。確認密から

の深さは0.35mを測る。土坑長軸方位はN- Wである。覆土は1---4層に分けた。このうち百 1層は後世

に堆積した旧耕作土である。本来の覆土のうち、土坑中~上位に堆積する2}警は地山土塊を多量に含み、人

為的な埋め戻し土と判断できる。底面直上に堆積する3ぺ層は上層よりも相対的に地山土粒の混入が少ない。

覆土中からは、縄文土器破片約60点、石錬2点、二次加工ある剥片1点1 剥片24点などが出土した。このほか1

土坑南東端側の両壁際からは長径20cm以上の大形円諜各1点、が出土している。

は形態および覆土の特徴から、土坑墓と判断する。出土遺物はいずれも小片であることから、

的に埋め戻し持に混入したものと推定する。ただし、石鍛2点、は底面直上から出土しており、副葬品と判断

しておく。また 1 南東端壁際への円磯設置が遺体頭部に関連する構造とするならば、遺体埋葬頭位方向は南

東方向となろう。本土坑は、出土土器とSR39土器埋設遺構との切り合い関係とから， IVb期(大洞院式〉に

属する可能性が強いと推定する。(楽〉
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第 3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

SK102土設(図版100)

L 1 45区董層上面で確認した。 SN122屋外炉調査時に掘削した試掘溝により、遺構南西端は未確認である。

現状から、掘り込みは径0.70m前後の不整円形平面をなすものと推定する。壁は比較的急角度で立ち上がっ

ており、確認面から底面までの深さは0.44mである。

確認面上には径10，......，20cm前後の円磯~亜角燥が数点存在していた。また、覆土は上下に二分した。いず

れも地山磯の混入が比較的顕著であり、人為的な埋め戻し土と判断する。上層は確認面上での磯を据える時

の埋め戻し土の可能性があろう。

覆土中からは、縄文土器破片11点、石嫉破片l点、二次加工ある郡片l点、剥片6点などが出土した。いず

れも小破片であり、埋め戻し時に混入した可能性が強いものと判断する。

本遺構はその形態が柱穴に類似する。また、確認頭上での磯が人為的に配された可能性もあるが、現状で

は断定し難し ¥0 ここでは土;坑として扱ったが、その具体的な性格は不明である。小破片であるため、必ずし

も明瞭ではないが百出土土器から本選議の上限時期はIVb期(大洞B2式)前後と推定しておく。〈楽)

SKi03土坑(図版100)

調査区中央のLK"LL46区に位置する。確認は霊層中で百直径1.5mほどの円形に黒褐色土の落ち込みが確

認された。上田形は径1.37，......，1.43m、底面形も径1.2m前後の円形を呈している。確認面からの深さは0.53m

ほどである。底面は堅くしまっているものの南から北に向かつて緩く傾斜していて、壁は緩く立ち上がる。

覆土1題は自然の流れ込みであるが、 2層は竪くしまっており、盟}留が大形の濡平な礁とともに埋め戻された

ものである。

遺物は1}畜から2層にかけて、土器60点百石核1点、出石類l点も剥片4点が出土しているが、いず批も意図

的に配置されたような出土状況ではない。また2層からは骨片が数点出土しているものの、埋め戻しの際に

覆土中に含まれていたものと考えられる。

本土坑は覆土の状況や諜の在り方から土坑墓と判断され、出土土器から[vb.........，rvc期(大洞B2，.._，大潟BC式)

モの上限時期と考える。(高橋)

SK1部土坑(図坂100)

LK36区羽層上面で確認した。東半は後世の撹きしにより破壊されていた。現状から、掘り込みは長径1.72111、

短径0.75111の長楕円形平面をなすものと推定する。壁はかなり緩やかに立ち上がり、底面は凹凸がある。確

認面から底面までの深さは現状で、0.12mに過ぎない。長戦方位はN 18
0 

Eである。

覆土は粒状および塊状の地山土を含み可人為的な埋め戻し土と判断する。覆土中からは縄文土器破片5点

が出土した。いずれも小片であり百埋め戻し特に混入したものと推定する。

本選構は形態と覆土の特徴とから土坑墓と判断する。現状では詳細な時期は不明である。(楽〉

SK1 土坑(図版101)

LJ"LK36区百層上面で確認した。掘り込みは長径1.64m、短径0.81mの靖円形平田をなす。援は急傾斜で

立ち上がり、底面はほぼ平坦で、ある。確認面からの深さは0.18mを測る。長軸方位はN-74
0 -wである。

は主に地山土粒の混入度の差から1--"'12層に分けた。このうち4層は土坑西端部jに部分的に分布する

色顔料を混在する堆積である。この4層に隣接して径20cmを越える大形円磯1点が出土している。また、覆

nu 



第 5章南調査区の遺構

土の主体を占める は、断面では大勢とし ることから、基本的に連続した埋め戻し

土と推定する。覆土中からは縄文土器破片約40点、若IJ片打点、が出土している。出土遺物はし1ずれも小片であ

り、埋め戻し時に混入したものと推定する。

は形態および覆土の特徴から、土坑慕と推定する。赤色顔料および大形河機分布位置が埋葬遺体頭

と対応すると想定すると、埋葬頭位方向は西北活方向となる。出土土器から百本土坑の上限時期を

IVa期と判断する。(築)

81く110土坑(図版101)

した。長径1.61m冗短径1.30mの楕円形平面をなす。援はかすかに開き気味に立ち

上がり、底面はほぼ平沼である。確認面からの深さ法0.24mを拠出。土坑長軸方位はN- -Wである。

は 1~---9層に分けた。土層断面では不整な堆横形状を示しており、基本的に人為的な埋め戻し土と判断

する。土坑北西端側では覆土上位から台部を欠いた香炉形土器が、また、土坑北壁擦の底面直上からはひす

い製の小三五が出土したっこのほか、縄文土器破片約20点1 ニ次加工ある剥片2点王微小剥離痘ある剥片2点、

剥片19点などが出土している。これらはいずれも小片であることから、埋め戻し特に混入したものと推定す

る。

本遺構は形態および覆土の特徴から百土坑墓と推定する。底面直上から出土した小玉は埋葬遺体の装着品、

覆土上位で出土した香炉形土器は副葬品と推定する。本土坑の時期は、出土した香炉形土器から可 IVc期(大

潟BC式)と判断する。(楽)

8K136土坑(図版101)

調査区中央のLK45"46区に位置する。確認面は地山であるが、範函確認調査の擦に既に確認されていた土

坑である。土坑の規模は1 北側がトレンチによって削平を受けているが1 上面が径1.46'--'1.50n1、底面は直

.3rn前後のほぼ円形を呈している。深さ0.43mで、底面は平坦で、壁は緩く外傾して立ち上がる。覆土は

褐色土であるが1 中位に地出土である2}醤砂磯土があり、人為的に;埋め戻されたものである。遺物は3層から

まとまって出土しているが、特殊な出土状況は示しておらず1 また磯も覆土とともに投げ込まれたものであ

。
る

は、土器片186点、石匙1点、石核1点、白石類2点、剥片75点出土している。

本土坑は覆土の状況から土坑墓と判断され、出土土器からIVa1期をその上限特異ijと考える。(高橋)

SK137土坑(図版101)

調査区北側のLK46区に位置する。確認面は地山であるが、上面の東側半分は、範囲確認調査時に削平を

けている。上面形は0.9m>< 

O.2mで、

横状況からは人為的に埋め戻さ

出土しただけである。

本土坑は護土の状況から

底面は0.55>< 0.35mの権丹形を翠するものと推測される。 深さ

る。覆土は炭化物を含み、しまりのある黒色土で、堆

ものと られる。覆土中からは粗製深鉢形土器の無文体部細片が1点、

と判断される。時期については不明である。(高橋〉

8K138土坑(図版102)
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3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

調査区北側のLH"L1 46"47区に位置する。確認はよ面にある8NI0lの精査中iこなされ"8NI0lよりも古く、

8K139を切っている。上面は径0.87'-"""0.96m百底面も誼径0.6m前後の円形を呈している。深さ 0.35mで¥

面は中央に向かつて緩く傾斜している。壁は丸みを持ちながら緩く外傾する。覆土は極培褐色土が主体で、

炭化物百土器片を含んでいる。土坑内北側には鉢形土器が、ロ縁部を南にして横倒しの状態で確認されてお

り、供献されたものと考えられる。

よ毒物は、土器片5点、剥片l点が出土している。

本土坑は遺物の出土状況から土坑墓と判断され、時期は出土土器からIVc期(大洞BC式)である。(高橋)

SIく139土就〈図版102)

調査区北部のLH"L1 46区に位置する。確認は8K138と向様に8NI01 になされ、 8NI0lよりも

く百 8K139に切られる。上面は径0.9m前後、法面は0.6m前後の円形を呈するものと推測される。深さ0.32n1

で、底面は凹凸があり有壁はほぼ霊直に立ち上がる。覆土は、炭化物を含む培褐色土で-人為的に埋め戻され

たものである。

本土坑は覆土の状況から土坑墓と判断され、 8K138との切り合い関採からrvc期(大洞BC式〉と同時期かそ

れ以前と考えられる。(高橋)

3幻 42土筑(図版99)

調査区中央のLK46区に位置し百 8K61" 62によって西側を切られている。上面は麗径0.7m以上、底面も

直径O霊5111以上の円形を呈するものと推測される。深さ0.40mで底認は東側に向かつて緩く傾斜している。壁

は底密からO昼2m'まど上で一度くびれて1 大きく外傾して立ち上がる。覆土1層は地山の小丹際、遺物百炭化

物を含み竪くしまりがあり、その下の2 3層はま輩出由来の土であり 1 いずれも人為的に埋め戻されたもので

ある。

遺物は王土器片23点王季Ij片9点が出土している。

本土坑は覆土の状況から土坑墓と判断され百 8K61" 62との切り合い関係からIVa1期を上限時期、[¥1c期を

下限時期と考える。(高橋)

5iく143土説(国版102)

LK37区VII層上面で確認した。遺構南西部では黒褐色土と褐色繰層とからなる倒木痕を掘り込んでいる可

能性がある。遺構は長軸1.65m"短軸O.70mの隅丸方形平面をなすO 壁はほぼ霊直に立ち上がり、底面は平

坦である。確認面からの深さは0.21mを測る。長車出方位はN-62
0

-VVである。

土坑北西端には径20cm前後の大形円礁が数点集中する。また土坑両長辺の壁際には、小形の蛮角磯が底

留から若干上位に部分的にめぐっている。これらの車角擦は街西側に存在する と
0

5

」

司

令

。

主」

L

に
7

し土坑i今 は地ill土粒の混ノ入が顕著で、ある。その混入震には変異が著しいため、 1~6層

と土}畜産rr面形状から、基本的に連続した埋め更し土と判断する。

土坑内からは、縄文土器破片約10点、スクレイノマ-"白石類各1点、剥片2点な したd縄文土器は

いずれも小片であり百埋め戻し特に混入したものと判断する。スクレイパー@由右類については意図的に埋

められたものかは判断し難い。

本遺構は有形態および覆土の特徴から、土坑墓と判断する。土坑北西端の大形円擦は遺体頭部倶!Jに意図的

-103 



第 5章南調査区の遺構

に置かれたものと想定しておく。また、土坑長辺壁際の謹角擦は、土坑の内部施設む裏込め等の可能性も

し得るが1 現状では判断し難~\o 本土坑は出土土器から rvb'--Tvc期(大潟B2---大潟BC式〉前後を上限とす

る可能性が高いと推定する。(築)

SK150A土坑(図版102)

LJ35区vll層上面で確認した。 SKP150B柱穴を切り、西側でSK213土坑に切られている。権認状況から、

.07m前後の円形平面をなすものと推定する。控の下半は袋状に広がり丸底面には凹凸がある。確認出

からの深さは0.86n1で、ある。

覆土は1---8層に分けた。その特徴から、大きく、下層群(5~8J喜入中層群(3 .. 4層入上層群(1.. 2層)にま

とめることができる。下層群はクロボク土およびクロボク土と壁の崩壊土との混合土からなる。土坑掘削後

一定期間関口状態にあった時点での周閉からの流入土を主体とした堆積と判断する。中層群はし1ずれも地山

土の混入が顕著で、人為的な填め戻し土と判断できる。この中層群からは底部を打ち欠いた粗製深鉢が横位

の状態で出土している。この粗製深鉢内からは、それぞれ翌日個体の粗製深鉢口縁部~服部破片と粗製深鉢底

部破片2点、や凹石類l点、が出土したほか1 深鉢内覆土下位からは小形の培乳類の骨片12点も出土している。上

層群のうち、 2層は炭化物を多量に含み、本層を取り囲むように三方に円擦が巡っている。周辺で焼土は確

認していないが、これらの状況から、本土坑は埋め戻しの最終段階で1 上患に石間炉状の施設が構築され1

使用されたものと推定する c

本土坑覆土中からはこのほかに、縄文土器破片約60点、二次加工ある剥片l点冗微小剥離痕ある剥片5点、

まIJ片50点、石核1点などが出土している。これらの遺物が意図的に理められたものかは現状では判断し難い。

本遺構は掘削当初は関口状態で利用されたものと誰定できるがョその詳細な性格は不明で、三うる。その後、

関口部近くまで埋め戻し、その際には底部を打ち欠いた粗製深鉢を横位に埋めている。この深鉢内部からは

土器破片などのほか、時乳類?の骨片12点、も出土している。この深鉢は土器棺でるった可能性も想定し得る

ものの、確実ではないc その後、土;坑上面で石西炉状の施設を作り、短期間大を焚いたものと誰測する。こ

れらのことから、本土坑は埋没の最終段階には祭程的な施設として利用された可能性が強いものと推定する

が¥確実ではない。本土坑の最終的な埋没時期は百中層群に埋められた土器群から百 rvc期〈大洞BC式)に属

すると判断する。(築〉

S幻 51こと坑(図版103)

LJ LK36" 37区羽層上面で確認した。掘り込みは長軸1.53m、短軸0.73mの隅丸方形平面をなす。壁は

やや開き気味に立ち上がり、底面は地山の段丘磯層を掘り込んでいるため、やや凹凸がある。確認面から底

面までの深さは現状で、0.16n1を測る。長特方位はN-8f Wである。

覆土は上下に二分した。上;警は地山擦を多量に含み、土坑掘削土の埋め戻し土と判断する。下層はより

味の強い色認をなし、少量の遺物を含んでいる。本層からの出土遺物には縄文土器破片3点、教小剥離痕あ

る去IJ片l点、がある。

本遺構は形態から、偶丸方形平面の土坑墓と判断する。 は主として遺体埋葬部位に担当する堆積の可

能性があろう。出土遺物はいずれも小片であり、埋め戻し時に混入したものと判断する。出土土器から、本

遺構の上限時期はIVa2期(大潟印式〉と判断する。〈楽〉
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した口南東半が倒木壌により破壊されている。

る。壁は比較的急傾斜で立ち上がり、底窃はiま

iっ、

である。確認密からの深さは

0.16111を測る。土坑長軸方位はN 63
0 

VVである。

は 1 ，.._5躍に:分けた。 lJ警は地山土を主体とし、土;坑上位中央に堆穫する。 2~5層はクロボク土と地山

土との混合土である。主として地山土粒の混入度の差で分題したが1 基本的には連続した埋め戻し土と判断

する。覆土中からは縄文土器破片15点百剥片12点などが出土している。いずれも小片であることから、埋め

し時に混入したものと推定する。

本土坑は形態および覆土の特徴から鰐丸方形平面の土坑墓と判断する。覆土l層は当初地表面に小UJ状に

したものがミ後世に焔没した堆積の可能性があろう。出土土器から、本遺構の上限時期はIVa2期(大洞

B1式)と判断する。(築)

SK165土坑〈図版103)

LJ38区VII層上屈で穣認した。 SR160土器埋設遺講に切られ、 SK254土;坑を弱っているO 百態忍面では径1.06111

のやや不整の円形平認をなす。掘り込みは確認雷から0.15111前後下位が袋状に広がり、底部はほぼ平坦であ

る。確認留から底留までの深さは0.56111である。

覆土は1~9層に分けた。各層の造物出土状況等の特徴から、大きくは下層群(8 9層)、中層群(3~7層入

にまとめることができる。下層群のうち、主体を占める8層中からは縄文土器破片

なるように多量に出土している。また、 9麗は土坑掘削土の残土と判断する。中層群はいずれもよ毒物をほと

んど含まない。 3'""5J警は壁の崩壊土と周密からの流入土の混合した堆積百 5層は人為的な埋め茂し十.，.7層は

クロボク土の流入土と判断する。上層群からは多量の遺物のほか、長径30cln:ili~ ，大形円磯も出土している。

は、遺物等の出土状態から可人為的な埋め戻し土と判断する。

覆土上層群および下層群からは百上述のように縄文土器破片がまとまって出土している。いずれも大形破

片を含むものの、完形に復元できるものはなし ¥0 この廷か土坑確認面上で渡姿土{見破片が出土している。ま

た百出土石器には石銭l点、スクレイパーl点、二次加工ある郡片11点、徴小剥離痕ある剥片4点、剥片59点

がある。石器群の詳細な出土状態は不明である。

本土;坑は百覆土の特徴と遺物等の出土状態とから百当初完底面上に縄文土器破片を廃棄し、底面から

約20cmの高さまで埋めた後、一時間口状態にあったものと推定する。そθ後、関口部近くまで一気に埋め

し、最終的に残ったくぼみを遺物や大形円磯とともに埋め立てたものと判醗する。覆土上層群での遺物等

の出土状態は本遺跡において土坑墓と判断したものとの共通性も認めることができる。このことから、本土
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第 5章南調査区の遺構

坑は最終的には土坑墓として利用された可能性も想定し得るものの、現状では断定し難い。また可当初の土

坑の性格も判然としない。ただし、本土坑を屈むように土坑墓が分布し、かっ本土坑は周辺地区では最も古

い時期の遺構群に属すると推定できることから、土坑墓造営にあたっての中心的施設で、あった可能性も考慮

すべきかもしれない。

なお、覆土上層群と下層群とでは出土縄文土器に顕著な時期差を認めることはできなし1。出土土器から、

本土坑はIVa1期に属すると判断する。(築〉

SK167土坑(図版104)

LL .. LIvI38区VlI層上部で確認した。 SK335.. 411土坑と並列する。掘り込みは長径1.64m"短径0.68mの長

楕円形平田をなす。壁は比較的急角度で立ち上がり、底面はほぼ平坦である。確認面から、底面までの深さ

は0.20n1を誤IJる。長軸方位はN-40
0 

Eである。

は地山土粒を部分的に斑状に含み、連続した埋め戻し土と判断する。覆土中からの出土遺物はない。

本遺構は形態および覆土の特徴から楕円形平面の土坑墓と判断する。詳細な時期は不明で、ある。ただし、

SK335 .. 411土坑と並列する位置関係から、それらの土坑と棺前後する時期の可能性があろう。(楽〉

SK173土坑(図版104)

調査区東側のLF46区に位置している。確認面は地山部で、黒褐色土と樫色土の混合土の落ち込みを確認し

た。北側半分が調査区外にかかっているため、南側の半分を調査したことになるが1 上面形及び底面形は直

径1.1n1ほどの円形を呈するものと推測される。深さは0.27111で、平坦でしまりのある底面から援は垂直に立

ち上がる。覆土は、炭化物を含む黒褐色土で、その下には黒褐色土が厚さ3cmで、均一に堆積しており三埋め

されたものである。底面中央部にある濡平な磯は九意図的に置かれたものであろう。

造物は、覆土から土器片1点、スクレイパ-1点が出土している。

本土坑は覆土と磯の状況から土坑墓と考えられ、出土土器からr/a2期(大詔印式〉を上限時期と考える。

SK179B土坑(図版104)

LI 百層上面で確認した。 SR179A土器埋設遺構に切られている。現状から、長窪0.45m"短径0.30m

前後の楕円形平面をなす。確認古からの深さは0.25mである。覆土は単一層と認定した。地i1J擦を中量含む

ほかは、顕著な混入物を認めることはできなかった。

本遺構はその形態から、小形の土坑墓の可能性も想定し得るが、確実ではない。 SR179A土器埋設遺構と

の切り合い関係から百その下限時期はf¥Tc期(大洞BC式)と判断できる。(築)

3瓦186土説(図版104)

L 146区羽層上屈で確認した。 SKP289柱穴を切り、 SKP185柱穴に切られている。

本土坑は調査時において掘り込み南東部を確認する ζ とはできなかった。ここでは、遺物の分布状混から、

本来、長径1.12n1、短径0.90111前後の不整靖円形平面をなすものと推定しておく。壁は緩やかに立ち上がり百

確認面から底面までの深さは0.26mである。長特方位は西北西方向かと推定する。

は地iお礁を多量に含む黒褐色土を主体とする。土坑中央底面から4cm前後上位iこ焼土塊があり、その
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3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

上位に{ま笹山_.._---20cm前後の円磯が集中する。さらにそ は2覆の深鉢の大形破片が広がっ

ていた。

底面上位からの焼土塊の周囲には明確な被熱痕を認めることができなかったため、焼士が検出位置で形成

されたかは、現状では判断し難い。ただし百覆土の特徴から、土坑埋め戻しにあたって、焼土の形成もしく

は投棄後百その周囲に河際を入れ百さらにその上位に土器破片を敷くとし寸行為の存在を認めることができ

ょう。

焼土塊の上下での覆土土質の明瞭な差違を認めることはできなかったが、覆土下位からはほとんど遺物の

出土はなく、大半の遺物は覆土上位からの出土である。出土遺物には縄文土器破片約80点、二次加工ある剥

片3点百微小剥離痕ある剥片l点可剥片13点などがある。これらは上述した深鉢破片以外はし1ずれも小片であ

り、基本的に埋め戻し特に混入したもちと判断する。

は形態と覆土の特徴とから 1 不整椿月形平iifの土坑墓と る。詳細は判然としない

して焼土塊や諜1 さらには土器破片などを意図的に埋めた可能性があろう。本土坑は出土し

片から""fvb期(大潟B2式)に属すると判断する。なおちごと坑北西端から出土した221-20は1 その

ら土坑埋め箆し後に混入したものと推定する。(楽〉

SK194土設(図版104)

調査区東側のLE"LF45区 している。 磁認留は地山田で、人頭大の磯を中心に培褐色土が直径1.2m

に広がっているのが確認された。上面は径1.3 0----1. 49 lTI百底面も痘径1.2m前後の円形を呈しており、深さ0.54111

で底面はほぼ平坦である。壁は底面から垂直に立ち上がるが1 北側では中位で上面プランよりも外に張り出

はしまりのない培樺色土で全体的に遺物を含む。確認面から底面までの金属中に大小の擦を検出し

たが九これらの磯は覆土埋め戻し時iこ意図的に投げ込ま ものであろう。

遺物は百土器片17点百スクレイパ

に土;坑内に納められたものではなく吉

本土誌は覆土の状況からすて坑墓と

している。

剥片8点が出土しているが百出土状況からは意識的

いたもので三うろう。

iっ と考える。

は増山富で、 的 られた

上面が径0.75m五誌面が径0.6111ほどの不整円形を呈していて、深さ0.5mで底面は平坦で堅くしまっている。

は底面からほぼ議直に立ち上がる。覆土はしまりのある褐色土で、地UJ土が理め戻されたものと考えられ

る。底面西側にある擦は1 底面からわずかに浮いた状況で検出されたが1 意図的に置かれたものとは考えが

fごし'0

本土坑の?生務争時惑については不明である。

LK41区に位置する。 SKP478 597柱穴を切っている。豆層上面で、遺物の集中を検出し、遺構の存在を

想したが1 最終的にV層下位で掘り込みを確認した。掘り込み確認、面では1 長径な72111、短径0.70111前後の

ほぼ円形平面をなし 1 確認逝からの深さは0.25111で、あった。ただ、し、立層上田での遺物分布状況から、

は径0.90111百深さO.36m程度の規模があるものと推定できる。現状で1 壁はやや緩やかに立ち上がり、底面
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遺構調査時の試掘溝掘削による削平のため百 は未確認である。現状から 部径l

さO.4m前後のすり鈴形の掘り込みであった可能性を推定する。

は色調から三分した。各層とも炭化物を多量に含むことから九いずれも埋め戻し土と判断する。

らは大形の円磯と出石類および石盟各1点、が出土ーしている。このほか百覆土中からは百

器破片約120点、石匙l点、二次加工ある剥片1点百微小景IJ離痕ある剥片2点、剥片4点、や骨片2点などが出土し

ている。

は、土坑形態と覆土の特徴とから百 と判断する。出土遺物のうち、上位からの と石皿

あ

い関係

とともに埋葬時に意図的に寵いたとものとの想定もできょう。その他の遺物はいずれも

ることから、埋め戻し時に混入したものと判断しておく。出土土器とSR36土器埋設遺構との切り

とから、本遺構の時期はIVc期(大沼BC式)と判断する。(築)

調査区東側のLF44区に位置している。確認、部は地出面で、 ほどの円形に広がっ

れた。上国は霞径0:7m、底面は直径0.6mの

ている。壁は直線的に外傾して立ち上がる。

れたものと考えられる。

より

していて、深さ0.15m

は炭化物を含むしまりのなし

さ

し

さ

しているが丸いずれも まれていたものである。

について ある。

した円

マま

しさ

L
Z
一

麟

E

j

仁

c
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口市

り¥

掘り込み り、 は

っている。

てア

句 。

らの深さは0.29111を誤ijる。土坑平面の長結方位はN VVである。

は上下に二分した。上層は地山土を含み、人為的な埋め戻し土と推定できる。

の混入が少ない。覆土中からは縄文土器破片3点、剥片3点が出土している。

は形態および覆土の特徴から、楕円形平面の土坑墓と判断するつ

は相対的に治山土

らの はし も

小片であり、土坑埋め戻し時に混入したものと推定する。 はSK150A土坑との切り合い関係から冗
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第3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

を上限時期とすると判断できる。

SK2i5土坑(図版105)

調査区東側のLG45区に位置している。確認面は地山面で、人頭大の磯を中心に黒褐色土が径1.3mほどの

円形に広がっているのが認められた。上面は径1.30x 1.10mの楕河形で、底面の規模もほぼ同様である。長

軸方向は東一西である。深さは0.27mで、底面はわずかに凹凸があり 1 援はほぼ垂直に立ち上がる。覆土は

しまりのある黒褐色土で、炭化物をわずかに含む。土坑内の北側では大/トの磯が折り重なるような状態で検

出されたが、これは覆土を埋め戻す際に意図的に置かれたものと考えられる。

遺物は、覆土中から土器細片8点百線刻磯1点、郡片2点が出してし喝。線刻磯は土坑内東側の底面から10C111ほ

ど浮いた状態で検出されていて、擦の検出状況からも本土坑は土坑墓と考えられることから、線刻傑も{共献

されたものであろう。時期は不明で、ある。(高権)

SK220土筑(図版106)

L 1 36区羽層上部で確認した。長径1.18m可短径1.14mの不整円形平面をなす。壁はほぼ垂直に立ち上が

り1 底面は平坦である。確認、面から底面までの深さは立65mで、ある。

覆土は1，_，5層に分けたのいずれも地山砂磯を含むクロボク土であるの土層断面形状から、 1，_，4層が柱痕跡、

5騒が柱根固め土の可能性を想定し得るものの百確実ではない。

覆土中からは縄文土器破片山数点王二次加工ある剥片1点百剥片4点1 凹石類1点、のほか百大形の円磯3点な

どが出土した。

本遺構は上述のように大形の柱穴の可能性があるが百確実ではない。現状では詳細な時期も不明である。

(築〉

SK22ヰ土坑〈図版106)

している。確認揺は地出面で1 長さ30cmの留の離を中心に褐色土が径

0.8111に広がっているのが認められた。上面は0.85XO.60mの楕円形を皇し 1 底面もほぼ同じ規模であるが 1

深さや礁の出土状況からは0.8X 1.2mほどの橋円形であったと推測される。長軸は北-南である。深さは

0.12mで、底面は平坦で堅くしまっていて、塁まは底面から直線的に外領して立ち上がる。覆土はしまりのな

い褐色土である。確認、面から覆土中位にかけて4砲と、東西の壁際に各々 1侶ずつ検出した礁は百本来土坑内

に意図的に置かれたものと考えられ、 SK215と向じ形態の土坑墓であったと思われる。時期は不明である。

(高橋〉

SK225土読(図股106)

調査区東側のLG44..45区に位置している。纏認密は地出で¥長さ40cmほどの板状の擦を中心に、福色土

が径0.7mの範囲に広がっているのが確認された。上面は一辺がな75mの方形を呈し、底面もほぼ同じ規模で

ある。

深さは0.14mで有底面は平沼で竪くしまり、壁は底面からほぼ垂直に立ち上がるが、確認面での繰の出土

状況や深さなどから本土坑の規模は1辺が1n1ほどの方形ないしは円形を呈していたと推測される。覆土には

炭化物が混入していて百地山土が埋め戻されたものである。確認、面から覆土下位にかけて検出された大IJ¥の
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5童南調査区の遺構

投げ込まれたものと考えられる。

は磯の在り方などか と判断され、出土土器からIVa期を上限時期と考える。(高橋)

SK226土坑(図版106)

調査区東側のLG44区に位霞している。確認出は地山面で、褐色土が径1mほどの範囲に広がっているのが

られた。上面は1.08 0.93mの楕円形で、底面もほぼ同規模であり、長軸は北北西-南南東である。深

さ0.45mで百底面はわずかに凹凸があり、壁は直線的に外傾して立ち上がる。覆土は炭化物の混入する褐色

土で地山土が埋め戻されたものであり、 2J雪上位に検出された大小の磯は、埋め戻しの際に同時に投げ込ま

れたものと考えられる。

と共にLB十している。

は擦の出土状況や形態から土坑墓と考えられるが、 していないため時期は不明である。

SK231土坑(図版106)

調査区東側のLF43"44区に位置している。確認面は地山部で、褐色土が径hnの範囲に広がっているのが

られれた。上田形は径1.05-__.，1.10mの円形を呈していて 1 底面もほぼ同規模である。深さは0.41mで、

底部は中央に向かつて緩く傾斜しており有援は北側でむずかに膨らみを持つほかは、垂直に立ち上がる。覆

に地山である褐色土があり、中位から底面にかけては暗褐色土に褐色土や黒搭色土がブロック状に

混入しており、特に4層上位では大小の磯が多数検出された。これら磯は覆土とともに埋め演されたもの考

えられる口

造物は4層中から出土していて土器31点1 二次加工のある剥片1点1 出石類1点が出土している。

l土、覆土や擦の検出状況から土坑墓と判断され、出土土器からrvc期〈大潟BC式〉をその上限時期と

考える。(高橋)

SK233土坑(図版106)

調査区東側のLH43区に位置している。確認、密は士宮山習で、褐色土のブロックを中心に黒褐色土が径1mほ

どの範囲に広がっているのが確認された。上田は淫0.96---1.07111、底部も径0.9n1前後の円形を呈している。

さは0.45rnで、底面は平坦で、竪くしまり、壁はほぼ垂直に立ち上がる。覆土の黒褐色土には全体的に遺物

炭化物と小円諜が含まれる。 2層中位には7倒の礁が検出されたが、覆土とともに埋め戻されたものと考えら

れる(

遺物は、 2層中から土器29点、スクレイパー1点、剥片17点、が出土している。

の状況と形態から土坑墓と考えられ1 その上限時期はIVa惑と考える。(高権〉

図版107)

LJ38窃 39区に{立寵する。 VII層上面で、確認した。 SK334土坑が北隣に援している。現状で、長軸1.40m、短

軸0.90n1の不整潟丸方形平面をなすO 地山の段丘諜震を掘り込んで、いるため百壁 a底面も不整である。!直面は

北東側に向かつて額斜して~)る。

ある。

ら底面までの深さは最大で'0.40n1を測る。長軸方設はN Eで



3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

土坑掘削土の塑め戻し土と判断する。 らは縄文土器破片6点、剥片3点

が出土した。いずれも小片であり、埋め戻し時に混入したものと推定する。

本土坑は形態および覆土の特徴から鶴丸方形平面の土坑墓と判断する。出土土器から、本土坑の上限時期

はIVa2期(大和]印式〉と判断する。(築〉

SK235A土坑(図版107)

LJ38区羽層上面で確認した。 SK235B土坑に切られている。現状から、長径1.35m....短径0.78mの楕円形

なすものと推定する。控はやや緩やかに立ち上がり、底面はやや不整で、ある。確認面から底面までの

深さは0.34mを測る。長軸方位はN Eである。

は1
0
 

7
9
 

ムめで土力
/

ぃ一小口ノ々
ブ
(
》 り

約10点、模形石器1点、二次加工ある議片1点、剥片i点な

混入したものと推定する。

は形態から椿河形平面の土坑墓と判断する。出土土器から百その上限時期はIVa期と判断する。

している。いずれも小片であることから百

(築)

SK235B土筑(図版107)

LJ38区vn層上部で確認した。 SK235A土坑を切っている。推定で百長径O.80m"短径0.55mの不整楕円形

平面をなす。壁は緩やかに立ち上がり、底面は部分的に白凸がある。確認面からの深さは最大で、0.34mをiJtrJ

る。長軸方位はN-49
0

-Eである。

土坑内覆土はクロボク土の単一層である。覆土中からはこ次加工ある剥片l点などが出土した。

現状では本土坑の詳結な性格は不明である。 SK235A土坑との切り合い関係から、 lYa期を上限時期と判

断できる。(楽〉

Siく236土筑〈図版印7)

L 1 LJ38反羽麗ト淳行で確認した。長径1.45m三短径O.76mの長楕円形平習をなす。掘り込みは南西側

が深くなり、北東側が緩やかに浅くなっている。確認面から底面までの深さはな32mを測る。長軸方位

はN -Eである。

は地出土粒の混入度の差から二分した。とも

埋め戻し土と判断する。

に土坑掘削土の連続した

らは縄文土器破片8点1 二次加工ある剥片1点、剥片5点が出土した。いずれも小片であることか

ら、埋め戻し時に混入したものと推定する。

は形態および覆土の特徴から、権円形平田の土坑墓と判断する。現状では詳細な特期は不明である。

(築〉

L 1 37 " 38区理層上面で確認した。 短軸0.78mのj璃丸方形平面をなす。壁は緩やかに立ち上

がる。底面は凹凸は少ないが百全体に北側に向かつて傾斜している。確認語か

ある。長斡方位はN-8
0

-Eである。

での深さは0.27n1で、



に
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土坑掘割土の埋め戻し土と判断する。覆土中か与

剥離痕ある奈il片2点、事j片之布、が出土した。いずれも小片であり、土坑埋め震し

は形態と覆土の特徴とから百隅丸方形平面の土坑墓と判断する。現状で

である。(築)

微小

したものと推定する

その詳細な時期は不明

図版107)

L 1 37窃 38区に位置する。全体の平面形はvrr層上面で確認した。ただし、水路にかかる北東端部の土臆断

面の観察では百本来の掘り込み面はE躍中であった可能性が強い。

地山田での土坑平面形は長径1.52m、短径0.66mの長構内形をなす。壁は開き気味に立ち上がり、底面は

ほぼ平拐である。確認、面から底面までの深さは0.32mを測る。長軸方位はN Eである。

は2層に分けた。いずれも地山礁を多量に含み、土坑掘削土の連続した埋め戻し土と推定するの覆土

中からは縄文土器破片2点、微小剥離痕ある剥片1点、剥片2点が出土した。出土状況の詳細は不明で、ある。

本遺構は形態および覆土の特徴から、楕円形平原の土坑墓と判断する。出土土器から 1 本土坑の上限時期

はIVb期(大潟B2式〉と判断する。(築)

SK245土坑(図版107)

LJ " LK39区に位置する。理層上iiiで議認したが、本来の掘り込み苗はより上位であった可能性が強い。

長荏1.10r在、短径0.52mの長楕円形平面をなす。壁は緩やかに広がり、底面はかすかな凹凸がある。確認面

から底面までの深さは現状では0.10mに過ぎない。長軸方位はN-64
0 

- V¥fである。

覆土は地山土の混入度の差で二分した。 1層は地山土粒を多量に含む。現状では覆土上位に部分的に堆積

るのみであるが、本来、土坑覆土の過半を占めた埋め戻し土であったと推定する。 2J麗は栢対的iこ地UJ土

粒の少ないクロボク土である。覆土中からは、摩滅した粗製深鉢の小破片が1点出土したのみである。

は形態および覆土の特徴から¥構内形平面の土坑墓;と判断する。土坑底面寵ょに堆覆する2層

として遺体埋葬部位に栢さきする可能性があろう。現状では、本遺構の詳細な時期泣不明である。〈築)

引く246土坑(図版108)

調査区中央のLG42叫3区に註置し 1 東側でSK469によって切られている。確認lID

1.5111ほどの範屈に広がっているのが認められた。上面は掻1.30，._1.41m、底面も直径1m前後の円形を呈し

ている。深さ0.45mで、底面は西側に向かつて緩く傾斜しており、壁は底面から丸みをもって立ちょがる。

の培褐色土には大小の撲が含まれ、埋め戻される際に投げ込まれたものと考えられる。覆土1

は遺物包含層の流れ込みと考えられ1 土法片や剥片が多量に含まれる。 1層の流れ込みは遺体の腐蝕による

2命 3震の陥没の結果と思われる。

は1震から出土していて1 土器56点1 郡片15点である。

は覆土の状況と形態から土坑墓と考えられ、 SK469との切り《し

下限時期と考える。

ら1'1c期(大潟BC式)をその

SK248土坑(図版108)

調査区東側のLH42区 している。 は士富山由で、 30cm四方の な磯 の



(高橋)

している。

も

る。

している 0

0つ。

剥j十5点、が出土している。

っているの

した

は覆土の状況と擦の在り方から土坑墓と判断される。時期は出土土器が'1百片のため、不明である。

こと筑(図版108)

調査区東側LG窃 LH42区に位置し、 SK421を切り、 SK252に隣接している。確認面は地山国で¥窪1.5mほ

どの範囲に小河磯を含む暗褐色土と黒掲色土の広がりが認められた。上面は1.50x 1.38mの楕円形で、底面

は径1.1，.....，，1. 3mの不整円形を呈している。深さ~0 .43mで、底面は平坦で堅くしまり、壁は直線的に外傾して

立ち上がる。覆土は培掲色~黒褐色土で、しまりがあり炭化物を含んでおり、 2層中からは遺物と礁が多数

検出されたが百これらは意図的に配されたものではなく百埋め戻しされた覆土中に含まれていたものである。

遺物は百土器90点百石匙1点百石核1点百剥片32点が出土している。

は覆土の状況と形態から土坑墓と判断され、出土土器からfvb鶏〈大沼B2式)をその上限時期と

I~O 

している。穫誌面は地出面で百復1.2rn'まどの範密iこ黒褐色土の広がりが認めら

している。深さ0.32n1で、底面は

平坦で堅くしまり百壁はほぼ直線的に外傾して立ち上がる。 () 

はχ 土器54点、二次加工ある禁Ij片2点王数ホ毅離痕ある郡片2点、が出土している。

は、覆土の状態と形態から土坑墓と判断され、出土土器かられTb窮(大潟B2式)をその上限時期と

える。

L 1 38区vll層上記で確認した。 SH180土器埋設遺構調査特に寵端部を部平している。現状から 1 誰定で、

長径1.19nh短径0.73mの靖円形平面をなす。壁は緩やかに立ち上がり百底面はほぼ平坦である。確認面か

ら底面までの深さは0.26r引をjJ!IJる。長軸方位はN-74
0

-"'vVである。

は地山諜の混入度の差から上下に二分した。ともに地山磯が顕著で、あることから、土坑掘削土の一連

113-
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CZ雲母z戻し土と判断する。

らは縄文土器破片約20点 1 郡片9点が出土したの縄文土器破片はし

時に混入したものと判断する。剥片には比較的大形のものがあり百かっ

これらのことから、剥片は意図的に埋められた可能性も

も であり、埋め戻し

るものがある。

は判断し難い。

よ

る。しかし、

り

。
る で

-
-
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る下 とせず、

SK254こと坑(図版103)

LJ38区VII層上国で確認した。 SH160土器埋設遺構 φSK165土坑に切られている。現状からは知洋0.60mの

楕円形平田をなす可能性がある。壁は緩やかに立ち上がり百確認面から底面までの深さは0.18mで、ある。

は地山土を主体とすることから、土坑掘削土の埋め庚し土の可能性がある。覆土中からは縄文土器破

片l点が出土している。ただし、その詳細な出土状態は不明で、ある。当該土器破片はSH160土器埋設遺構の

と同一個体の可能性があり、後世に混入したものであろう。

本土坑は一部の確認のため、現状ではその性格は判然としない。

と判断できる。(楽)

との切り合い関係から、その下限

SK264土坑(図版108)

LK39像 40区VI層上面で確認した。 SH171土器埋設遺構に切られている。長径1.251TI、鎧径0.93111の楕円形

平面をなす。壁は開き気味に立ち上がり、底面はほぼ平坦である。確認面から底面までの深さは0.15mを測

る。長軸方位はN 490-Eである。

はクロボク十と地山土とが混在した土産積であり百人為的な埋め戻し土と判断できる。覆土中からは縄

一次加工ある剥片§石核各1点、剥片3点などが出土している。このうち、

ら10cm前後上位で、は粗製深鉢の大形破片が出土している。

は形態および覆土の特徴から楕円形平田の土坑墓と判断する。 には時期i幅が存在する。こ

のうち、上述した225-18が最も新しく、

に切られることも勘案し、ここでは本遺構の時期

の粗製深鉢破片の出土状態から、

で下る きる門

としておく。なお、こ

これによって覆ったものとの推定も可能であろう。

SK26i土坑(図版109)

している。 、も .Omほ の

で一

m

一

ハ

匂

U

一

四

十

円

υ
ハリ

中、

c
.30，_，1 

。
スV

は地山土で、

、E

Y--A 
ムハ
Mの

よ

hu

も

た

と

い

ヨ
と
て

。
吋

ιhV

よ

b

ム
あ
ー
こ

し

で

との、も 出されたが、これは

ブ
心れラり唱

え

、

。

考

は

る

と

い
の

で

も

し
七 教小剥離痕ある 1 J冨から

-114 



第 3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

本土坑は百覆土の状況か

(高橋〉

SK268土坑(図版109)

と判断され1 出土土器からIVa2期(大調印式)をその上限時期と る。

調査区東側のLH40区に位寵している。確認面は地山面で、径20cmの円燥を中心に誼径1.0mほどの範闘

に炭化物を含む褐色土の広がりが認められた。上面は護径1.00m、底面は直径1.26m前後の円形である。底

面は上聞プランよりも外に張り出す。深さは0.52m前後で、底面は北から南に緩く傾斜している。壁は確認、

面直下で一度くびれて、外傾して立ち上がり、断面は袋状を呈する。覆土は底面直上と最上位に地山由来の

褐色土が、その間に精褐色~黒褐色土が堆積し百 5層を中心に多量の磯が投げ込まれた状態で検出された。

遺物は土器87点百徴IJ¥剥離痕ある若!J片1点、石核l点、磁器3点百出石類2点、剥片21点、砕片4点、が3.--5層

にかけて出土している。このうち、磯器や白石類は磯とともに検出されている。

は擦の出土状況や覆土の状況から土坑慕と判断され、出土土器から:rVa2期(大洞印式)をその上限

持期と考える。(高橋)

SK269土筑(図版109)

調査区北東端LH47区に位置している。確認、面は地山面で、1.3XO.8mの楕円形の範囲に培褐色士の広がり

を確認したが百プラン確認の精査段階で南側でSKP312を切っていて百中央と西側では各々 SKP299とSKP

294に切られていることを確認した。土坑の規模はよ面が0.76X 1.301TIの構内形百底面も0.5 1.1n1前後の楕

円形を呈していて1 深さは0.271TIである。長軸は北北東…南南西である。覆土は2層は地山由来の褐色土で、

とともに埋め戻されたものである。

遺物は百 1層から土器細片1点、剥片1点が出土している。

本土坑は覆土の状況と形態から土坑墓と判断される。本土坑の時期は不明である。(高橋)

Siく2i1土読〈図版109)

調査区北東端L瓦47区に泣置している。確認aは地山富で"径1.0mほどの半月状の範囲に小円磁を含む撞

培褐色土の広がりを認めたが、北東側の半分は諮査区外にある。調査可能な南茜側では上面が譲径1.0m"

7111ほどの円形を呈すると推測される。深さ30cmで、底面には出凸があり、震は直線的に外傾し

て立ち上がる。底面中央にある長さ20cmの磯は有意EZI的に霞かれたものとは考えられない。覆土はシノレト

質の培褐色土で百全体的に地山磯を含むことから埋め戻されたものと考えられ、調査区外との境界壁の土層

からは盃層中から掘り込まれたことがわかる。

本土坑の性格 e 時期は不明である。(高橋)

調査区東側LG41区に位置している。地山面で黒褐色土が1.1X 0.8111の楕円形の範問に広がっているのを確

した。プラン確認段階で本遺構はSK357に切られていると認定した。違矯上面は0.95 0.76111、底面は0.9

XO.6n1前後のともに楕円形を呈するものと推測される。長軸は東北東一西南西である。 深さ0.33n1、底面は

平坦で百壁はほぼ垂直に立ち上がる。覆土はしまりのある黒掲並土で炭化物百焼土粒子が混/入、し¥底部から

10cmほど上では遺物が出土し、中{立には擦が確認されたがいずれも意留的に配された状況は示していない。

1i5-



第 5章南調査区の遺構

遺物は土器54点、石匙l点、スクレイパ~1点、微小剥離痕ある剥片3点、打製石斧1点、白石類2点、剥片

22点1 砕片7点が出土している。

本土坑は覆土の状況から土坑墓と判断される。 SK357との切り合い関係と出土土器とから百その時期はIVc期

(大洞BC式)と考える。(高橋)

SK277土坑(図版110)

議査区東側LG43区に位遺している。確認面は地山面で'"1.8 x 1.2mほどの範囲に暗褐色土が広がっている

のが認められたが、これはSK452に切られていたことによるものである。上面は径1.02，.......，1.12mほどの円形を

呈するものと推測され、底面は直径0.9mの円形で、ある。深さ0.34mで、底面は緩い出凸があるが、堅くしまっ

ている。壁は直線的にわずかに外傾して立ち上がる O 覆土は二震に分けられるが百全体的にしまりがあり

化物も多く含まれる。 11雪下位には長さ20，.......，40cmの巌平な擦を検出したがこれは覆土とともに人為的に埋め

戻されたものである。

遺物は土器S点、微小剥離痕ある剥片3点、剥片1点、砕片2点が出土している。

本土坑は覆土の状況から土坑慕と判断され、出土土器からIVc期(大潟BC式〉をその上限時期と考える。

橋)

SK278土坑(図版110)

調査区東側のLG43区に位置している O 確認、面は地山面で、長さ30cmの燥を囲んで、褐色土が径0.8mほどの

範囲に広がっているのが確認された。上面は径0.60""""'0.69m、底面も径0.5m前後の円形を呈していて百底面は

平坦で堅くしまっている。確認、面からの深さは0.34mで、ある。覆土は地山由来の褐飽土で、埋め戻されたもので

ある。確認、部で検出された擦は、土坑東側の壁擦に;意図的に置かれたものである。

よ毒物は土器15点、剥片1点、が出土している。

は礁と覆土の状況から土坑墓と判断されるが、 は不明である。(高橋)

窃
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，
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L

状現 J-
伊 るカ人

より郡平されている o

lまない。確認窃からの深

さはむ.20mで、ある。

は特に東半部に地山土塊を多量に含み、埋め戻し土と判断する rこ1

ら大形円磯2点と とがまとまっ 7
9
 

縄文土器破片11り

点が出土している。

断しておく。

よび剥片はし 1ずれも破片であることから、埋め更し持に したものと

と上面での円擦の集中状況とから、

ら、本遺構の上限時期は1'1b鶏(大洞B2式〉と判断する。

も つ人ーものと推定する。

SK283土坑(図版110)

調査区東側のLH40..41区に位置している。確認面は地出密であるが、 SK284に大きく切られており、

の東側の一部がよき存しているだけであった。土坑の規模は有産径1.0n1以上と推測され1 断面は揺り
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る可能性がある。

第 3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

と培掲色土の混合土であるが、埋め戻されたものかどうかは不明で'ある。

本土坑の性格は不明である。時期はSK284との切ち合いからIVc期(大、潟BC式)をその下限時期と考える。

(高橋〉

SK28ヰ土坑(図版110)

調査区東側のLH40..41区に位置していて、 SK283、SKP287を切っている。確認問は地山面で、中央に範囲

確認調査時の試掘溝が入っているが、試掘溝の東西に黒褐色a土の広がりが認められた。上聞は蓋径1.5mの円

形で九底面は1.0，..._，1.1mの不整円形を呈している。深さ0.5mで底面はほぼ平坦で堅くしまっていて、壁は西側

ではほぼ垂直に立ち上がるが、東部では丸みをもっている。覆土は培縄色土と黒褐色土に壁崩壊土の褐色土

とが互濯に堆議しており自然堆種と考えられ1 遺物は各層から流れ込みの状態で出土している。

遺物は土器135点可石箆l点、微小剥離痕ある剥片2点、郡片40点、砕片13点が出土している O

本土坑は覆土の堆積状況から土坑墓とは判断し難い。出土土器からlVc期(大潟BC式)をその上限時期と

るo (高橋〉

SK286土坑(図版110)

調査区南端のLH40区に位壁するの東側をSR127によって切られていて、北西側と底面の北側は撹乱の影響

を受けている。 る部分から想定される土坑の形態は長軸O.6mC南-:ft)"短軸0.5n1ほどの楕円形を呈す

るものと推測される。確認面からの深さはわずかO.1mほどで、底面は起伏がある O

本土坑の?生務@時期は不明である。(高橋)

1i) 

調査区南端のLH39区にある。上面形は径0.91，..._，0.94mで百深さ0.24m瓦壁はほぼ垂直で、直径0.81TI前後の底

面に達する。底面は平沼である。
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11) 

調査区東関のLG44区に位置していて、 っている。確認患は地山富で、小河機混じりの培褐色土

も直径O.31TIの円形を呈していが淫O.6mほ っている

吋
J 

'Q.i 0 くしまっている。 しており¥

されたものと考えられるが¥ とは判断し難く百また時期も不明である。

11) 
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第 5章南調査区の遺構

調査区東側のLG44区に位置していて、 SK295母 810、SKP241に切られている O 確認面は土産LlJ面で百径1.4n1

ほどの範密に黒褐色土の広がりが認められたり上部ほ径1.40><1.14mの楕円形、底面は直径1.2m前後の丹形を

している。 深さは0.24mで、底面は比較的平坦で、緊くしまっている。覆土の黒褐色土中には地山土の援色土

がブロック状に混入し、全体的にしまりがあり人為的に埋め戻されたものである。

遺物は土器細片3点、石核1点、郡片4点が出土している。

本土坑は覆土の状況から土坑墓と判断されるが、時期については不明である。(高橋)

SK297土坑(図版111)

立層中で確認し SK302土坑を切り、 SR144土器埋設遺構に切ら抗る。掘り込みは長径1.16m、

なす。壁は比較的急角度で立ち上がり、底部はほぼ平沼である。縫認、面からの深

さは0.35mを測る。長軸方位はN-10
0

-Eである。

と認定した門地山磯の混入が顕著であり、一括の埋め戻し土と判断する。覆土中からは縄文

土器破片約270点1 土製EC飾破片2点百二次加工ある剥片5点、微小剥離痕ある郡片3点、剥片約60点1 打袈石

斧1}点、白石類1点、線亥IJ磯と有孔機各1点などのほか1 イノシシの可能性ある時乳類骨片などが出土しているO

このうち、縄文土器破片はし寸心れも小片で、かっ摩滅したものも多く、基本的に埋め戻し特に混入したもの

と判断する。一方、線刻磯と有孔磯はともに底面付近からの出土であり、意図的に埋められた可能性が強い

ものと推定する。このiまか、打製石斧、白石類1 骨片などは覆土上位からの出土である。

はその形態と覆土の特徴とから、円形平面の土坑墓と判断する。出土遺物のうち、上述した線刻磯

と有子L礁はその出土位置から副葬品と判断する。また、土坑上位から出土した大形遺物である打製石斧や出

石類も意図的に埋.められた可能性を考慮すべきであろう。さらに、 2点の土製耳飾片は遺体の両耳に装着され

ていたかもしくは遺体の頭部付近に置かれていたとする想定もあり得ょう。その想定によれば、遺体

西頭位で屈葬されたと推定できょう。さらに、 2つの耳飾片の出土位置の上下差を有意なものとして評価する

と、遺体の両耳にこれらの耳飾片が装着されていたとする想定からは百遺体は側臥状態で埋葬されたとする

推測もできょうか。

出土土器と他遺構との切り合い関係とから百本土坑の上限時期はfVa2期(大調印式入下限時期

沼BC式〉と判断する。

なお、本遺構採取土壌資料の残存脂肪分析を株式会社ズコーシャに委託した(第7章第3節参照)0(栄)

SK298土坑(図版111)

L，J" 

短径0.60mで、ある。

N-60
0 

-Eである。

した。掘り込み平面形は中央が若干くびれた樟河形であるO 現状で百長径1

は北東半が一段深くなっている。確認密からの深さは最大0.241llを測る。長特方位は

は1---5層に分けた。いずれも地山土もしくは増山1擦を混入することから百人為的な埋め戻し土の可能

性が強いものと判断するのただし、遺構精査以前に覆土上半を援に掘り下げていたため可その詳細な性格は

判然としない。

覆土中からは縄文土器破片5点、剥片1点が出土した。いずれも小片であることから、埋め戻し時に混入し

たものと推定する。

その完掘形態から、切り合った2基の土坑の可能性 し得る。しかし、土層断面で明瞭に切

11R 



第 3節高調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

り合い関係を認定できなかったことから百ここでは楕円形平面の単独の土坑と想定しておく。この想定から

は1 本遺構は土;坑慕と推定できょう。出土土器から、その上摂持期はIVa2期(大約印式〉と判断する。(築〉

SK301土坑(図版112)

LJ45区立層中で確認した。長径0.70m、短径0.61mの楕円形平面をなすO 壁はやや急角度で立ち上がり、底

面は平坦で、ある。確認面からの深さは0.20mを誤IJる。長軸方位はN-84
0

一日である。

と認定した。分層不能で、かっ地山土塊を含むことから、一括の埋め戻し土と判断する。

土中からは縄文土器破片約80点、土製王手飾破片l点、二次加工ある剥片1点、微小剥離痕ある剥片2点、郡片

13点、出石類1点、などが出土した。このうち、回石類は確認、面上での出土である。その{誌の遺物はいずれも/ト

片であり、基本的に埋め戻し特に混入したものと推定する。

本遺構はその形態と覆土の特徴とから、楕円形平面の土坑墓と判断する。出土遺物のうち、土製耳飾破片

は底面付近の出土であり、埋葬遺体に装着もしくは遺体頭部付近に説葬された可能性もあろう。

ら吉本遺構の上波時期はrVal期前設と判断する

なお古遺構採取土壌の残存脂肪分析を株式会社ズ、コーシャに委託した(第7章第3節参照)0(楽)

SK302.:iニ坑(図版111)

LK45区に位置する。 SK297土;坑に切られている。当初、百層中で立石状を呈する長径20.-...<30cmの大形円

磯2点を確認した。断ち割りの結果、長径0.50m、短径0.40m前後の楕円形平面で百深さ0.38m以上の柱穴状の

掘り込み上位に円磯を据えた土坑と判断した。。

覆土は比較的混入物の少ないクロボク土である。分層不能であったことと上面の立石状の円磁の存在とか

ら、一括の埋め戻し土と判断する。覆土中からは縄文土器破片20点余り可剥片2点などが出土している。いず

れも小片であることから、埋め庚し特に混入したものと推定する。

本土坑は、 SK297土坑との切り合い関係から百 IVa2期(大潟印式)を下限とする可能性があるが、確実では

なし九】また、本遺構は送葬儀礼と関連する施設であった可能性もあるが、詳細な性格は不明である。(築)

LJ39区V層上面で確認した。 SK362土坑を切っている。地山面で、の平面形は長径0.82n1百短径0.68mの楕円

形である。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。確認面から底面までの深さは0.43111を測る。長軸

方位はN… 62
0

- 'vVである。

は1-----6麗に分けた。 1患には小形の亜角擦が集中することから、本震は人為的な埋め突し

強い。また、 2'---5層はいずれも地LIJ土粒を含み、基本的に連続した埋め戻し土と判断するの底面直上の6層も

地山土粒を含み、その上面では大形の円擦や石核2点などが主に土坑南東半側にまとまって出土しているのこ

のほか可覆土中からは縄文土器破片約100点、徴小剥離痕ある剥片2点王剥片16点、右核1点、補乳類骨片1

などが出土している。

本遺構は形態および覆土の特徴から構円形平面の土坑墓と判断する。底面直上の堆積層は主とし

葬部位に相当し百埋葬時に遺体の上方に大形F号機等を据えた可能性が強いものと推定する。また、大形円磯

に伴う石核は人為的に埋められたものと判断する。覆土中からの出土遺物にはrVa群iこ属する

する。しかし刊明瞭ではないものの、より後出の縄文土器破片も出土しており、本土坑の時期はIVa期よりも
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第 5章南調査区の遺構

るものと想定しておく。(楽)

SK326土坑(図版112)

調査区東側のLH43区に位置している。確認面は地山田であるが、西側の一部は水路によって消滅しているO

径0.6m'まどの範閣に黒褐色土の広がりが認められ、また多数の土器片が敷かれたような状態で確認された。

上面は径0.48'""'0.54mで、深さ0.12m、断面は中華鍋様を呈している。覆土の黒褐色土は小円!擦が混入し、

くしまっていて、上位から中位にかけて大形の板状の土器片や剥片が検出されているが、特に土器片は土

坑内の東側で折り重なった状態であった。このことから土坑内に黒褐色土が埋め戻された段階で、土器片が

意図的に配されたものと考えられる。

遺物は土器15点、線刻磯l点、剥片2点が出土している。

本土坑は遺物の出土状況から土坑墓と判断され、出土土器からrvc期(大潟BC式)と考えられる。(高橋)

SK33ヰ土坑(図版112)

LJ38" 39区に位置する。四層上田で確認した。南隣に接してSK234土坑が存在する。北東端は掘り過

ぎたため確実で、はないが、長軸およそ1.0m"短軸0.58mの隅丸方形平患をなすものと推測する。地出の

段丘磯層を掘り込んでいるため、壁議底ともに不整である。確認窃からの深さは0.30n1を測る。長軸方位

はN-65
0

-Eである。

は全体に地山際を多量に含む。断面では地山磯の混入度に部分的な疎密があるが1 基本的に土坑掘削

土の一連の埋め戻し土と判断する。覆土中からは縄文土器破片10点百剥片l点が出土した。いずれも小片で

あり、埋め戻し特に混入したものと推定する。

は形態および覆土の特徴から、隅丸方形平面の土坑墓と判断する。 は本遺構の詳細な時期は

不明で、ある。(楽)

したo SK167需 41

と切り合う

と並列する。掘り

る ...j.-‘プ

の .1';;)() り、

底面はほぼ平坦である。確認面から底面までの深さは0.36mをおjる。長軸方位

として、地山土粒の混入度の差によって

呈することから、連続した埋め戻し土と判断する。このうち 1

まない黒揺色ートて、あり、土坑南西側には本層と券色顔料が混合し

覆土中からは縄文土器破片約80点、被小剥離痕ある剥片1点、

-Eである。

は地土をほとんど

きる?震が分布している。

はし1

れも小片であり、

は形態およ

し時に混入した可能性が高い。

ら権円形平話の十坑墓と のふ'」?訂る

はrv ある。よって、

コーシャに、ワ
ノ

ペ』
eエヴバナe

 
-
/
 

O

一一日けノ

吋ム
V

会社に委託した(第7章第3 4節参照)0(築)

SK347土坑(関版113)
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第3節臨調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

調査区東側のLF42"43区に位置し、 SN346によって切られている。確認宿は地山富で、培掲色土中に大形

の磯が1.0XO.8mほどの範囲に広がっているのが認められた。上面形は0.94XO.66mの構内形で長特は東一商

を向き、底面は0.6XO.5m前後の椅円形を呈している。土坑内覆土は暗褐色土であるが可大形擦は褐色土ょ

にあり、本来は褐色土とともに埋め戻されたものであろう。したがって本土坑の規模は少なくとも中央の際

から底面までの深さの0.35m以上は深かったことが推測される。

本土坑は覆土と離の出土状況から土坑墓と判断されるが1 出土遺物がなく時期は不明である。(高橋)

SK357土坑(図版109)

調査区東側のLG41区に位題していて、 SK274を切り、 SR256穆 SKP275によって切られている。確認は地

あり、検出段階ではSR256に伴う土坑と捉えていたが、精査中にSR256よりも古い土坑であること

確認した。上面は径1.00""'_，1.16mの円形を呈し、際}醤ま している忠商も直径O.8rll前後の円形を呈してい

る。壁は底面から誼線的lこ外額して立ち上がり、深さは0.60mで、ある。 は底面直上の暗褐色土以外

きなブロック状に分かれることから 1 覆土全体が一度に埋め戻されたものであろう。

遺物は土器86点、石鎌1点、二次加工ある剥片1点、微小剥離痕ある剥片2点1 剥片34点が出土している。

本土坑は覆土の堆積状況から土坑墓と判断され百出土土器と他遺構との切り合い関係から、その時期は

rvc期(大洞BC式)と考える。(高橋)

13) 

LJ43区に位置する。本遺構は1 当初IIJ議中での径20cm前後の円!撲の集中地点として確認した。円礁の確

認面では掘り込みを認定することができなかったため、畦を設定して最終的には地山商まで掘り下げた。そ

の後、涯の土層建Fi'面の緩察によ今、本遺構は百本来有上面に円擦を据えた土坑であったと判断した。本遺構

は結果的に畦部分でのみ確認し得たため百全体の形態は不明である。娃の土層断面では1 壁はi村湾気味に立

は部分的に若子の凹凸がある。娃上密かもの深さは0.33rnをi.sJlる。

よ ら、 SK567土坑 iっ s z 

ると判断する

上面の tこ と ることほできないも

のの~煮阿部に揺えられたと判断する門主た三このことから百 し土と 位。

からむ し iまかに 1

時乳類骨片2点などがある。このうち、土製耳飾被片(229-42)は土坑南部の底面から約10cm上位か

ら百出石類(386-9)は耳鈴破片よちも中央寄りの底面産上から可骨片は土坑北関の底面から約14crn上泣から

手

る。

13) 

っているの

ったため、確実で、はないが、上記に配石を有すること筑墓であったと

と白石類とは副葬品でるった可能性があろう。覆土出土土器から、

と判断する。

しており、 SN346に切られている。 はま古山富?で1 黒掲色土が1.4X 

い二 と判断し った 1))， 
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らも切り合い関係などを確認する事はできなかった。上部形は2.24 1.45mの祷円形で、あるが、中央で一度

くびれ、底面も上部形とほぼ同じ形態で、 2.0x 1.2m前後の楕円形を呈している。深さは0.26mほどだが、

は繰層面まで達していて凹凸が激しい。覆土1層は自然、の流入土で、 2躍の黒褐色4土は土坑中央で検出さ

れた磯とともに埋め戻されたものである。

遺物は土器12点、微小剥離痕ある剥片1点、石核l点、剥片5点が出土している。

本土坑は覆土の堆積状況から土坑墓と判断されるが、その詳細な時期は不明である。(高橋)

SK360土坑(図版114)

調査区北端部のL1 47区に位置しミ SKP361を切り、 SKP386に切られているo {Ï'信忍臨は地UJ部で1 径0.6m~ま

どの範囲に暗褐色土の広がりと、北側に礁が認められた。土坑上面は筏oι2---0.51mの円形を呈する。深さ

0.13mで断面は中華鍋様を呈している。覆土には澄色の地山ブロックが混入してしまりがあり、埋め戻され

たものと考えられる。遺物は出土していない。

本土坑の性格について詳細には言及できないが、

される。時期は不明である。(高橋)

SK362土坑(図版112)

されていることから に関連した土坑と判断

LJ39区百層上面で確認した。両側をSK303土坑とSK393土坑とによって切られている。確実で、はないが、

短径0.80mの楕円形平面をなす可能性があろう。掘り込み底面はほぼ平坦で、、確認面からの深さは最大0.31mで

ある

覆土は1~5層に分けたが、一部のみの確認であったため、その性格は不明な部分が大きい。そのうち、か

は地山土を主体とし、本来、小山状の盛土が陥没した堆積の可能性があろう o 4層は地山土塊を含むこと

から、埋め戻し土と判断する。覆土中からは縄文土器破片8点、微小剥離痕ある剥片2点、剥片2点などが出

している。
¥ 

は、覆土の特徴から、本来小状の盛土をもっ土坑慕であった可能性があろう。覆土中からの

はいずれも小片であり x 土坑埋め戻し時に混入した可能性が強いものと推定するの

他の土坑との切り合い関係から、 lva期の可能性を想定し得るが百必ずしも確実ではな~ (築)

SK364こと坑(図版1

調査区北端部のLH47区に位置している。確認面は地山田で1.2XO.7mの楕円形の範囲に培褐色土の広がり

た。上面形は長軸(北南)1.05m、短軸0.60mの楕円形で1 底面規模は0.8x 0.4n1前後で、ある。 深さは

0.24mで、底面は中央から壁に向かつて緩く傾斜しており、壁は直線的に外傾して立ち上がる。覆十は1 2 

とも埋め戻されたもので、特に2層は本来地山の土である。遺物は出土していない。

本土坑は形態や覆土から土坑墓と判断されるが、時期は不明である。(高橋)

31く3ii土境(図版1

LJ41区に位置する。 SK477土坑に切られている。 IV層掘り下げ中に遺物の集中を検出したため、遺構の

していた。ただし、最終的な掘り込み確認面は羽層上田であった。なお、掘り込み確認前に新ち

割りを行ったため、北西半は未確認である。確認面では、 は径0.84m前後の円形平面をなすものと推定
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する。確認面から底面までの深さは0.06mに過ぎない。現状からは、底面は平坦で、壁は緩やかに立ち上が

るものと判断できる。

土坑内覆土は炭化物を含む黒褐色土である。出土土器は230-9を除き、ほとんどが小破片であった。 230-9

は底面の約4cm上位から出土した粗製深鉢の胴部下半から底部にかけての破片である。確認時には、一部が

破片となり、全周のうちの約半分が遺存していた。

本遺構は底面上位からの深鉢破片の出土状況から百円形平面の土坑墓であった可能性も想定し得るものの、

現状では断定し難い。出土土器から本遺構はIVb期(大洞B2式)に属する可能性が強い。(栄)

SK383土坑(図版114)

謁査医北東端のLH"L1 47区に位置しており、 8K384e 389に切られている。確認面は地IlJ面で、西経1m

ほどの範囲に磯を中心とする暗褐色土の広がりが認められたが、精査中に本土坑と8K384" 389が重複して

いることがわかった。上田は長軸(北東一南西)0.90m、短軸0.65m以上の構円形を呈するものと推測され、

底部もほぼ同じ規模である。深さは0.20mで、壁は底面からほぼ垂直に立ち上がる。覆土は炭化物を含む

色土で埋め戻されたものと考えられるが、遺物は出土していない。

は形態と覆土の状況から土坑墓と判断されるが、時期は不明である。(高橋)

SK384土誌(図版114)

調査区北東端のL147区に位置しており、 8K383を切り、 8K389{こ切られている。 8K383と同様の確認状

況である。上田は直径0.6n1、底面も直径0.5mの円形を呈している。深さはO.1mで、底面は平坦で塁くしまっ

ていて1 壁は西側ではほぼ垂直に立ち上がる。覆土の暗褐色土には炭化物が含まれるが、その他の遺物は出

土していな liO

本土坑の性格@時期は不明である。(高橋)

15) 

LJ42区に位置する。豆層中で造物の集中を検出し、遺構の存在を予想していた。しかし、

層上面で掘り込み平市を確認した。遺構は確認面で、長径1.19r五、短径1.06mのややいびつな

現状で確認面から底面までの深さは0.45mてある。土層断面からは、本来、少なくとも深さ

たものと推定できる。

詳細不明な部分もあるが、

的には四

。

っ

フ

¥
d
h

ソ

な

!

は大きくは上層群(1" 2層入中層(3層入下層群(4~---7層)にまとめること

ができる。上層群は多量の縄文土器破片等の造物を含むク口ボク土である。ただし吉本;層出土造物は相対的

に小形である。一方、 3層は、地山土粒@炭化物を顕著に含み、土坑底面中央に向かつて煩斜した堆積状況

を呈する。本層上面からは、およそ5個体分の深鉢大形破片が折り重なって出土した。下層群は相対的に出

土遺物が少ない。下層群は断面形状から、連続した埋め演し土であった可能性が強い。

出土遺物には縄文土器破片のほか、石鱗1点、石匙1点¥スクレイパ…4点、二次加工ある剥片3点¥微小長!J

る景II片2点、打製石斧彼片1点、磨製石斧破j打点、白石類2点などの石器もある。出土土器には

{立による時期差を認めることはできず、いずれもIVa2群(大潟印式〉に属するものと判断する。なお、

中からは補乳類の骨片4点、も出土している

は形態および覆土の特徴から 1ものと判断する。
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しでは、土坑内に遺体を約めて当特の地表面近くまで埋め戻したのち、その上に深鉢の大形破片(230-14" 

231 1--232司 2)を数きつめたものと想定する。これらの深鉢は231-2が底部を欠くほかは可ほほ完形に復フ乙

可能である。このことから、土坑墓埋め戻し特に、これらの深鉢を破壊し、霞いたものであろう。その

後、埋葬遺体の腐朽等につれて、埋め戻し土が土坑底面中央に向かつて陥没したものと推測する。この

陥没したくぼみに堆積する形となっている覆土上層群の由来については刊現状では判断し難し'0ただし、

上層群と中層~下層群とで出土土器に顕著な時期差がないことから九上層群は当初の土坑埋め戻し市の

上に築いた盛土に由来する可能性もあろう。本土坑は出土土器から、 IVa2期(大~B1式)に属すると判断

する。(楽)

調査区北東端のL1 47区に位置しており、 SK383 384を切っている。 SK383 384と同様の確認状況で

あった。

上面は径0.38"'_'0.46m可底部も径0.3m蔀後の不整円形を呈している。深さは0.10n1で¥底面は平坦だが

軟らかく冗壁は西側では護線的にわずかに外傾して立ち上がる。覆土は黒褐色土を含む掲色土で百埋め

されたものと考えられるが、炭化物や地山ブロックが混入するほかは遺物は出土していない。確認面

で検出した磯は底面に接しており意図的に置かれた可能性がある。

は磯や覆土の状況から土坑墓と判断されるが、時期は不明である。(高橋〉

SK390土坑(図版116)

調査区北側のL1 46区に位置している。確認は地山首で、径1.3mほどの範囲に暗褐色土の広がりが認

められた。 は1.32 1.04111の楕円形で、深さ0.31n1、底面も1.0X 0.8111前後の楕円形を呈している。

面は平坦 は大きく外傾し ち上がる。 は1層培褐色土と 黒褐色土で百各々炭

には意図的置かれたと えり z aj と lこ 令。

している。

の出十状y伊iから十 と り り 〕と Lつ 《ヤヲ) 

化物を含み、

lま

(高橋)

116) 

LJ36 37!玄四層上面で確認した。北東半は倒木痕により破壊さ

部と判断し 1 一一括して掘り下げた円しかし完掘の結果、壁の立ち

いる円 は、当初倒木痕のー

もほぼ平垣な

り込み で確認したことから"{itJ木痕により された土坑と判断した。 孟50111

はの楕円形平簡をなす可能性があり、確認記からの深さはな15mで、ある。土坑と

に掘り上げており、覆土の詳細は不明である。

.4

」

守

i
J句

I
SJ

 

、.6・84
宅、

はその形態から構円形平田の土坑墓であつ

はなくミ現状では詳細な時期は不明である。

ることができる。 からの出土

116) 

LJ39"40区[V層上面で確認した。 SK362土坑 り1 られる。
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.15m，短径1.05mの抵ぼ円形平習をなす。壁はほぼ翠直に立ち上がり、底面ははぼ平

坦である。確認面から底面までの深さは0.61mを測る。なお、底面東端には径0.36m、底面からの深さ

0.08mの柱穴状落ち込みがある。

は 1~15層に分けた。 1~13層は基本的にクロボク土と地山土@地山磯との混合比によって分けた。

その断面形状と土性とから、連続した埋め戻し土と判断する。 14層は土坑底面直上に堆積し、相対的に

地山土の混入が少ない。 15}蓄は上述した柱穴状落ち込み中の堆積土である。

覆土中からは縄文土器破片、スクレイパ-1点、二次加工ある剥片2点などが出土した。出土土器は大

半が小片であり 1 埋め戻し時に混入したものと推定する。なお、覆土中から骨片も出土している。

は形態および覆土の特徴とから百円形平面の土坑墓と判断する。土坑底面東端の柱穴状落ち込

み らは、本土坑掘削以前の柱穴の可能性もある。しかし 1 現状では に造常に伴う施

い関係から本土坑の設等の痕跡であったかは断定し難い。出土土器とSR506A土器埋設遺構との切り

限時期をIVa2期(大調印式入下限時期をIVc期(大潟BC式)と判断する。(楽)

SK394土坑(図版116)

調査区中央東部のL1 45区に位置する。確認はrv層の土器集中部の精査中になされた。 SK447、SKP471" 

472と重複しているがいずれの遺構よりも新しし1。上面形は0.9XO.7mの楕円形を呈し 1 底面も0.8x 0.6m 

の楕円形を呈している。深さは0.20m"底面は平坦で壁は外傾しながら直線的に立ち上がる。覆十は

由来の黒掲色土で、自然堆議によるものである。遺物は土坑上面のIV属中のもである。このほか1麗から

が出土している。

本土坑の性格は不明である。その時期は大きくはIV期と考えられるが1 より詳細な時期は不明である。

本土坑はIV層形成期には関口していた可能性があろう。〈高橋〉

、一

1
/

兵
U

11よ

にあ与吉 している。確認面は 、炭化物

り、底習には緩い白色がるる。

的に埋め戻されたものである。

遺物は確認聞で2点の打製石斧が先端を北東方向に向けた状態で検出された。 1""---3層からも遺物が出土

と

は1.63x 1.41mの梶丸方形に近い形

ある c 5まはわずかに外領しながら立ち上が

しまりのある混合土で、 4~6J言とともに人為

を呈していて、
ーm

 

円

hu

a
A
せ

八日

u

t
}
斗」

し~特に3層からほ多出している。出土遺物は土器105点、石器44点である。本土坑は遺物の出土状況か

ら士坑墓と判断される。出土土器から上限時期をIVb期(大洞院式)と考える。(高橋)

16) 

のLG39吋Q区にあるが東側は調査区外にあって、およそ西側半分を精査した。確認市は

りが認め与れた。確認面からの深さはO.1mほどで、註径約1.0mの円形を呈するも

のと考えられる。確認国で土坑北側に丹磯を検出した。土坑底部は高から北に緩く傾斜している。覆土

は丹擦を含むしまりのない土で、わずかに炭化物を含んでいる。立層由来の土である。

である。
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SIく397土坑(図版117)

調査区東南端のLG40区の地山面で黒掲色土の円形の広がりが認められた。上面形は径1.30'"-"1.43nlの

し、深さ0.65mで、砂磯層を掘り込んでおり、底面はおよそ0.9m 0.7mの楕円形である。

は底面に向かつて丸みを持ちながら緩やかに領斜していて、底面も中央に向かつて緩やかに傾斜してい

る。底部は砂磯層下の砂質粘土居中にあり竪くしまっている。覆土は色調的には1""""'3層に分けられたが、

同一個体の土器片が各届から出土していることや全体的に地山ブロックが混入していることなどから、

人為的に埋め戻されたものと考えられる。

遺物は各}脅から出土していて、土器35点、微小剥離痕ある剥片2点、剥片2点、である。本土坑は覆十の

状況から土坑墓と判断される。出土土器からIVc期(大洞BC式)をその上限時期と考える。(高橋)

、、l
jノ

一わ川内
H
L川一凶

LJ40 41 

.00nlのほぼ円形平面をな

した。 SK475土坑 SKP476柱穴lこ切られている。現状で、長径1.08m、

はかすかに開き気味に立ち上がり 1 掘り込みはややすり鉢形を宰して

いる。確認市から底面までの深さは0.65mで、ある。

はlr----3層に分けた。いずれもクロボク土を基調とする。い 2層拡地山擦などが混入し、かっ遺物

を多量に含む。一方、 3層は相対的に混入物が少なし ¥0 覆土からは縄文土器破片、磯器1点などが出土し

た

は、形態から円形平面の土坑墓と判断する。覆土のうち、底面直上に堆積する3層は遺体埋葬部

に対応する可能性があろう。出土土器は大半が小破片であり、埋め戻し特に混入した可能性が強い。

出土土器から、本土坑の上限時期はrva期と判断する。(楽)

SK403土坑(図版1

LJ " LK40区に位置する。

円形平面をな y 。

測る

り込みを確認した。現状で百長径1.71m百短径1.58111のほ

り、底面は;まぼ平坦である。確認古から底面までの深さは0.78m

とし、ここでは主に;地山土 e地山擦の混入度によって1，._，13層に分け

た。土層断面形状からは、土坑底面に向かつて傾斜した堆積状況を示す下層群(9~13j喜入その上国のく

ぼみ状の部分にやや不整な堆額状況を示す中層群喜入その上位の上層群(1r----，4層)にまとめること

ができる。これらのうち、下層群の9" 12層には赤色顔料の可能性ある明赤掲色土塊を含んでいる。また、

らはJjrj遺構の可能性もあるが、断定し難い。

のほか、石匙2点、スクレイパ一色点百二次加工ある剥片l点 1 線刻磯

2点、時乳類の骨片約50点などが出土した。縄文土器破片は大形のものは少なく、 1Va期，__1V c期までの時

がある。これらのことから、出土遺物の多くは混入したものと判断しておく。

は形態および覆土の特徴から、土坑慕と推定する。覆土の断面形状からは百下層群が、遺体を

納めて土坑掘り込み面付近まで埋め戻した埋め土に、中層群が、その上に小山状に盛った盛土にそれ

れ相当し、遺体の腐:同等につれて、覆土全体が土坑底部に向かつて陥没したとの想定もあり得ょう。本

は出土造物からIVc期(大沼BC式)に属する可能性が高い。 (i笑)
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第 3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

SK404ごと坑(図版118)

調査広中央のLJ45区に泣置している。確認はサブトレンチ壁面で黒褐色土の浅い落ち込みを確認した

が、 8K500、サブトレンチによって切られていて全体の1/4を調査したにすぎない。土坑全体の規模と形

態は、 0.5 0.7m以上の楕円形を呈すると推測される。確認聞からの深さもわずか0.06mで百底面は凹凸

があり、壁は直線的に外傾して立ち上がる。底部の北壁際には長さ20cmの濡平磯が検出された。

遺物は土器細片8点、砕片5点が出土している。

本土坑は礁の出土状況から土坑墓の可能性がある。時期については8K500との切り合い関係から IVa1 

期を下限時期と考える。

図版社

LJ41区に る。 、、 していたが、最終的には

部で掘り込みの一部を確認したにとどまった。確認状況から、本遺構は長径1.2m、短径1.0mほどの楕円

形平面をなすものと推泌する。 遺物の確認状況から百掘り込み面から底面までの深さは0.20m以上はある

ものと判断する。

は遺物がまとまって出土する底面謹上に;堆積する2層とその上位の1麗とに二分できる。 2j麗には

の大形破片が集中する。このうち百 236与は押しつぶされて破片となった状態で出土したが、本来

完形であったと判断できる。本側は口縁部を南壁lこ!蒔け

か百白石類1点も出土した。

の状態に震いたものであろう。このほ

本遺構は可推定形態および遺物の出土状況から土坑墓の可能性あるものと判断する。ただし、その詳

細は現状では不明で、ある。出土土器から百本土坑はfva2期(大洞Bl式)に属すると判断する。(楽)

SK410土坑(図版118)

としてLJ34区羽層上面で確認した。掘り込みは長径0.71m、短径0.68mのほぼ円形平面をなす。援か

ら窓留には若干の白色がある。確認窃かちの深さはむ.14n1で、ある。

は地UJ擦を含むクロボク土の単一層である。覆土中からの出土遺物はなかった。

現状では本遺構の性格および時期は不明である。(柴)

S!く411土坑(図版118)

LL37" 38" Ll¥r137区羽層上面で確認した。 8K167"335土坑と並列する。掘り込みは長径1.56m、短径0.96111の

なす。確認面から底面までの深さは0.27mをおjる。長斡方位はN- -Eである。

は1'"'-'4層に分けた。い 2層は地山土粒もしくは地山際の混入が特徴的で、連続した埋め戻し十と

判断する。底面直上に堆積する3層;土地山土の混入が少ない。 4J蓄は3層と壁額11の地UJ土とが混合した堆積

である。

ヲ

Lつ 剥片3点が出土した。小破片が多く、

できないことから、土坑埋め戻し時に混入した可能性が強い。

な出土状態を認めることが

本選構は形態および覆土の特徴から構円形平面の土坑墓と判断する。底面直上の3層は主として遺体埋

葬部位に相当する可能性があろう。出土土器から百その上限時期はrVa2期(大狗Bl式)と判断する。(楽〉

-127-



第 5主主 南調査区の遺構

SK413土坑(図版118)

調査区中央L.J45区に位置する。確認面は地山部で黒褐色土の円形の落ち込みが確認された。土坑の規

模は西側を、 81388によって切られているが、上面径0.74""-'0.83m、底面径およそ0.8mの円形を呈する。

碓認市からの深さはO.1mほどで底面から壁への立ち上がりがきわめて緩いことからも、本土坑は、 81388

構築時にその上位を壊されたものと忠われる。

は黒褐色土に地山ブロックが混入している。これは本土坑が車層から地山由まで掘り込まれ、そ

の後埋め戻されたものである。

遺物は盟}富由来のもので、骨片3点が出土しているがこれも誼層に包含されていたものである。

本土坑は覆土の状況から土坑墓と判断される。 81388との切り合い関係と出土土器とからその時期を

Nb期(大泊目式)からl¥! 大狗BC式〉と考える。

S!く421土坑(図版118)

調査区東側のLG42区に位置している。確認面は地出面で、 8K251に切られて径0.7111ほどの培褐色土の

広がりが認められた。上国は直径0.70m、底面は0.52m前後の円形を呈し、深さ 0.28mで、底面は平坦

くしまっている。壁は底面から直線的に外傾して立ち上がる。覆土はしまりのある暗褐飽土でミ炭化物

焼土粒子などを含んでおり、また底面から上位にかけては長さ20'""'-'4 OCIllの礁を検出したが、これら礁は

とともに埋め戻されたものである。

遺物は土器17点、剥片2点が出土している。

は覆土の堆積状況から土坑墓と判断され、出土土器からIVb期(大洞B2式)を上限時期と考える。

(高橋)

SK422土坑(図版119)

中央のL.J45"46区

ど

している。

されたが1

は域社!症jで1 まを111塊を多量に含む累揺色ートが窪1.3mほ

り1 南関の一部はSI 388によって切られ

ている。
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状になっており

遺物は土器117点、石匙1点、剥片10点が出土している。

は覆土の堆積状況から土坑墓と判断される。出土土器と81388との切り去い

上限時期をIVal期、下限時期をIVc期(大洞BC式)と考える。(高橋)

とから 1 その

SK447土説(図版116)

中央のL1 45"46区に位寵している。確認はシルト質の

取り上げる段階の地山富で、 0.5>< 0.8mの範患に

lこ 箇所があり、こ

これは

坑と8K394が重複しており、調査の結果から8K477が8K394に切られていることがわかった。

.Om"底面も直径0.9mの円形を呈しており、深さ0.3111で、底面は中華鏡様を呈している。

できたがN濯の黒褐色土が主体で自然堆積によるものと考えられる。
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第3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

遺物は土器17点、石匙1点、穀片5点が出土している。

本土坑の性格は不明であるが、時期ほ出土土器から後期後葉から晩期言言葉と られる。(高橋)

SK452土坑(図版110)

調査区東側のLG43区に位註していて百 SK277を切っている。礎認面は地山面で、暗褐色土の0.8Xl.1m 

の楕円形の広がりを認めた。上面は1.02x 0.65m、底部は0.8XO.6m前後の楕円形を呈し、深さ 0.35mで底

部は堅くしまっている。援はほぼ垂直に立ち上がる。覆土は暗褐色土で、長軸(東一思)方向の両壁際、に

は磯が意図的に立てかけたような状況で確認された。

遺物は土器7点百石匙l点百微小剥離痕ある剥片3点、剥片2点が出土している。

と覆土の状況から

期(大洞BC式〉である。(高橋)

と判断される。 SK277との切り合い関係から、その上限時期はfvc

SK45i土筑(図版119)

L 1 43 $ 44区に位置する。 S1 617竪穴住居跡床面上で確認した。 S1 617竪穴住居跡P14に切られている。

また九 SR406土器埋設遺構調査の際に設定した試掘溝によって南東端部上半が壊されている。

現状から 1 本遺構は長結0.8m"短軸0.7m前後の台形平面をなすものと推定する。底面は由凸が著しく、

壁は比較的急傾斜で立ち上がっている。確認密から底面最深部までの深さはO.41mで、ある。

覆土は1---3層iこ分けた。 1層は地山際をほとんど含まない均質なクロボク土であり、 V層と類似した

相を呈する。一方、 2.. 3層は底面底上に薄く堆讃し 1 地山土塊を包含している。これらの特徴から百

遺構は百当初、壁の崩壊土と周囲からの流入土が堆積し、その後V層が周囲から流入することによって

埋没したものと判断する。なお、 1i露中からは縄文土器の摩滅した小破片が1点、出土している。月会主@器

特徴から縄文持代中期~後期前葉に属する可能性があるものの、判然としない。

は上述のように関口状態下で自然に埋没したものと判断するが百その詳細な性格は不明である。

S 1 617竪穴住居跡に切られることから三ここでは本遺構の下限時期をrv乱期と判断しておく

、、、
J
ノ

Q
U
 

4
1
6ム

に位置している。確認は地山留でェ黒褐色土が径1.3mの範囲に広がって

いるのを確認した門ト市は得1.13--'1.29111、底面も直径1.0m前後の円形を皐し、深さ 0.62mで、底部は平坦

くしまっている。壁は底面から直線的にわずかに外傾して立ち上がる。覆土の2層は持rr移層~地山由

来 とともに人為的 したものである。

しているが、いずれも摩滅した細片である。

ら土坑墓と判断されるが三時期は不明である。(高橋〉

iこ悶着していて、SK246を切っている。確認はSK246と問時になされ、先端部

を北西にした打製石斧を中心に径0.7111ほどに褐色土の広がりが認められた。上面は怪0.64x 0.55mの円形

し、;奈さ0.16mで、底部は鍋底状を呈する。覆土は福色土はしまりがあり有炭化物を含み埋め要された

ものである。
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第 5章南調査区の遺構

遺物は、ーと記打製石斧l点、のほか、土器21点が出土している。

木土坑は遺物の出土状況と覆土の状況から土坑墓と考えられ、 IVc期(大洞BC式)を上限時期と考える。

(高橋)

SK475土坑(図版117)

LJ40 " 41区四層上面で確認した。本遺構はSKP476柱穴に切られ、 SK400土坑を切っている。また、遺

構東半は水路が存在したため、調査できなかった。本選構は、現状から、径0.90m前後の円形平田をなす

可能性があろう。壁は開き気味に立ち上がり、確認面から底面までの深さは0.48mで、ある。

は1--5層に分けた。いずれもクロボク土を基調とする。このうち、 1--4層では地山土@炭化物な

どの混入物を認めた。一方、底部直上に堆議する5層は相対的に混入物が少ない。覆土からは縄文土器破

片、スクレイノマーl点、などが出土している。いずれも小破片であり、混入したものと想定しておく。

本遺構は形態から、円形平面の土坑墓の可能性あるものと推定する。出土土器には時期幅があるが、

その下限はIVb期である。よって、本遺構の上限時期もrlb期(大洞B2式)と判断しておく。(築〉

SK477土坑(図版114)

L，J41区IV層中で確認した。 SK377土坑を切る。遺構東側は水路が存在するため、未認査である。現状

から径0.80111前後の円形平面をなすものと推定するが『必ずしも確実ではない。壁はやや緩やかに立ち上

がり、底面もかすかに中央部に向かつて傾斜している。水路部分の壁面観察から百本来の深さは0.40111程

度はあったものと推測できる。

は1，...__4層に分けた。覆土の過半を占める 1---3層はいずれも地山土を含み、基本的に一連の理め戻

し土と推定する。覆土中からは少量の縄文土器破片@河盤状石製品l点などが出土している。現状ではこ

れらの遺物の意図的な埋納等を認定することはできない。

本遺構は覆土の特散から土坑墓の可能性を想定する。ただしち土坑形状は現状では明確に判断し難い。

は との切り合い関係から、 とする し"0

SK481土坑(図版119)

調査区中央東側のLH46区に位置する。 SK636 525と切り合うが本土坑

の調査途中で確認されたものである円上面形は直径0.6m以上で、底面

確認面からの深さは0.39111で、ある。覆土l層は直層の流れ込みで、 2題は壁の崩

では最も古く"S:K636 

を呈している。

である。主体の3層は

くしまりのある暗褐色土で、人為的に;埋め戻されたものである。

遺物はい 3層から出土しており、脅角器'ie骨片も確認された。

本土坑は覆土の状況から土坑墓と判断される。 SK636との切り合い関係から iYal期が下限時期の

性があるが、確実ではない。(高橋)

図版119)

調査区東側のLH46区に している。確認は地山首で、長さ 30C111ほどの の磯と が直

径0.6111ほどの範留に広がっているのが確認された。上部は0.54X 0.42111で、底部も0.4x 0.3n1前後の楕円

形を呈している。深さ0.24111で、底面は西側向かつて緩く傾斜しているが百竪くしまっている。覆十の
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である は人為的に埋め淀されたもので、

3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

らは遺物が出土している。

剥片2点が出土している。

本土坑は覆土の堆積状況と立石が伴うことから

時期は不明である。(高橋)

と判断される。出 が小片のため、詳細な

SK495土坑(図版120)

LI 鯵 LJ43区

して掘り下げ

る。 SKP585柱穴窃 SB430建物跡P2tこ壊されている。 IV層中で礁の集中を認め、

最終的に地山面で、本遺構の掘り込み平面形を確認した。畦の土層断面観

ら九掘り込みは上面径0.70m前後のすり鉢形をなすものと

ある。

る。畦断面での深さは0.30m前後で、

に分けたo 1層には白石類3点、石血1点や円i擦が集お状;こ し1 中には立石状を呈する

機もある。 らはこのほか ある剥片l点、剥片2点が出土して

いる。 2層は赤色顔料に類似するシルト質土の塊である。 3層は造物や擦をほとんど含まない

はその形態や円磯等の検出状況から、上位に円磯などを立石および集石状に配した土坑墓であっ

たと推定する。 3層は遺体埋葬部位に対応し、 2層の明褐色土塊は赤色顔料の代替物であった可能性があ

ろう。本遺構は他遺構との重接関係から、れTa2期〈大調印式〉前後を下限時期とするものと推定する。(楽〉

SK496土筑(図版120)

L 1 e LJ43区V層上面で確認した。 SKP523柱穴を切る。掘り込み平面は冗長径0.84m、短径0.68n1の

幅差の少ない楕円形をなす。壁は急角度で立ち上がり、底面はほぼ平坦で、ある。確認苗から底面までの

深さは0.24mを測る。長戦方位はN-f… Eである。

は1，.._，3J醤に分けた。 2" 3層はともに地山土塊を含むクロボク土である。

混入度が少ないものの、前層とも埋め更し土と判断する。

なクロボク土であり 1 土坑埋め;更し後に形成された

は相対的に地山土塊の

る円均

/~ 

から 、、

などが出

で検出した。これらは2)畜中からの出土でeI5るが1 白石類(388同 3)や石皿(395-1)

は比較的大形であり、意図的に埋められた可能性が強いものと

はほとんどが小片であり百現状ではその由来は判断し難い。

る。このほかの

しているにj 多く

や石箆(373-2)

や

なし のうち

る可情性を殺定できょう円十技中手手渡市lこ向かっ

て1 し百 3層が陥没したことによるとの解釈

と石盟は菖!I翠品と判断する。また三るトあで

な あることから、 してお

く。土器破片をはじめ他の遺物については、ほとんどが片であることから百現状では意図的に埋めた

とは判断し難い。なお百出土土器には縄文後期前葉から晩期前葉までのものを認めることができる。時

な出十十黒から判断すると三本遺講の上限時期はrVlコ惑(大詔B2式〕で、ある。

1つ1



第 5章南調査区の遺構

SK500土坑(図版118)

調査区中央のLJ"LK44..45区に位置し"SKP465に切られ"SK404を切っている。石室認は地山面で1 小

円磁の集中を中心に1.5mほどの範囲に黒褐色土の広がりが認められたが、北側は撹乱によって深く削平

を受けている。上国形は1.55x 1.36m、底面も 1.32x 1.04mの楕円形を呈している。深さは0.35mで1 底面

は平坦で堅くしまり、壁は底面からわずかに丸みを持ちながらほぼ垂直に立ち上がる。覆土は6層に分層

されたが、黒褐色土を主体としてブロック状に堆議しており、人為的に埋め戻されたものである。遺物

中から出土しているが、意図的に配されたと思われる出土状況は示していないが、線刻磯が

している。

遺物は土器216点、微小剥離痕ある剥片2点百剥片35、砕片17点、線刻磯1点が出土している。

本土坑は覆土の状況から土坑墓と判断され、時期はrVa1期である。(高橋〉

SK524土坑(図版119)

調査区中央東側のLH46区に位置する。 SI¥:525香 636" SI¥:P665と重複しており...SK525窃 636より新しく 1

SKP665よりは古い。土坑の掘り込み面は盟層で、土坑規模は上面、底面とも直径1.0mの円形を呈してい

る。 深さは0.75mで、底面は砂磯層まで達していて 1 南東部は上面プランよりも外側に張り出す。壁は底部

からわずかに膨らみながら、中位で一度くびれてさらに外傾して立ち上がる。覆土は黒掲包土と培掲色

になっており 1 人為的に埋め戻されたものである。

遺物は4" 5層から出土していて、土器158点、土偶l点、石錐1点、石核l点などが出土している。その

ほか1層上位から骨片1点が出土しているがミ麗層からの流入と考えられる。

本土坑は覆土の状況から土坑慕と判断される。出土土器からNc期(大洞BC式)を上限時期と考える。

SK525こと坑(図版119)

中央東側 に位置する。 SK481事 524 636と -れーおて
-g

し SK524 636よりは古く

れており、現状ではSK481よりも新しい。土坑規模は百偽造構によって上位から

底面形が0.4111ほどの円形呈するものと推定される。

から土器5点、剥片1点、白石類1点、のほか脅片が出土している。

可ムハ

ωあで明不中
品 は遺構の切り合い関係から )にj寓すると

る。(高橋)

SK529土坑(図版120)

のL.J45区に位置し、 SK547に切られている。確認は増山富で長さ2むC111'まどの翠平な擦を中

心に培褐色土が径0.7mほどの範囲に広がっているのを確認したが、東部は計平を受けている。上記は産

淫0.71111、底面も直径0.5m前後の円形を皇し、深さ0.25mで¥底面は中央に向かつて緩く傾斜している。

ちながら外傾して立ち上がる。覆土の培鴇色土は人為的に埋め摸されたもので%

の炭化種子が検出されている。

白石類1点のほか、

の堆積状況から土坑墓と考えられるが百

している。

していたのか、
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第3節南調査区の検出遺構と遺構内出土遺物

しの際意図的に入れられたのかは不明である。時期は出土土器と SK547との切り合い関係から

Na1期嬰(大潟印式〉に属する可能性があるが、確実で、はない。

SK546土坑(図版120)

に位置する。当初東半部をN層掘り下げ中に確認し、精査の結果、西半部は買層中で確認した。

現状で、掘り込み平面は長径0.93m、短径0.80mのやや寸詰まりの楕円形をなす。壁は比較的急角度で立

ち上がり、底部は平沼である。確認面から底面までの深さは最大で、0.42mを測る。長軸方位はN-84
0

Wで

ある。

は擦や造物を多量に る。土坑中央から北東側にかけて、底面のやや上位から打製石斧@

石剣類破片 e石槍破片 e スクレイ と および壷口縁部の大形破片がまとまって出土し百さ

らにその上位や周辺には大形円擦が数点存在している。

このほか¥土坑内からは1 縄文土器破片約350点、土製耳飾破片3点、二次加工ある剥片2点、微小剥離痕

ある剥J=i'1)点可郡片35点王石核4点、磯器l点、白石類1点などが出土している。これらの出土遺物のうち、

器破片はほとんが著しく摩滅した小片である。このことから百出土土器は一部を徐き、埋め戻し時に混入し

たものと判断する。

また五覆土中からは精乳類骨片を10点検出している。このうち微細な小片1点、は先の打製石斧直下から、

ほかは覆土上位からの出土である。

本遺構はその形態と覆土の特徴とから、楕円形平面の土坑墓と判断する。土坑北東側底面上位からまとまっ

て出土した打製石斧や壷口縁部破片などはその遺存状況から、副葬品と判断する。また百 3点の土製王手飾破

片のうち、打製石斧直下から出土した239-20も副葬品であった可能性があろう。このほか、大形遺物である

白石類も意図的に選択されて埋められた可能性があるが、現状では断定し難い。

は、副葬品と推定した壷口縁部破片の特徴から、 Nc期(大洞BC式)に属すると判断する。なお¥

239-17は犬病C2式の吾被片である。当該資料は覆土上位からの出土であり、土坑埋め戻し後の混入と

しておくの〈祭〉

でp

t 〆「
/ 

し、 SK529を切っている。確認はSK529と同様に地出面で、径0.5n1ほどの範囲

っているのを認めた。上面は直径0.45m、底面も直径0.25n1の円形を主し、 i;奈さ0.25111で、

は平坦でしまっている。壁は底面から直線的にわずかに外傾して立ち上がる。覆土上泣にある2個の磯

とともに埋め突されたものである。

遺物は土器2点1 石室Ij類1点が出土している。

本土坑 あるいは規模から した土坑と判断される。出土土器か

を上限時期と考える。

L 142区に位置する。 SKP722柱穴に切られ、 SK558 742土坑を切っている。南東半は水路が存在するた

ある。 現状からは百短径O.70m翠震の楕円形平留をなすものと推測する。掘り込み面はm

ある。壁は霊童に立ち上がり、ほぽ底面は平坦で、ある。車層下面から底面までの深さは0.40mで、あ
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る。

とする。縄文土器破片等を含むが、現状では覆土の由来は不明である。

は推定形態から、土坑墓の可能性を推測し得るものの、断定し難い。出土土器から、本土坑の上限

時期をIVa1期と判断する。(築)

SK552土坑(図版121)

L 143区に位置する。 IV層上面で確認した。 SR570土器埋設遺構を切り、 SKP571655柱穴に切られてい

る。

土坑は円に近い楕円形平田をなし、長径0.99m、短径0.88n1前後で、ある。壁は急角度で立ち上がり、底面

である九確認面から底面までの深さは0.35mを測る。土坑平面の長軸方イ立はN-54
0

-Eである。

はク口ボク土を主体とする。特に下半に地山土粒の混入が顕著なことから、上下層に分けた。ただし、

その層界は漸移的であり、覆土は連続した埋め戻し土と判断する。また、土坑底面上には長径30cm余りの

大形円燥があり、その直下からやや北東側にかけての小範囲に赤色顔料に類似した明褐色徴砂質土が底部直

く堆積している。これら大形円磯および明褐色徴砂質土は土坑埋め戻し当初に意図的に埋められたも

のと判断する。

このほか、覆土中からは縄文土器破片約120点、二次加工ある剥片2点、微小剥離痕ある剥片l点1 剥片16

石核え点1 白石類毛布、などが出土した。このうち、縄文土器破片はほぼ覆土全体から出土している。これ

らはいずれも小破片であり、かっ、本土坑が一部を破壊しているSR570土器埋設遺構の埋設土器と接合する

破片も存在することから、これらの土器破片をはじめとした小形の出土遺物は基本的に埋め戻し時に混入し

たものと判断する。一方、石核等の大形の石器類のうち、 363-1の石核は上述した土坑底部上の大形円礁の

下から出土しており、やはり、土坑埋め戻し当初に意図的に埋められたものと判断する。他の大形石器類は

ら中位にかけての出土であり百現状では意図的埋められたものかは判断し難い。

本選構はその形態と覆土の特徴とから、円形平沼の土坑墓と判断する。底面直上の明褐色微砂質土は赤色

その立の大形丹擦は遺体 jて半身トに置いた抱き石と判断し、遺体上半身は北東方向を向い

ていたものと想定しておく。また、少なくとも363-1の石核は副葬品であったと想定しておく。

覆土中からの出土土器には時期Ip言があり、その下限はfvc群(大潟BC式)で、ある。遺跡の主たる継続期間も

ると、 はrvc期〈大沼BC式) ア
匂 いと る。

なお、 ズコーシャに委託した(第7章第3節参照〉。

3 

短径0.66m

面から

り込み平面形を確認した。本土坑はSlCP612柱穴を切ってし1る。掘り込みは長径0.73m、

なす。底面は若干田凸があり、壁はわずかに開き気味に立ち上がっている。

さは0.16rηを測る。長車!IJ方位はN -Eである。

ことから、埋め戻し土と判断する。 り

徴小景IJ離痕ある季IJ片1点、若!jJ守色夜、砕片4)点百石1安3点などが出土している。底面直上から

の出土遺物はなし ¥0 出土遺物の多くは小破片であることから、埋め戻し特に混入したものと判断する。

本遺構は形態と覆土の特徴とから、構内形平面の土坑墓の可能性が強いものと判断する。覆土中からの出

にはI¥Ia2期前後にj嘉すると推定できるものがあることから、木造構の上限時期もIVa2期(大
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と判断しておくの(栄)

SK555土坑(図版121)

調査区中央のLJ46区に位置し、 8KP604を切り、 8KP605 625tこ切られている。確認は地山面で¥.2個の

大形の!燥を中心に黒褐色土が径1.3m~まどの範囲に広がっているのを確認した。上面は径1.25 x 1.12m百

も直径0.71TI前後の不整円形を呈している。深さは0.24mで、底面から壁にかけての断面は中華鍋様である。

は地山土塊@砂燥を多量に含む黒褐色土で埋め戻されており 1 土坑中央上面の!擦は意図的に配されたも

のと考えられる。

遺物は土器45点、スクレイパ 微小剥離痕ある剥片2点、石箆l点、出石類2点百剥片2点が出土して

いる。

本土坑は覆土の堆種状況や擦の在り方か

限時期と考える。(高橋)

と判断され、時期は出土土器からfyc期(大沼式〉

SK558土坑(図版122)

L 1 .. LJ42区VI層上面で確認した。 8K548土坑に切られている。掘り込みは長径1.50m百短径1.21mの楕

円形平面をなす。壁は東端部が内側に張り出すほかは可緩やかに立ち上がる。底面はほぼ平沼である。確認、

面から底面までの深さは0.45n1を誤ijる。覆土は1'""'4層に分けた。底面底上に堆積する4J蓄および3層はク口ボ

ク土を基調とし、混入物辻比較的少ない。その上位の2層は地111土とクロボク土とが混在し、遺物も多出す

る。最上位の1}習はクロボク土を基調とし、若干の遺物を包含する。土坑底面中央に向かつて傾斜する覆土

土層の断面形状からは、土坑造営当時は地表に主に地山土による小山状の盛土が存在し、その後盛土も含め

た覆土全体が陥没したとの解釈もあり得ょう。

出土造物には百縄文土器破片多数、石鍛2点、石錐2点、スクレイパー1点、二次加工ある剥片l点、石核l

点のほか、小玉1点、補乳類脅片2点、がある。土器の多くは小片であり、かっ特徴的な出土状態を認定するこ

とはできない E二3 また、小玉は2寝中か iらの出土である。

は形態および覆土の特徴から 1 土坑墓と判断する。上述したように本来小山状の盛土を有した可能

性もあろう。出土遺物のうち 1 小玉および石簸や石錐などの石器製品などは副葬品の可能性があろう。なお¥

出土土器にはIVal期'-"'[Vc期までの時立~騒がある。現状では\本土坑の上限時期をfVc期(大許可BC式〉として

おく。

SK567土坑(図版1

そご

る。 は8K358土坑調査のために立麗中から設定した畦の土層断面の観察によって

ミ "'I_l_.山と地山面とで東端の一部の平面形を確認したに過ぎず、全体の形態

は不明で、ある。畦の土層断面では、壁は斜めに立ち上がり、底面はほぼ平坦で、ある。畦上積からの深さは

O.27n1を測る。本遺構は畦の土層断面と平田での位置関係とから、 81431竪穴住居跡 8K358土坑"8.KP682*-告主

り、 8KP566柱穴に切られていると判断する。

土坑内の覆土は若干の炭化物 e地UJ磯を含む単一層と判断した。地山礁が顕著で、あることから百埋め戻し

土の可能性が強いものと推定する。覆土中からは1 縄文土器被片約3む点、二次加工ある剥片1点、剥片3点な

しfこ円 り したが、 240-13の深鉢服部被片および328-9の二次加工ある剥片は
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