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西区TII層出土の1V期の土器



序

丹生川村折敷地五味原地区においては、平成５年度から８年度までの４年間

に５遺跡の発掘調査が実施されました。岐阜県土木部河１１|課宮川上流河川開発

工事事務所が行う丹生川ダム建設に伴い、埋蔵文化財の記録保存のための発掘

調査が岐阜県教育委員会に委託され、財団法人岐阜県文化財保護センターが担

当した次第です。

本報告書は、平成８年度に調査を実施した「たのもと遺跡」の発掘調査結果

をまとめたもので、丹生川ダム水没地区（五味原遺跡群）埋蔵文化財調査報告

書の最終の第５集にあたります。調査の結果、特に第４集までの遺跡の調査で

は希薄であった縄文時代後期前葉について、住居跡や周辺の生活跡およびまと

まりのある土器群・石器類などの貴重な資料を得ることができました。

五味原地区という限られた地域内での集中的な発掘調査が完了したことで、

それぞれの遺跡の関連づけや対比等が、今後は重要になってくると考えられま

す。発掘調査によって蓄積きれた資料によって、連綿と続くこの地域の縄文時

代についての研究が、さらに深まることを大いに期待したいものです。

報告書の刊行にあたり、発掘調査および出土品の整理・報告書の作成に際し

まして、関係諸機関・各位から多くのご指導．ご協力を賜りました。また、関

係諸機関、丹生川村教育委員会、地元の関係各位の皆様からは終始多大なご支

援．ご協力を賜りました。

末尾ではありますが、改めて厚くお世話になった方々にお礼申し上げます。

平成10年３月

財団法人岐阜県文化財保護センター

理事長篠田幸男



例 に『

１．本書は岐阜県大野郡丹生川村折敷地字西田に所在するたのもと遺跡(遺跡番号21601-08762）の発

掘調査報告書である。

２．本調査は丹生)||ダム建設に伴うもので、宮川上流河)||開発工事事務所から岐阜県教育委員会を通

じて委託を受け、財団法人岐阜県文化財保護センターガ実施した。

３．発掘調査は、平成８年度に実施し、渡辺誠名古屋大学文学部教授の指導のもとに上原真昭が担当

した。

４．本書に記載した遺物の実測は次の者が主に行った。

土器清田由美子田井孝子所洋子荒井尚子

石器牛丸富士子脇渕純子上原真昭

土偶古田奈緒子

５．実測図のトレースは次の者が主に行った。

中村映子脇渕純子

６．遺物の写真撮影は、佐藤右文氏（奈良県在住）に依頼した。

７．本書の執筆については、第２章第１節は清見村立清見小学校教頭岩田修氏に玉稿を賜った。第３

章第３節９は古田奈緒子が執筆し、他は上原真昭が執筆した。自然科学分析に関しては、それぞれ

執筆者名を明記した。編集は上原が行った。

８．事前地形測量は(株)興栄コンサルタントに委託して行った。

９．空中写真撮影と空中写真測量は、（株)イビソクに委託して行った。

10．自然科学分析は、（株)パレオ・ラボに委託して行った。

１１．発掘調査および報告書の作成にあたって次の方々や諸機関からご助言.ご指導.ご協力をいただ

いた。記して感謝の意を表する次第である。（敬称略・順不同）

小島俊彰戸田哲也谷井彪橋本勉金子直行細田勝田中彰冨丼眞

大石崇史領塚正浩岩田修吉朝則冨藤根久藤本健三岐阜県工芸試験場

丹生川村教育委員会上宝村教育委員会

12．発掘調査作業ならびに調査記録および出土品の整理等には次の者が参加した。

古田奈緒子矢嶌和子岩佐勇白田清子大平勇白田良恵飯塚八十子黒田美奈子

上村かを子黒木明三清水佐市新家正次山田博子志多縫子西田幸平和座雅子

瓜田英明白川良平沢之向保白石和代稲本嗣坂谷正道清水武倉本正幸

蒔田利光渡瀬保牛丸富士子柚村幸子清田由美子田井孝子所洋子田村由美子

横井さだ子垣添敦子中村映子荒井尚子大西和子瀬戸幸子畠中裕子脇渕純子

13．士層および遺物の色調観察は、小山正忠・竹原秀雄『新版標準士色帖』（1993）を参照した。

14．調査記録および出土品は、財団法人岐阜県文化財保護センターで保管している。



次目

序

例言

第1章発掘調査の経緯…………･………･………..……･……･……………..……………･･…………･…･’

第１節調査に至る経緯…..………………………･………･…………………………………………･･１

第２節発掘調査の経過…･……･………･……………………･……………･…………………･………２

第２章遺跡の環境…･…･………..………･……･………………………･……………………………..……４

第１節地形・地質環境……………･…･……………･……………………･…･…･……………………４

第２節周辺の遺跡（五味原遺跡群）・…………･…………..…………………………･…………･…６

第３章西区の遺構と遺物……･…………･……..……………………..………･……………･………･……９

第１節基本的層序･…………………………………･…………………･…･……･…………･…………９

第２節遺構と出土遺物…･…･…･……･…………………………………………･…………………･…１３

第３節包含層出士遺物……………………･………･……･……･…………………………･………･…３９

第４章東区の遺構と遺物…………･……･…………………………･………………･…･………･…………７４

第１節基本的層序･……………………･…………………･…………..………………･…･…･……･…７４

第２節遺構と出土遺物･………………･………………………･………･………………………･…･…７４

第３節包含層出土遺物…･………･…･………･…………………………･…………………………･…８４

第５章自然科学分析…………･…………･……………･…･………………………………………･………･９７

第６章まとめ……………………………………･･………………………･……………･………………･･106

主要参考文献



挿図目次

第１図遺跡の位置………･………………･……..……………･………………………･……………………ｌ

第２図グリッド設定図･………………………………･…･……………………･…･……………………･…３

第３図遺跡付近の地形図…………………………･…………………………………･…･…………………５

第４図五味原周辺の遺跡分布図･…･…･…･………………･………………･…･…………………………･･７

第５図地形測量図（調査範囲・士層断面の位置）……･･…･……･……………･………………………･８

第６図土層断面図（西区）…･……･………………………………･……･……･…………………………･１０

第７図遺構配置図（西区）………･………･…………………………･………･…･……………･…………１１

第８図西区の遺物出土状況………………………･……………………………･……･……･……………･･１３

第９図ＳＢｌ……･…･……………………･……･……………･…………………………………･…………１５

第10図炉内出土土器（ＳＢｌ）・…･………･……..……………………･…………………………………１５

第11図ＳＢ１遺物出土状況・………………………･……..…………･･……………………………………１６

第12図ＳＢｌ出土土器………………………………………………..………………･……………………１７

第１３図ＳＢｌ出土石器(1)．………………………………･……･……………………･…………．.…………１８

第14図ＳＢ１出土石器(2)………………………･…………･……………………………………………･…１９

第１５図ＳＢｌ周辺図（焼土跡群・ＳＸｌ５・ＳＸ２３）…･…･……………………………………………･…２２

第１６図焼土跡群出土遺物…………………..……………………………………･……………･………･･…２４

第１７図ＳＸｌ５出土遺物…･･………………･…………………………･……･……………………………･…２５

第18図ＳＸｌ７周辺図…………･…･………………………………･…………･………･…………………･…２６

第19図ＳＸｌ７出土石器……･……………………………………………･……………･……………………２６

第20図ＳＸ２１周辺図…………･……･………………..…………………………………･………･…………２７

第21図ＳＸ2１（水場遺構）・…･……………………･…………..……………………･…………･……･…･２９

第22図ＳＸ２３・……………………………………･……………………………………………………･……３０

第23図ＳＸ２１・ＳＸ２３出土遺物………………･………･…………………………･…………………………３１

第24図西区のおもな土坑・ピット･…･………………………………･…･…………………………･……･３４

第25図西区の士坑・ピット出土遺物(1)………･…･……………………………………………･…………３６

第26図西区の土坑・ピット出土遺物(2)………･…･……･…………………………………………………３７

第27図ＳＸ２出土土器………………･･…………………………………………･…………………………３８

第28図西区11期の土器・IV層出土の石器･…･…………………･…･……………･……………･…………３９

第29図西区ⅡI期の土器……………･……･……………………………………………………･……………４１

第30図西区1V期の土器(1)第１群１類・２類.………………………………………･…･………………４３

第31図西区1V期の土器(2)第１群５類・第２群……………･……･………………･……………………４５

第32図西区1V期の土器(3)第２群・３群・８群.……･………･…………..…………･…………………４７

第33図西区1V期の土器(4)第４群～６群……･……………………………･･……………………………５１

第34図西区1V期の土器(5)第８群・９群………･……………･…･………………………………………５３

第35図西区1V期の土器(6)第１群１類…………･……………………･…………･･･………･……………5５



西区1V期の土器(7)第１群２類～第２群…･……･……………………………………･…………５６

西区1V期の土器(8)第２群～４群．…･………………………………………………………･……５７

西区1V期の土器(9)第５群～８群……･…･……･………･…………………･………………･……５８

西区1V期の土器(10）第９群･………………..…･…………………………･……………………･…５９

西区1V期の土器(11）底部･……………･……………･…･……………･……………………･………６０

西区ⅡI層出土石器(1)…･…..……･……･…………………･……･…………･………………･………６２

西区ⅡI層出土石器(2)………..…………………..…..…･…………………･…･……………………６３

西区IⅡ層出土石器(3).………..………………･…………………………………..……･…･……･…６４

西区IⅡ層出土石器(4)………･………………………………………………………･……………･…６５

西区IⅡ層出士石器(5).………･………..…･……………･…………･……………･…………………･６６

西区IⅡ層出土石器(6)………･………………･……………………………………………………･…６７

西区Ｖ期の土器…･…………･…………………･…………………･…･…………………･…………６７

西区V1期の土器･……･…………………………………･･………………………･……･……………６９

西区11層出土石器(1)……･………………………･…･……･…………･…………………･…………７１

西区11層出土石器(2)・石製品………………………………･…･……………………………･……７２

西区出土の土偶…･…………･………………･…………･…………………………..………………７３

西区の歴史時代の遺物………･…………･…………………………………………………･………７３

遺構配置図（東区）…･…………･…･……･………………………………･…･……･…………..…７５

士層断面図（東区）・…..……･…………･…･…………･……………･………………………･……７７

束区の遺物出土状況･………………･…………..……………………………･……………･………７９

ＦＰ１周辺図および周辺出土石器・…･…･………･………･………………………･………………７９

SX22周辺図……………･………･……………･…………･…………･………………………･……８０

ＳＸ２２…………………･…….…………………………………………………………………･……８０

ＳＫ５……………………･……………･……………………..…………………･………………･…８１

束区の遺構出土土器･…………･…………………………･……………..………･…………………８３

束区１期・IⅡ期の土器………･……………………………………･…………………･……………８４

束区1Ｖ～Ｖ期の土器…･……………………･………………………………………………………･８５

束区V1期の土器(1)・時期不明の士器..……………………..……･…………………………･……８７

束区V1期の土器(2)…･……………..……………………………･………………………･………･…８９

束区V1期の士器(3)…………･……………………･……･…･…………･…………………………･…９０

束区出士石器(1)………･………………………………..………………･…………………………･･９２

束区出土石器(2)……･……………..…………………………..………………………………･……９３

束区出土石器(3)・石製品…･…･…………･…………………･……………………………･………･９４

束区出土石器(4)…………………………･………………………･…･…･…………………………･･９５

束区の歴史時代の遺物……･……………………………･………･…………………………………9６

図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図

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

３
３
３
３
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
７

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第



付表目次

五味原周辺の縄文遺跡一覧…･……･…………･……………………………………………………６

ＳＢｌピットー覧表…………………………･…･…･………………………………………………１５

不明遺構一覧表（西区）……･…………………･……･…………..……………………………･…２１

士坑・ピット一覧表（西区）・………………･………………･…･…･……………………･………３３

不明遺構-一覧表（東区）………….．…………………･………..………………･…………………７８

士坑・ピットー一覧表（東区）………………………………………..………………………･……８２

大型植物化石一覧表……･……………･…………･･…………･………………･…………………101

放射性炭素年代測定結果・…………･……･……･…･…………………･…･…･…………･………１０２

たのもと遺跡出土木材の樹種同定結果..……………………………………………･…………105

遺構出土の1V期の士器（西区）…･…･…………･……･……･…･…..……………………･……106

石鑑計測表・……………………･……………………………………………………･……………111

石錐計測表……･…………･…………………･……………･･………………………･……………１１２

削器計測表………………･………………･……………………………………………･…………１１３

ヘラ形石器計測表・………………………･………………..…………………………………..…１１３

両極剥離痕のある石器計測表……･…………･…………………………………………･………１１３

快入石器計測表………･…………･………………………．.…･……………………………･……114

二次加工のある剥片計測表………･………･………..………………………………………..…114

使用痕のある剥片計測表・…･………………………………………･……………………………114

石核計測表……･……………･…………･………………･……………………………………．．…115

石錘計測表・…………………………･………………………………･…･…･……………………･'１５

接合剥片（SX15）計測表……………………･……･………･……･……………･……･…………116

打製石斧計測表・…･…………………..………………………………………･………………･…１１６

横刃形石器計測表・…･…………･･…………･…･…･……･………………………………･………120

礫器計測表・……………………･…………………….．……･…………･…………………………１２０

磨製石斧計測表・…･………………………･……･………..…･…………･…………………･……120

磨石・凹石類計測表………･………………･…………………………………………………･…121

石Ⅲ計測表・………………………………………………………･………………………･………１２４

砥石計測表………………･……………･……………………………･……………………………124

石製品計測表・…･…………･………..……………………………………………………………･124

石器組成表．.……………………………………･…………･………………･……･………………124

表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
咀
咄
Ⅳ
肥
凹
加
Ⅲ
皿
別
叫
妬
茄
〃
邪
別
別

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第



図版目次

口絵カラー図版西区Ⅲ層出土の1V期の土器

図版１１．遠景２．遺跡全景３．１列北壁セクション４．西区作業風景

図版２５．西区全景６．ＳＢ１(検出前）７．ＳＢｌ石囲炉８．ＳＢ１９、石鍬出士状況(ＳＢ１）

１０．削器出土状況(ＳＢｌ）

図版３１１．土器出土状況(ＳＢ１炉内）12．焼土跡①(ＳＸｌ）１３．焼土跡⑨(SXll）

14．ＳＸｌ７遺物出土状況１５．Ｐ３

図版４１６．クルミ出土状況(SX21）１７．水場遺構(SX21）１８．木片出土状況(FlO区Ⅲ層）

１９．１V期第５群５類土器出土状況(Ｇ９区Ⅲ層）

図版５２０．束区全景２１．束区作業風景２２．ＳＸ２２２３・ＳＸ２４２４・クルミ出士状況(SX22）

図版６２５．ＳＢｌ出士士器２６．ＳＢｌ出土石器１．西区遺構出土石器ｌ

図版７２７．ＳＢｌ出土石器２２８．ＳＢｌ出士石Ⅲ２９．ＳＢｌ出土石器３.西区遺構出土石器２

図版８３０．西区遺構出士石器３３１．西区遺構出土士器ｌ

図版９３２．ＳＸ２１出土土器１３３．ＳＸ２１出土土器２３４．ＳＸ２１出土木片３５．ＳＸ２３出土土器

図版１０３６．西区遺構出土土器２３７．ＳＸ２出土土器

図版１１３８．西区11期の土器３９．西区ⅡI期の土器１（第29図-194）４０．西区ⅡI期の土器２（196）

図版１２４１．西区Ⅳ期の土器１（第１群ｌａ類197）４２．同２（同198）４３．同３（同２類199）

図版１３４４．同４（第１群１ａ類）４５．同５（同ｌｂ類）

図版１４４６．同６（同ｌｃ類）４７．同７（同２類）４８．同８（同３類）４９．同９（同４～６類）

図版１５５０．同10(同５類201）５１．同１１(同202）５２．同１２(第２群203）５３．同13(同204）

図版１６５４．同14(第２群）５５．同15(同）

図版１７５６．同16(同205）５７．同17(第３群ｌａ類206）５８．同18(同207）５９．同19(同208）

６０．同20(同ｌｂ類209）６１．同21(同２類210）６２．同22(同６類211）

６３．同23(第４群214）６４．同25(第２群330）

図版１８６５．同26(第３．４群）６６．同27(第５群４類215）６７．同28(同５類216）

６８．同29(第６群１類218）６９．同30(同２ａ類219）

図版１９７０．同31(第５～６群）７１．同32(第７群）

図版２０７２．同33(第８～９群）７３．同34(第９群）

図版２１７４．同35(第８群２ｂ類221）７５．同36(第９群ｌａ類222．同ｌｂ類224）

７６．同37(同ｌｂ類226）７７．同38(同２ａ類228）７８．同39(同１ａ類223）

７９．同40(同２ｂ類229）８０．同41(同３ｂ類231.232）

図版２２８１．西区111層出土石器１８２．西区IⅡ層出土石器２

図版２３８３．西区IⅡ層出土石器３８４．西区ⅡI層出土石器４

図版２４８５．西区Ⅲ層出土石器５（石Ⅲ）８６．西区Ｖ期の土器１８７．同２（551）８８．西区出土の土

偶

図版２５８９．西区Ⅵ期の土器１９０．同２（554）９１．歴史時代の遺物１（604）９２．同２(605）



93．西区Ⅱ層出土石器１９４．西区Ⅱ層出士石器２

９５．束区の遺構出土遺物９６．束区遺構出土土器(611）９７．束区遺構出土土器(610）

98.束区１期の土器(625）

99.束区Ⅲ期の土器１００．束区1Ｖ～Ｖ期の土器

１０１．束区1V～Ｖ期の土器(650）１０２．束区V1期の士器１（第２群２ｃ類651）

103．同２（同２．類653）104．同３（同３類654）１０５．同４（第１群）

106．同５（第２群１類～２類）107．同６（第２群４類・第３群）

１０８．束区出土石器１１０９．束区出土石器2

110.束区出土石器３１１１．束区出土灰釉陶器１１１２．束区出土灰釉陶器2

113.束区出土陶器

出土した大型植物化石

たのもと遺跡出土木材の顕微鏡写真（１）

たのもと遺跡出土木材の顕微鏡写真(2)

たのもと遺跡出土木材の顕微鏡写真(3)

図版２６

図版2７

図版２８

図版2９

０
１
２

３
３
３

版
版
版

図
図
図

３
４
５
６

３
３
３
３

版
版
版
版

図
図
図
図



第１節調査に至る経緯１

第１章発掘調査の経緯

第１節調査に至る経緯

たのもと遺跡の発掘調査は、岐阜県宮)１１上流河川開発工事事務所による丹生)'1ダム建設に伴う緊急

発掘調査の一環として行われた。丹生川ダム水没地内埋蔵文化財発掘調査の経緯については、第１集

の「西田遺跡」の発掘調査報告書に記述されているとおりである。たのもと遺跡は、第２集の「カク

シクレ遺跡」のＢ地点およびＣ地点や、第４集の「丸山遺跡」と同様に事前の試掘調査により確認さ

れた遺跡である。水没地内のうち荒城川右岸上流部の水田部分については、平成６年８月に小型重機

を利用して、３４カ所のトレンチを入れ試掘を行った。その結果、階段状に造成された水田の６カ所で

縄文土器片等の出土を確認し、水田部分の地名から「たのもと遺跡」として新規に埋蔵文化財包蔵地

の登録をした。開墾等によりほとんど旧地形を留めていないのが現状であったが、遺物包含層が深く

遺構が残存する可能性の高い西区（1,100,3）と、比較的まとまって遺物散布が見られる東区（800,2）

の２地点で発掘調査を行うこととした。

、

第１図遺跡の位置



２第１章発掘調査の経緯

第２節発掘調査の経過

発掘調査は、平成８年度に行った。４月下旬までに現場事務所設置等の準備や、地形測量および重

機による表土剥ぎを行い、４月30日より現地での調査を開始した。

発掘調査にあたっての地区設定は、国土座標に合わせて８×８ｍの区画を設け、北から南へＡ～Ｐ、

西から束へｌ～25と番号をつけてグリッド名を表すことにした。Ａ列北壁は、国士座標第VH系のＸ＝

23916,1列西壁は、同Ｙ＝19380となっている(第２図)。調査区が２地区に分かれていたので、１６列

以西（７～16列）を西区、２０～25列を東区と呼ぶことにした。以下、調査経過を記述する。

第１．２週（4.30～５．１０）西区の杭打ちを終え、Ｈ・Ｉ列のＩ～11層の掘削から開始する。縄文

晩期の士器片が出土。５月８日の午後に丸山遺跡にて２遺跡合同の調査始め式を行った。

第３．４週（５．１３～5.24）HlO区東西トレンチおよびHll区南北トレンチで縄文後期の遺物包含

層（IⅡ層）を確認した。Ｇ９～Ｆ９区の南北トレンチでは砂礫の堆積が厚く、１ｍ下がってもⅡI層は

確認できなかった。１１１区の砂礫層直下でＳＢｌの石囲い炉の一部を検出した。113区Ⅱ層から土偶片

出士。５月23日に東区の杭打ちを完了。HlO区Ⅲ層で焼土跡を検出した（ＳＸｌ）。

第５～８週（5.27～6.21）１１３区IIc層で縄文後期土器が一括出土(ＳＸ２)。G10区東側から1

12区にかけては、重機により砂礫層除去を行った。１１２区Ⅲ層で焼土跡を２基検出した。

第９．１０週(6.24～７．５）雨天の日が多かった。６月27日は西区湧水のため、東区で作業を行う。

ＳＢｌ周辺で新たに検出した焼土跡の実測および写真撮影を行った（ＳＸ６～９)。

第11.12週（７．８～７．１９）焼土跡をさらに３基検出（SX10～12)。ＳＢｌ床面より多くの石器が出

土。ＳＢ１の炉内より炭化クルミ片および土器片が出土した。

第13.14週（7.22～８．２）ＳＢｌの精査を進めピットを確認した。ＳＢｌの西で玉髄ブレークの集

中出土地点を検出（SX15）し、周辺の平石の配置を実測した。G12区Ⅲ層の斜面上で磨製石斧３本と

打製石斧１本がまとまって出土した(SX17)。ＳＢ１周辺でピットを検出（Ｐ８まで)。Ｇ９区南東部Ⅲ

層で、縄文後期前葉の土器片が多く出土。Ｈ10区1V層より縄文前期の土器が出土。

第１５．１６週（８．５～８．１６）Gll区IⅡ層より土偶片出土。ピット掘削前のＳＢ１の実測・写真撮影

を行った。Ｇ９区はシルト層に入り遺物の出土は見られなくなった。

第17～21週(8.19～9.20）Ｇ１０区Ⅲ層より縄文後期土器がまとまって出土。８月27日より雨天が

続き、西区は湧水のため作業困難となる。８月30日より東区の調査に入る。K22区Ⅲ層より縄文晩期

土器が出士。K25区1V層より縄文早期土器が出土。

第22～24週（9.23～10.11）L20区1V層で縄文早期の炉穴を検出した（ＦＰ１)。ＳＢ１・ＳＸ２ＦＰ

１出土の炭化材の年代測定を依頼した。Ｌ22～23でピット群を検出（Ｐ30～39)。

第25.26週（10.14～10.25）西区の調査を再開し、G10区北側で水場遺構を検出（SX21)。１０月１９

日に現地説明会を実施した。１０月２３日に空中撮影を行った。

第27～29週(10.28～11.15）ＳＢ１北側の土層観察用トレンチから縄文士器片が出士(SX23)。Ｐ５６

より打製石斧が2本出土。１１月１１日に現地調査を終え、翌１２日に遺物等の引越し作業を終了した。１１月

１５日に、ＳＸ２１周辺の追加測量を行った。

以後、財団法人岐阜県文化財保護センター飛騨出張所内の国府整理所にて整理作業に入った。
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第２節遺構と出土遺物１３

第２節遺構と出土遺物

今回の発掘調査で出土した遺物の総数は、約32,000点である。西区からは、約22,000点の遺物が出

土したが、その大部分は縄文時代のものである。西区の遺物出土状況を第８図に示した。Ⅱ層からの

出土遺物数は約2,000点で､前述したように不安定な層のため遺構の検出は困難であった。大半の遺物

はⅡI層出土で、調査区の中央１０～11区周辺の緩斜面上に、遺構および遺物の集中が見られた。

西区で確認した遺構は、住居跡（SB）１軒･不明遺構（ＳＸ）１９基･土坑（ＳＫ）５基・ピット（Ｐ）

39基である(第７図)。検出時に判断不明の遺構についてはすべてＳＸで処理し、その後所属時期や性

格等について検討を加えた。焼土跡・遺物集中出土地点・水場遺構などがＳＸに含まれる。遺構番号

はすべて検出順で、西区と東区が混在している。欠番も多く煩雑であるが、遺物の混乱等を避けるた

め並べ変えは行っていない。それぞれの地区および遺構ごとに一覧表を作成した。
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1４第３章西区の遺構と遺物

１竪穴住居跡

SＢ１（第９～11図、図版２．３）

ＳＢｌは１１１区の北東部に位置し、その範囲は部分的にＨ１１.Ｈ１2.112区に及んでいる。大小の礫

混じりの厚い砂礫の堆積層（IId層）を掘り下げたところで、まず石囲炉の一部が確認された。覆土

の堆積は浅く、遺物のほとんどは床面に近い部分から出土している。覆土は、周辺のⅢ層の土と同様

の砂質の黒色土（lOYR2/l）で、細かい炭化物や炭化材の破片を非常に多く含んでいた。石囲炉の北

側の床面直上で検出した炭化材の'4Ｃ年代測定値は、3,860±l20yrBPであった（第５章)。

住居の規模は、長軸４４ｍ、短軸４１ｍで隅丸方形を呈する。第1V層を掘り込んであったが、確認さ

れた壁の深さは５～15cmと浅い。中央に方形に組まれた石囲炉がある。規模はl00x95cmで、周辺の石

のほとんどが被熱により赤く変色し、割れて散乱していた。石囲いは二段構造で、炉の内側の大きさ

は42x32x23cmである。炉内より炭化したクルミの殻（109）と縄文土器片が出土した。

ピットはＰ１からP30まで確認したが、すべてが本住居跡に伴うものであるとは判断できない。そ

の位置や埋土および深さ等から、Ｐ１.Ｐ３・Ｐ６・Ｐ８・Ｐｌ８・P22を主柱穴と推定した。石囲炉

の形状や柱穴の位置および周辺の遺構の配置等から、入口は北側と推定される。なお、中軸線はＮ－

７．－Ｅであった。

出土遺物は、縄文土器片257点、石器類70点である。縄文土器片はほとんどが小破片で、住居の時期

を特定する上で重要な有文土器の出土は少なかった。おもな出土石器は、石鑛６点、石錐３点、削器

１点、両極石器２点、打製石斧３点、横刃形石器１点、磨石・凹石類10点などである。住居跡の西半

分、特に炉の北西部分（Ｐ８周辺）に遺物の集中が見られた（第11図)。

ＳＢ１の出土遺物（第10～14図、図版６．７）

第10図の１～８は炉内より出土した土器片である。炭化したクルミの殻を含む黒色土が下層の灰褐

色土に変わる境目あたりで出土したもので、二次焼成を受けている。１～７は隆線の両脇がナデによ

り断面三角形に仕上げられた微隆起線よって文様を描く土器の胴部破片である。８はやや外反する口

縁の土器である。地文は縄文で、口縁部は無文である。

第12図の９は包含層出土の破片と接合して部分復元された土器の口縁の一部である(第33図-214)。

口縁端部にハの字状の刻みを巡らせ、波頂部を弧状沈線で仕上げている。外反する器形で、波頂部か

ら胴部にかけて刻みのある隆帯が２条垂下している。１０は刻みを有する低い隆帯で文様を描く土器の

口縁である。波状口縁の波頂部に刻み付きの装飾がみられる。１１はやや外反する土器口縁部で、無文

帯の下に原体不明の圧痕がみられる。１２は口縁部に沈線文のある土器である。１３～15は沈線文の土器

の胴部破片である。16は沈線間にＲＬの縄文を充填する土器の胴部破片である。包含層出土で復元さ

れた口縁部が内屈する鉢と同一個体と考えられる（第33図-218)。17～23は微隆起線文の土器の胴部

破片である。２１は橋状把手を持つ大型の壺状土器の一部である。１９区ⅡI層でまとまって出土した破

片と接合し復元できた土器である（第31図-204)。２４～27は無文部分の胴部破片である。２８．２９は丸

い刻みのある隆帯で縁取られた土器の口縁部である。３０．３１は無文土器の口縁部である。３２～40は地

文に縄文の施された土器の胴部破片である。縄文は33～37がＲＬ、３２．３８～40がＬＲである。全体に

器厚５mm前後の薄手のものが多い。４１はＰ６出土の胴部破片、42.43はＰ26出土の無文の口縁部とＲＬ
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侶一
ｌｕＰＮｑ長径ｘ短径ｘ深さ覆土迫物

１Ｐ１２４ｘ１８ｘ３７①黒(炭混じり)②黒褐色

２Ｐ２２２ｘｌ８ｘｌＢｌ①黒褐色(炭混じり)②黒褐色縄文土器片２
３P3ａ０ｘ２４ｘ２７．①黒褐色(炭混じり)②黒褐色

４Ｐ４ａ４ｘ２４ｘ２１①黒褐色(炭混じり）縄文土器片２

５１Ｐ５３０ｘ２４ｘｌＯ①黒褐色
６Ｐ６３２ｘ２４ｘ３１①灰黄褐色(炭混じり）縄文土器片３

N□ＰＮｕ

。

、′
＿ＳＢ１炉土層説明

１黒褐色土（7.5YR3/2）炭化物を含む

２黒色土（7.5YR2/1）砂質・炭化クルミ出土

３灰褐色土（7.5YR4/2）砂質・土器片出土

４にぶい黄褐色士（l0YR5/4）
llllllll７’Ｐ７２１ｘ２０ｘ２４①黒褐色②灰黄褐色縄文土器片３

BＰ８３０ｘ２４ｘ２７①黒褐色(炭)②灰黄褐色(炭）

９Ｐ９６０ｘ３０ｘ２０①黒褐色(炭混じり)②灰黄褐色

l０Ｐ１０３０ｘ２６ｘ３２①黒褐色②灰黄褐色

１１Ｐ1１２７ｘ２０ｘ２Ｂ①灰黄褐色

１２Ｐ1２ａ０ｘ２４ｘｌ６①黒褐色②にぶい黄褐色

ｌ３Ｐ１３ａ０ｘ２０ｘ２４①黒褐色

l4P143Ｂｘ２６ｘ２２①にぶい黄褐色(炭多い)１磨石2

15Ｐ1５３２ｘｌ２ｘｌａ①灰黄褐色

Ｉ６Ｐ１６２２ｘ２２ｘｌ３①黒褐色

１７Ｐ1７２０ｘｌＢｘｇ，①黒褐色

そいごhUL怠刎
１‐

蕊禰亡1懲議ﾂﾞ］

惑｢蕊j，、#露霧０
４

３
Ｉ８Ｐ１Ｂ，２２ｘ２Ｏｘ２５①黒褐色(炭混じり）

I９Ｐ１９２４ｘ２０ｘｌｌの黒褐色 |縄文土器片’
２０Ｐ2０２０ｘｌ６ｘｇ①黒褐色

２１Ｐ2１２４ｘｌ８ｘｌ２①熟褐色②にぶい黄褐色

２２Ｐ2２４２ｘ３４ｘ２ｇ①黒褐色②灰黄褐色磨製石斧片１

２３Ｐ2３２４ｘ２２ｘｌＯ①黒褐色縄文土器片１

２４Ｐ2４４３ｘ２６ｘｌ６①黒褐色(炭混じり）縄文土器片３ [薄了
!/i(！

=

《'1１目５２５Ｐ2５e０ｘ２Ｂｘｌ７(1)灰黄褐色 縄文土器片１

縄文土器片１２６Ｐ2６４０ｘ３２ｘｌ６①黒褐色

27P27３２ｘ２２ｘ８１①黒褐色 ７ ８

１０cｍ

２８Ｐ2８２０ｘｌ８ｘ１Ｂ①黒褐色

２９Ｐ2９４３ｘ２２ｘ３６①黒褐色(炭混じり）

３０ｐ3０２４ｘ２０ｘｌ３①黒褐色 UＩ

第10図炉内出土土器（ＳＢ１）

ｓ０ｘ２４ｘ可｡Ｓ昂褐色
ｓ２ｘＺ４ｘ３。［T｣咬石犯角1勝iFLLj］ＨＨ

７Ij72Tx20x24；□黒糊色⑰灰黄禍色繩文土器片３
８１，８Ｓ０ｘ２４ｘ２フｄｎＷＩ喝色[炭B⑫灰寅祖色(炭）

９１，９O０ｘ３０ｘ２Ｄ⑫瓢褐色[炭混じり)毎灰黄褐色

1，’’10s０ｘ２６ｘ３２⑳凪褐勾喧“黄９８色

I．ｐ1．2.7ｘ２Ｄｘ２ＤＩ匹灰黄褐色

Ｕ２Ｐ１２ヨOx24xl61P黒褐色釘にぷい潮8色
n３Ｐ１３D０ｘ２ｏｘ２ｆ征只褐色
I4P143Bx26x22色に乳(寅割色(炭多L､）磨石２

P６Ｐ１６２２ｘ２２ｘ智３①黒梠色

､黒１８色

p黒褐色(炭混'二J）
１．尺I月色糊文士器片：

２１Ｐ2１２４ｘ=８ｘ弓２⑩瓜褐色⑳l=ふし､黄褐色

２３Ｐ2３？４ｘ？②ｘｌｏ「Eli(１８位翻文」器片g
21P2も４Ｓｘ２６ｘ・６①黒杷色【炭ijZLu〕繩文上総片。

271127g2x22xB１F凧視色
E８Ｐ２８２０ｘ２ＢｘｌＢ⑰晟扣色
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の縄文が施された胴部破片である。４４は無文のミニチュア土器である。４５～47は底部付近および底部

の破片である。４７は地文にＲＬの縄文を施す土器で、底部の網代圧痕は磨耗している。

第13図の48は下呂石製の円基鑛である。４９．５０は下呂石製の凹基無茎鍼で、側縁は鋸歯状である。

51は片脚を欠く凹基無茎鑑で、石材薑は黒曜石である。５２の石鍼は炉石を除去した際にその隙間から出

土した。下呂石製で尖端を欠損している。側縁は鋸歯状で、両脚は長めである。５３はチャート製の石

錐で、尖端の錐部が欠損している。５４の石錐は錐部が著しく短いタイプのものである。頭部は素材の

剥片の形状を残していると考えられるが、欠損している。５５は灰色チャート製の削器である。素材は

肉厚な縦長剥片で、刃部は片面加工である。５６はチャート製の両極石器で、辺縁部の剥離痕は２対で

ある。５７の両極石器は下呂石製で、クサビ形を呈しツブレを有する辺縁部は交差する位置関係にある。

58～60は二次加工のある剥片である。石材はすべてチャートで、縦長剥片の側縁に連続剥離により刃

部が形成されている。６１．６２は使用痕のある剥片と考えられるもので、側縁部に微細な剥離痕が観察

される。石材は61が下呂石、６２はチャートである。６３は凝灰岩製の横刃形石器である。西区、層出土

の他の同製品に比べると大型で厚手で、用途が異なることが考えられる。原石となった偏平な川原石

の自然面の一部を両面に残している。６４～66は打製石斧である。すべて10cm程の小型の製品である。

64.66は凝灰岩製の短冊形で、刃部の一部は川原石の自然面をそのまま利用している。６５は緑色片岩

製の撰形で、表の右半面は節理面である。

第14図の67～74は磨石･凹石類である。６７は大型の磨石で、表裏両面ともよく使用されている。68.

69は表裏両面の使用痕が顕著な磨石である。６９は被熱により変色している。７０は表裏に浅い凹痕のあ

る凹石である。磨石としてもよく利用された形跡が残る。７１は断面が丸い大型の磨石である。使い込

まれた結果丸くなった様相を示しているが、浅い凹痕も数カ所認められる。７２は表面にやや深めの凹

痕が２カ所認められる。滑らかな磨痕を残しているが、被熱による変色と破損が顕著である。７３は石

囲炉のすぐ近く（北側）から出土した凹石兼磨石である。表裏に連続した凹痕があり、側面にも浅い

凹痕が数カ所認められる。被熱により変色し、裏面の一部が欠損している。７４は石囲炉の内側から出

土した磨石である。表面には非常に滑らかな磨跡が残り、裏面はややザラつく磨痕を残している。ＳＢ

１出土の磨石・凹石類の石材はすべて凝灰岩である。７５．７６は石皿の接合資料である。炉石の一部と

して二次利用された形跡があり、被熱による変色と破損が顕著である。厚みのある凝灰岩製で、非常

に滑らかな磨面を残している。

２m層の不明遺構（SX）

西区の不明遺構19基のうちＳＸ２を除く18基は、ＩⅡ層を掘削中に検出したものである。ほとんどが

ＳＢ１周辺に位置し、ＳＢ１と同時期と考えられるものが多い（第３表)。

焼土跡群（第15図、図版３）

ＳＢ１周辺で14基の焼土跡を検出した（ＳＸ１・ＳＸ４～１４.ＳＸ１６・ＳＸ１８)。すべてが、第１Ⅱ層中で確

認されたが､ＳＸ１はやや上層で､ＳＸ１８は下層での検出であった。いずれも明赤褐色の焼土の堆積は２

cm前後と浅いが、遺物が絡んでいるものが多かった。
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第３表不明遺構一覧表（西区）

西区ＮｑｌＮｑｌ遺構名｜地区 内訳 出土遺物

ｌｌｌｌＳＸ１１Ｈ１０１１１１焼土跡①

２１２１ＳＸ２１１１３１１１縄文土器集中出土縄文土器（復元）

欠番｜ＳＸ３

３１３１ＳＸ４１１１２１１１１焼土跡② 縄文土器片２４チャート剥片1

４１４１ＳＸ５１１１２１１１１焼土跡③

５１５１ＳＸ６１１１２１１１１焼土跡④ 縄文土器片2６

６１６１ＳＸ７１Ｈ１１１１１１焼土跡⑤ 縄文土器片２０打製石斧］

７１ＳＸ８１Ｈ１０～111111焼土跡⑥ 縄文土器片２９石鑑等２

８１８１ＳＸ９１Ｈ１０１１１１焼土跡⑦

９１９１ＳＸ１０１Ｈ１０１１１１焼土跡⑧

ｌＯｌｌＯｌＳＸ１１１Ｈｌｌｌｌｌｌ焼土跡⑨ 縄文土器片９７｢鑑等４

ｌｌｌｌｌｌＳＸ１２１Ｈｌｌｌｌｌｌ焼土跡⑩ 縄文土器片２

ｌ２１１２１ＳＸ１３１Ｈ１１１１１１焼土跡⑪ 縄文土器片２６チャート剥片１炭化クルミ片

ｌ３１１３１ＳＸ１４１Ｈ１１１１１１焼土跡⑫ 縄文土器片］

ｌ４１１４１ＳＸ１５１１１１１１１１玉髄剥片集中出土縄文土器片５石鑛１玉髄剥片等3６（1689）

ｌ５１１５１ＳＸ１６１Ｈ１０～11111｜焼土跡⑬ 縄文土器片１４炭化クルミ片

l６１１６１ＳＸ１７１G121111磨製石斧集中出土磨製石斧３打製石斧１

ｌ７１１７１ＳＸ１８１Ｈ１１１１１１焼土跡⑭

欠番｜ＳＸ１９

欠番ＳＸ２０

縄文土器片４６磨石等３植物種子多数l８１１８１ＳＸ２１１Ｆ１0111縄文後期水場

東区ｌＳＸ２２

縄文土器片１２チャート剥片１l９１２０１ＳＸ２３１ＳＢｌｌ土器出土

束区ｌＳＸ２４

欠番｜ＳＸ２５

束区ｌＳＸ２６

ＳＸ１

Ｈ１０区のIId層直下で検出した。７０×55cmの大きさで、楕円形である。周辺からは、１V期第５群６

類の土器が出土している。

SＸ４

112区の第１Ⅱ層中で検出した。７０×70cmの大きさで、ほぼ円形である。焼土内より縄文土器片24点

とチャート剥片１点が出土した。

SＸ５

１１２区の第１Ⅱ層中で検出した。８０×40cmの大きさで、不定形である。焼土内に遺物はなかったが、

緩斜面にそってＳＸ４と同一面と考えられる。

SＸ６

１１２区の第１Ⅱ層中で検出した。130×90cmの大きさで、不定形である。焼土内より縄文土器片26点が

出土した。

ＳＸ７

Ｈ１１区のⅡI層中で検出した。７０×70cmの大きさで、ほぼ円形である。焼土内より二次焼成を受けた

縄文土器片20点と打製石斧1点が出土した。

四ｌｘNＣ Ｍ 週Hli名 地：ユ 内訳 ｌｌｌｉ２造物

ＳＸ］ IＩ１０１ＩＩ 焼や:跡①

SＸ２ 1１３１１ 繩〕Ｈｃ.z器集『1]出し 繩文上器（復元）

欠番 ＳＸ３

SＸ４ １１２１１１ 焼択z跡⑫ 細文上器ﾊ.２４－チャート判)L･１

ＳＸ５ １１２１１１ 晩典跡③

ＳＸ６ Ｉｌ２１１１ 晩:２跡④ 縄文I舌器ハ.2６

SＸ 1１１１１１１ 焼-:且跡⑤ 縄文上器ハ２０打製ｲ｢斧］

SＸ８ １１１０～１１１１１ 焼：を跡⑥ 細丈［告器ハ･２９イ｢雌等

ＳＸ９ １１１０１Ⅱ 暁ｊ･跡⑦

ＳＸＩＯ １１］O1YI 晩~２跡⑧

:<） 1０ ＳＸ１１ １１１１１ｴI 焼一三名跡⑨ 縄文ｈ器片 了｢鍼等
■勺

1１ ＳＸ１２ 1１１１１１１ 焼；_跡⑩ 細文Ｌ器ハ

1２ 1２ ＳＸｌ３ IＩ１１１１１ 焼箆跡⑪ 縄文ｈ器ハー ）十や・・ 剥１１世炭化クルミハ

1３ ]３ ＳＸＭ 1１１１１１１ 礎iz跡⑫ 組1文ｌ邑器ﾉ'，

1４ 1４ SＸｌ５ １１１１１１ ｣§髄剥１１．災;l１ｌｌｌｌｑ 縄文上器ハ． Ti雛二 |Z髄剥IL-等3６（1689）

1５ 1５ ＳＸ１６ ＩＩｌＯ～１１１１１ 焼色跡⑬ 縄文l:器Ｈ１４炭化ク ,ミノ!.

1６ 1６ SＸ１ Ｇ１２１１１ 腰製孑i斧集:ＭＩｆ 購製TT斧３打製ＴＩ斧

ＳＸ１８ IＩ１１ＩＩＩ 暁．跡⑭

欠番 SＸｌ９

欠番 SＸ２０

1８ 1８ SＸ２１ FlOIII 繩丈後期水場 縄文j二器)し４６膳ｲＩ等３植物極‘多数

東;型 SＸ２２

1９ 2０ SＸ２３ ＳＢ１ ､呂器ｌＨＭ冒卍 繩文IZ器ｊｌ１２チャ、ト剥ハ１

束× SＸ２４

欠番 SＸ２５

束区 SＸ２６
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ＳＸ８

ＨｌＯ～11区のⅢ層中で検出した。９０×80cmの大きさで、不定形である。焼土内より縄文土器片29点

と石鍍およびチャート剥片が各１点出土した。

ＳＸ９

Ｈ１０区の、層中で検出した。５５×45c,､の大きさで､楕円形である。焼土内からの遺物の出土はなかっ

た。

SX10

HlO区のIⅡ層中で検出した。４０×35cmの大きさで､楕円形である。焼土内からの遺物の出土はなかっ

た。

ＳＸ１１

Ｈ１１区のⅢ層中で検出した。l20x60cmの大きさで、不定形である。焼土内より縄文土器片９点と石

器類が４点出土した。

SX12

H11区のⅢ層中で検出した｡４０×35cmの大きさで､楕円形である。焼土内からの遺物の出土はなかっ

た。

SX13

H11区から１１１区のⅢ層中で検出した。l30x90cmの大きさで、不定形である。焼土内より縄文土器

片26点とチャート剥片１点および炭化したクルミの殻が出土した。

SX14

H11区のⅢ層中で検出した。６０×50cmの大きさで、不定形である。焼土内より縄文土器片１点が出

土した。

SX16

HlO～11区のIⅡ層中で検出した。８５×45cmの大きさで、楕円形である。焼土内より縄文土器片14点

と炭化したクルミの殻が出土した。

SX18

H11区の、層中、ＳＸ１２の下層で検出した。130×60cmの大きさで､不定形である。焼土内からの遺物

の出土はなかった。

焼土跡群の出土遺物（第16図、図版７．８）

第16図の77～81はＳＸ４の出土遺物である。７７は微隆起線文の土器の胴部破片である。７８～81は地文

にＲＬの縄文が施された土器の胴部破片である。いずれも薄手で二次焼成を受けている。８２～90はＳＸ

６から出土した。８２は刻み入りの隆帯で施文された土器の胴部破片である。８３～85は微隆起線で施文

された橋状把手を伴う壺状土器の－部である｡86は口縁部の2本の沈線間に右下がりの刻みを入れた鉢

の一部で、包含層出土遺物から復元できた土器である(第33図-219)。８７は無文の口縁部である。88.

89はＲＬの縄文の施された土器の胴部破片である。９０は底部破片である。いずれも二次焼成を受けて

いる。９１～97はＳＸ７から出土した。９１は口縁端部をハの字状に短沈線で刻む土器である。刺突のある

小突起を有し、外反する頚部には縦方向の沈線がみられる。図の左側の破片はP73から出土した同一
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破片である。９２は沈線文の土器である。９３．９４は丸い刻みのある隆帯が横走する土器である。９５は微

隆起線文の土器の胴部破片である。９６はＲＬの縄文が地文に施された土器である。９７は凝灰岩製の打

製石斧である。犠形で薄手であるが、被熱の形跡はない。９８～101はＳＸ８から出土した。９８は微隆起

線文の壺状土器の胴部である。ＳＸ６出土の83～85と同一個体と考えられる。９９は無文部分の胴部破片

である。100は地文にＲＬの縄文が施された土器の胴部で､包含層出土で復元された深鉢と同一個体と

考えられる(第34図-226)。101は下呂石製の石鍼である。側縁は鋸歯状で、一方の脚部を欠損してい

る。被熱の形跡はない。102～104はＳＸ１１から出土した。１０２は灰白色のチャート製石鑛である。薄い

板状の剥片の端部に丹念に調整を加えた凹基鍼である。103の石材はチャートで､側縁部に剥離痕のあ

る剥片である。104は沈線で曲線文を描く土器の胴部破片で､二次焼成を受けている。105～113はＳＸ１３

から出土した。105は丸い刻みのある隆帯が横に２本巡る土器口縁部である。106～109は微隆起線文を

持つ薄手の土器の胴部破片である。110～111は縦の隆帯に刻みを有する胴部破片である。112.113は

地文にＬＲの縄文を施した土器である。ほとんどの土器が二次焼成を受けている。114～115はＳＸ１６

から出土した。114.115は地文に縄文を施す土器の胴部破片である。116は土器の底部である。いずれ

も二次焼成を受けている。

玉髄剥片集中出土地点（SX15）（第15図）

ＳＢ１の約１ｍ西側（Ｉｌｌ区IⅡ層）で、玉髄の剥片が80×80cmの範囲で集中して出土した。周辺には

偏平な石の配置がみられ、作業台を想定させるような敲打痕のある石皿（第46図-543)が含まれてい

た。同様の偏平な石の配置はＳＢ１の約３ｍ北側でもみられ､石に絡んで磨製石斧と打製石斧が出土し

ている(第15図)。ＳＸｌ５の出土遺物は、縄文土器片５点、石雛１点、石錐１点、玉髄剥片32点、チャー

ト剥片３点である。遺跡全体でみると、玉髄製の石器や玉髄剥片の出土は非常に少なく、玉髄剥片の

大半はこのＳＸ１５からの出土である。なお、ＳＸｌ５より1ｍ程北西の地点（１１１区Ⅲ層）で玉髄製の石

錐が出土しているが、ＳＸ１５の玉髄とは質が異なるようである（第41図-488)。

SX15出土の遺物（第17図、図版６．８）

第17図の117は地文にＲＬの縄文を施す土器の胴部破片である。118は下呂石製の平基鍼である。薄

手で尖端が丸いので、削器等に転用された可能性も考えられる。119は玉髄製の石錐である。素材剥片

１１ 蟻

・
几

118

117

‘
0118～122（２：３）５cｍ

1２０

１２１

１２２
0１１７（１：３）５ｃｍ

1９

第17図ＳＸ１５出＋遺物
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の形状をそのまま残し、側縁および尖端に粗い調整が加えられている。120～122は玉髄剥片の接合資

料である。母岩は径４cm程度の小礫である。まとまって出土した多くの剥片と同様に、定型化した剥

片取りを目指したような意図的な剥離の跡は見出せなかった。

磨製石斧集中出土地点（SX17）（第18図、図版３）

G12区IⅡ層を掘削中に、斜面に沿って磨製石斧３本と打製石斧１本が同時に出土した。ピット等の

遺構を伴わず、斜面上に放置されたか或いは意図的に置かれたものと考えられる。磨製石斧の大きい

方２本は基部を斜面の下方に向けた形でＶ字状に重なり、小型の磨製石斧と基部を欠損した打製石斧

は共にその刃先を北西方向に向けていた。斜面の下方約1.5ｍ南西にＳＫ２が位置し、Ⅳ期の土器片が

出土している。

SX17出土の遺物（第19図、図版８）

第19図の123は凝灰岩製の打製石斧片である。表裏に原石の自然面を残しており、偏平な川原石を原

石としたと考えられる。124は緑灰色の蛇紋岩製の磨製石斧である。長さは52mmで刃こぼれが観察され

る。125は薄緑色の蛇紋岩製の磨製石斧である。現長は113mmで刃部は欠損している。欠損部分に著し

い敲打痕があり、敲石として転用されたと推定される。126は薄緑色の凝灰岩製の磨製石斧である。現

長は153mmで刃部を大きく欠いている。

／／

／へ凸

、
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、
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第20図ＳＸ２１周辺図
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水場遺構（SX21）（第20.21図、図版４）

G10区北端でIⅡ層を掘削中に微隆起線文土器がややまとまって出土した。その下層の砂の層よりク

ルミが出土したので貯蔵穴を想定して、プランの検出を図った゜周辺は掘り下げの進行と降雨により

湧水が激しく、湧水点が切断面の上方にもあったので作業は困難を極めた。東側に排水溝を設置し水

を迂回させながら精査を進めたが、遺構内の湧水は止むことがなかった。北西部分の黒褐色土中より

トチの果実および種子や数種の植物種子が出土したため、先のクルミ出土地点と合わせて２カ所で自

然科学分析のためのサンプリングを行った（第５章)。

周辺の状況からちょうどこの辺りが旧地形の谷部分だったと考えられる。植物種子を含む土砂の堆

積は、320×230×30cmの範囲に限定され、ここがかつての自然流路内の一部だったと推定される。流

れは北東方向から南西へと向かっており、両端に２個ずつ配置された石は入口と出口の水量調節を行

う水門であったと考えられないこともない。

出土遺物は、縄文土器片46点、チャート剥片１点、磨石２点、木片２点、各種植物種子である。ク

ルミはそのほとんどが南側の暗灰黄色土（砂質）中から出土し、内訳は完形７個（湿重量689)、噛跡

付１個、２分の１破片40個（湿重量1209)、および砕片（湿重量809）であった。同じ場所からミツ

バウツギの種子が多数出土している｡検出時は真空パックされたように鮮やかな黄褐色を呈していた。

トチの種子は、ほとんどが砕片で個数の推定は困難であるが湿重量で約2009、クリが約１０９出土して

いる。トチの果実や幼果が同時に出土し、すぐ際に栃の木があったことも想像される。出口手前の南

側砂層の下層で検出された樹皮は分析の結果トチノキの根材であることが判明している。なお、同材

の'4Ｃ年代測定値は4,010±l10yrBPであった。さらに、ＳＸ２１の右岸に相当するＦ１0111層出土のケヤ

キの根について'4Ｃ年代測定を行った結果は、3,850±l00yrBPでほぼＳＢ１と同数値を示している

（第５章参照)。

ＳＸ２１は明確な人工構築物を伴う遺構ではないが、周辺の状況や出土遺物等からＳＢ１の時期には水

場として利用された場所であったと考えたい。

SX21出土の遺物（第23図、図版６．８．９）

第23図の127はＳＸ２１の直上から出土した土器片である。小破片が接合ざれ大きく左右２ブロックを

形成しているが、左右の接点は推定である。樽形を呈する大型の深鉢で、同一個体と思われる破片が

G10区およびH10区Ⅲ層より出土している（第35図-267.268)。波状口縁の土器であるが欠損部分が

大きくその全貌はつかみ難い。口縁部を横走する３条の微隆起線は途中で文様帯となっている。上の

２条がループ状になり、その先端を右回りに内側に巻き込んで止めている。３条目の微隆起線はこの

ループにぶつかる所で止まっている。口縁部の微隆起線は細かな刻みを有する部分と刻み無しの部分

が混在しているようである。左側の破片では、横走する３条の微隆起線の下にループによる文様が存

在し、その両端を下から上へ内側に巻き込むような表現がなされている。それぞれループ文様の下端

や口縁部の３条目の線から、縦に２条１対で微隆起線が垂下している。器厚は６mm前後で薄手である。

器面は丁寧に磨かれており、色調は黒褐色である。左側の破片の一部には炭化物の付着が見られる。

微隆起線の脇には木製等の工具を用いたナデと考えられ調整痕も残っている｡128も微隆起線文の土器

の胴部破片である。ループ状の曲線文の一部と思われる。129はＳＸ２１の内部のやや深い位置から出土
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ＳＸ２１北東壁セクション土層説明

１黒褐色土（l0YR3/2）砂質・５cm前後の礫を含む

２暗灰黄色土（ｚ５Ｙ４/2）砂礫層に－部黒色土が混じる

３黄灰色土（2.5Ｙ４/1）砂質・挙大の礫を含む

４赤褐色（５YR4/8）鉄分の硬化面・リモナイト（褐鉄鉱）

５黒色土（l0YR2/1）一部砂混じり

６にぶい黄色土（2.5Ｙ６/4）砂質・一部黒色土が混じる

７褐灰色土（l0YR4/1）砂質・１０cm前後の角礫を含む

８黒色土（lOYR2/1）西区Ⅲ眉（遺物包含層）

９灰黄褐色土（lOYR4/2）砂礫層

ｌOにぶい黄榿色土（l0YR6/4）シルト質砂質士

Ｃ’

－８５６．０ｍ

２

Ⅱ ２ｍ

－－
SX21北東壁セクション

第21図ＳＸ２１（水場遺構）
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した土器片である。橋状把手を有する大型の鉢形土器の口縁部破片である。推定径45cmで、幅広の把

手部分の大きさは３×５×２５cmである。口縁端部を下にして水没していたため文様部分の一部が失わ

れている。２条の隆線が橋状把手とほぼ同じ幅で横走している。上方の隆線は橋状把手の上方付近で

口縁端部の内側へ回り込んで終結している。左側には口縁端部を斜罎めに跨ぐ２条の隆線が存在する。

橋状把手の上方は大きく欠損しているが、隆線文が渦状あるいは同心円状に施されていた形跡を留め

ている。さらに口縁端部には先の尖った棒状工具によると思われる刺突列が続いており、刺突痕は全

部で12カ所確認できる。刺突の深さは５mm程度である。長期間水没していたためか、漆黒の器面は独

特の様相を醸し出している')｡130は灰色のチャート剥片で､側縁部に不連続な剥離痕がみられる｡131.

132は凝灰岩製の磨石である。いずれもほぼ全面が使用されているが､表裏両面に顕著にザラつく磨痕

を残している。131はＳＸ２１内部から、132は上層の鉄分が硬化した（褐鉄鉱）部分から出土した。133

は出口付近からトチの種子等と共に出土した板状木片である｡材はサワラで､大きさはl10x27×７mm、

湿重量５．４９である。表面は腐食しており、加工痕は確認できないが､両面とも部分的に炭化している。

134はＳＸ２１内部の黒褐色土層からトチの種子等と一緒に出土した角棒状木片である。ヒノキ科の材

で、大きさは14ｌｘ10×７mm、編重量４．４９である。やはり表面が腐食しており、先端の丸い部分が加

工や使用に因るものなのかは、はっきりしない。なお、ＳＸ２１の４ｍ北西のF10区IⅡ層からも一部樹皮

を残した34x12x5cmの木片が出土している(第20図、図版４)。樹種同定の結果、この材はカツラで

あった（第５章参照)。

ｌ）129の土器の表面および内面について岐阜県工芸試験場に依頼してＩＲスペクトル分析を行ったが、こ

の土器の内外は漆塗膜（春慶塗）とは異なるという分析結果を得た。

Ｉ
縄文土器出土土坑（SX23）（第15.22図）

ＳＸ２３はＳＢ１の精査終了後に、１列北壁の土層観察のた

めのトレンチを掘削中に検出した遺構である。ＳＢ１の石囲

炉に隣接して北東方向に100×80×56cmの土坑が存在した

のであるが、土坑の上層部分は堅く住居跡の床面との判別

は難しかった。上層部分は埋め戻して踏み固められたよう

な状況の灰褐色土で､ＳＢ１の床面と同じＩＶａ層の土に、黒

色土や下層の明黄褐色土および角礫が混じり込んでいた。

下層部分はＩＶａ層とＶ層の土が混在し、掘り進み易い疎ら

な堆積状況を呈していた。遺物は土坑の西半分に集中し、

一つに接合できる縄文土器片12片とチャート剥片１点が出

土した。土器片の大半は土坑の中層より深い部分から出土

し、その状況から埋められた時点ですでに破片であったと

推定される。ＳＢ１内より同一個体と考えられる土器片が出

土しており同時期の遺構と判断したが、その性格は不明で

ある。遺物として残り難い物の埋納や、地鎮儀礼等を想定

したいところであるが、類例の発見を期待したい。

Ａ＿ －Ａ′

Ａ Ａ’
－８５６．１ｍ

１ｍ

ｌｌ

ＳＸ２３土屑説明

ｌ灰褐色士（7.5YR4/2）ＩＶａ層の土に黒色土が混じる

２明黄褐色士（l0YR7/6）Ｖ屑と同じ±

３にぶい黄榿色（l0YR6/4）Ｖ層の土にＩＶａ層の土が混じる

4にぶい黄榿色（l0YR5/4）ＩＶａ層の上にＶ層の土が混じる

5黄褐色土（l0YR7/6）Ｖ層

ロ 1ｍ

第22図ＳＸ２３
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SX23出土の遺物（第23図、図版６．９）

第23図の135はＳＸ２３出土の土器片を復元したものである。頚部付近がやや外反ぎみで胴部が丸く膨

らむ深鉢の、全体の５分の１程の部分の胴部破片である。現存部分の大きさは最大径348cm、高さ28.

2cmで、口縁部と底部は欠けている。地文にＲＬの縄文が施されており、内面調整は粗いナデが観察さ

れる。表面はよく使い込まれたものか磨耗が著しく、中央部を中心に広範囲に炭化物が付着している。

器厚は６mm前後で薄手である。同一個体と考えられる破片１点がＳＢ１内より出土している（第12図

-36)。136は灰色のチャート剥片で、縦長剥片の左側縁部に微細な剥離痕を伴っている。

３土坑・ピット（ＳＫｏＰ）（第24図、第４表、図版３）

径80cm以上の比較的大きい穴をＳＫ、小さい穴をＰとした。Ｐ３とＰ８はＳＫとすべきであったが、

検出時の遺構名をそのまま用いてある。西区のＳＫおよびＰはすべてIⅡ層～1V層の掘削中に検出した

もので､Ⅳ層表面が遺構検出面になっているものも多い｡大きめの穴はＳＢ１北側の斜面上に分布して

いる。縄文土器片等の遺物が出土したものもあるが､用途等その性格は不明である。ピット群はＳＢ１

周辺に集中し焼土跡群の分布と共通する部分が多い｡特にＳＸｌ８周辺は､住居跡等の存在を想定させる

配列となっているが、プランの検出には至らなかった。それぞれの遺構の概要は表にまとめ、代表的

なものを図示した。

ＳＫ２

Ｈｌｌ区のIⅡ層中で検出した。８１×75×27cmの大きさで、ほぼ円形である。磨製石斧集中出土地点

（SX17)に近い斜薑面上に位置している(第18図)。炭化物を多く含む黒褐色土中より縄文後期前葉の土

器片８点が出土した。

SK10

H10区のⅣ層上面で検出した。９０×52×34cmの大きさで、楕円形である。北西部分にやや偏平の石

を配している。炭化物を多く含む黒褐色土中より縄文後期前葉の土器片12点、および下呂石剥片・緑

色片岩製の打製石斧片・磨石各１点が出土した。

Ｐ３

１１２区のⅡI層中で検出した。８２×69×25cmの大きさで、楕円形である。内部に４個の石を配してい

る。炭化物を多く含む黒褐色土中より多くの遺物が出土した。出土遺物は縄文後期前葉の土器片43点、

石鍼１点、ヘラ形石器１点、石器剥片18点である。

Ｐ５

１１２区のⅡI層中、Ｐ３の１ｍ北東で検出した。４８×40×43cmの大きさで、楕円形である。炭化物を

含む黒色土中より縄文土器片２点、下層の黒褐色土中より凹石１点がそれぞれ出土した。

Ｐ７

Ｈ１１区のIⅡ層中で検出した。４５×40×28cmの大きさで、ほぼ円形である。黒褐色土中より器厚５ｍｍ

前後の薄手の縄文土器片17点が出土した。

Ｐ９

Ｈ１０区のⅣ層上面で検出した。４０×30×42cmの大きさで、楕円形である。上層の黒褐色土および暗
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第４表土坑・ピット一覧表（西区）

西区ＮｏｌＮｏｌ遺構名｜地区｜長径×短径×深さ 遺物 挿図番号

SＫ１１Ｉ１２１１１１188×105×3０１縄文土器片７下呂石剥片２１ 25-137.138

２１ＳＫ２１Ｈ１１１１１１８１×75×2７１縄文土器片８２ 25-139～142

欠番｜ＳＫ３

東区ｌＳＫ４～７

７１ＳＫ８１Ｈ１０１１１１１０４×８４×２６３

４１８１ＳＫ９１Ｈ１０１１１１１００×８８×２３

９１ＳＫ１０１Ｈ１０１ＩＩｌ９０×52×3４１縄文土器片１２打製石斧等３５ 25-143.144

1０１Ｐ１１Ｈ111111２４×22×2８１縄文土器片６６ 25-145

縄文土器片４石器剥片２７１１１１Ｐ２１Ｈ１1m ２８×２４×３０

縄文土器片４３石器等2０８１１２１Ｐ３1112111 ８２×６９×２５ 25-146～１５５

９１１３１Ｐ４１Ｈ１11111３２×25×2６１縄文土器片３

1０１１４１Ｐ５１１１２１１１１４８×40×4３１縄文土器片２磨石類１ 25-156.157

1１１１５１Ｐ６１Ｈ１11111３６×２６×2４１縄文土器片１

1２１１６１Ｐ７１Ｈ111111４５×40×2８１縄文土器片1７ 25-158

縄文土器片３1３１１７１Ｐ８１１１２１１１１１００×４２×３８ 32-209

縄文土器片２９石器等４1４１１８１Ｐ９１HlOIIIl４０×３０×４２ 2５－１５９．１６０

1９１Ｐ1０Ｈ１01111３２×24×2０１縄文土器片1３1５

2０１Ｐ１１１Ｈ１０１１１１４３×26×2７１縄文土器片１０石器剥片１1６ 25-16］

1７１２１１Ｐ1２１Ｈ１11111３６×３２×１２

1８１２２１Ｐ1３１Ｈ111111２８×２５×１８

1９１２３１Ｐｌ４1112111’４４×４２×４９

2０１２４１Ｐ１５１Ｇ１１１１１１５２×44×2５１縄文土器片２石器剥片１

2１１２５１Ｐｌ６１ＨｌｌＩＩＩｌ４０×28×5５縄文土器片３ 2５－１６２

2２１２６１Ｐｌ７１Hllllll３２×２０×３０

2３１２７１Ｐ1８Ｈ１11111３５×30×3０縄文土器片７下呂石剥片１ 25-163

石器剥片１2４１２８１Ｐ1９１Hllllll２４×２０×２２

縄文土器片５2９１Ｐ2０１Ｈ１11111２４×１６×２０2５

3０１Ｐ２１１Ｈ１１１１１１４４×28×２０１縄文土器片４下呂石剥片］2６

縄文土器片1６2７１３１１Ｐ2２１Ｈ１11111６８×６０×３０ 2６－１６４．１６５

2８１３２１Ｐ２３１Ｈ１１１１１１５２×３２×１８

2９１３３１Ｐ２４１Ｈ１１１１１１４０×24×2１１黒曜石剥片１

縄文土器片２3０１３４１Ｐ2５１Ｈ１111111３２×２０×１８

縄文土器片２下呂石剥片］3１１３５１Ｐ2６１Ｈ１11111２８×２４×２０

3６１Ｐ２７１Ｈｌｌｌｌｌｌ２４×20×2０１縄文土器片１3２

3７１Ｐ２８１Ｈ１１１１１１３６×28×４１１縄文士器片５石器剥片］3３

3４１３８１Ｐ2９１Hllllll３６×２５×２３

東区ｌＰ３０～5０

3５１６０１Ｐ５１１ＨｌＯＩＩＩｌ７２×40×2０１縄文土器片３

3６１６１１Ｐ5２１１１０１１１１７６×32×2２１縄文土器片５

欠番｜Ｐ５３

縄文土器片１石器２3７１６２１Ｐ5４1121111５６×４２×２４ 26-166.167

縄文土器片９石器剥片13８６３１Ｐ5５1111111３４×３０×２１

3９１６４１Ｐ５６１１１１ｍｌ３５×３０×3７１打製石斧２ 26-168.169

4０１６５１Ｐ5７１Hllllll４５×３０×３５

縄文土器片５4１１６６１Ｐ5８１Hl21111２８×２５×２６

欠番’Ｐ5９

東区｜Ｐ60～7０

4２１７８１Ｐ７１１Ｇ１１１１１１４０×３２×3０１縄文土器片３下呂石剥片１

縄文土器片２4３１７９１Ｐ7２１Ｈ１11111３２×２５×３２

縄文土器片１３石器剥片４P7３ 1121111３２×２８×２０4４１８０ 26-170～１７２

東区 FＰｌ

lJv区NＣ ＮＣ 遺榊名 地区 長径×短径ｘ深筆 遺物 挿図番号

ＳＫ 112ⅡＩ ｌ８８ｘユ()５×３０ 縄文上器ハ７FPM｢剥ハ･２ 25.137.138

ＳＫ IIlllll ８１ｘ７５ｘ２７ 縄文[z器ハ８ 25139…］4２

欠番 ＳＫ

束区 SＫ４

ＳＫ HIOIII ｌＯ４ｘ８４×２６

SＫ lllOlll ]ＯＯｘ８８ｘ２３

ＳＫﾕ0 111()111 9()×５２×３４ 縄文Ｌ器ハ１２｝:J製ｲｲ斧守３ 2５１４３．１４４

1０ Ｐ］ 1111111 ２４ｘ２２ｘ２８ 縄文{名器片６ ２５１４t〕

1１ Ｐ２ Ｈｌｌｌｌｌ ２８×２４×３(） 縄文i二器ﾉＴ４イ『器剥几゛２

1２ Ｐ３ 122111 ８２ｘ６９×２５ 繩丈l邑器ハ声４３矛｢器守2(） 2５．１４ ～ｚ５５

1３ Ｐ４ 1111111 縄文12器)i-３

1４ Ｐ５ 112111 ４８ｘ４０ｘ４３ 縄文Ｌ器ハ２廉孑｢類１ 2５１５ ２５７

Ｐ６ Ｈ11111 j６ｘ２６ｘ２４ 縄文-上器ハ･１

1６ 、 1111111 l５ｘ４０ｘ２８ 細丈上器ハ.1７ 2５１５

1７ Ｐ８ 112111 ﾕ()()ｘ４２ｘ３８ 縄文」:器ﾉｵ３ ３２．２(】

1８ Ｐ９ 1110111 ４０×３０ｘ４２ 縄文化器ハ２９才１．器等４ 2５１５ ・１６(）

1９ Ｐ１(） 111()111 ]２×２４×２(） 縄文’二器ハー1３

2０ ＰＩＩ lllOIII ｌ３ｘ２６×２７ jWU丈ｋ器川･１０了f器剥ハ･１ 25.16

2１ ＰＩ２ ＨＩＩＵＴ B６ｘ３２ｘｌ２

1８ 2２ l〕1３ IIllHI ２８ｘ２５ｘ１８

1９ 2３ Ｐ1４ IZ2ⅡＩ d４ｘ４２ｘ４９

2０ 2４ Ｐ1５ Glllll ５２×４４×２５ 縄文土器ハ (；器剥ハ１

2ユ 2５ ＰＩ６ IIIllll ４０ｘ２８ｘ５ｔｊ 縄文l:器ｊ『 2５１６２

)， 2６ Ｐｌ７ IIIIIII 〕２ｘ２０ｘ３０

2３ 2７ P1８ IIlllll ３５×３()×３(） 縄文lZ器ﾉ『 下i,卸r剥ハ１ 2５１６３

Ｐ1９ IIlllll ２４×２０×２２ ｲ｢器剥ハ･１

2５ 2９ P2(） 1111111 ２４×１６×２(） 縄文化器肘

2６ 3０ P2１ 1111111 ４４>x:２８×２０ 縄文｣二器ハ Ｆ』,'Ｍ１剥P･]

2７ 3１ Ｐ IIIIIII ６８ｘ６０ｘ３０ 糾(文12.器'1. 2６１６４．１６５

2８ 3２ P2３ IIlllll ５２×３２×1８

2９ P2４ Ｈ１１１１１ ４０ｘ２４ｘ２１ 黒曜ｲi側八・

3０ 3４ P2５ IIlllll ３２ｘ２０ｘ１８ 繩丈笘さ器ﾊ.

3１ P2６ 1111111 ２８ｘ２４ｘ２０ 繩文:､名器ハ Ｆ１Ｍｉ剥１１･］

3２ P2７ Ｈ１１ｍＩ ２４ｘ２０ｘ２(） 縄文i名器ﾊー

3３ l〕2８ lllllll B６ｘ２８ｘ４１ 縄文へ.器ﾉヤ (｢器剥)I･Ｚ

3４ Ｐ2９ Ｈ１］111 ３６ｘ２５ｘ２３

区 Ｐ30～5(）

3５ l)5１ lllOIII ７２ｘ４０Ｘ２０ 繩丈:珸器11.

3６ Ｐ5２ １１()111 ６×３２×２２ 縄:丈::器)!．

欠番 Ｐ5３

3７ 6２ Ｐ5４ 112111 ５６ｘ４２ｘ２４ 縄文iz器j【 ｲi器２ ６ユ6６．１６

3８ Ｐ5５ Illlll ３４ｘ３０ｘ２１ 縄文:名器)P． Ｚｒ器剥ｊ４ユ

3９ 6４ Ｐ5６ 111111 )５×３０×３７ 打製ｲI斧２ ２６１６８.ユ6９

4０ 6５ Ｐ5７ 11重111 I５ｘ３０ｘ３５

４１ 6６ I〕5８ Ｈﾕ2111 ２８Ｘ２５×２６ 縄文}2器)!。

欠番 Ｐ5９

東区 Ｐ６０－７０

4２ 7８ Ｐ7１ Ｇ11ⅡＩ ４０ｘ３２ｘ３０ iMu丈:上器ハ I｢呂ィ｢調Iハ･１

4３ 7９ Ｐ7２ Hlllll ３２ｘ２５ｘ３２ 縄文１２器ハ

4４ 8(） Ｐ7３ 112111 ３２ｘ２８ｘ２０ 縄文ｆ器)『 トイ｢器剥'Ｔ４ 26..170～１７２

束区 ＦＰユ
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第24図西区のおもな土坑．ピット
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黒褐色土中より縄文後期前葉の土器片29点が出土した。さらに下層の黄褐色土中より下呂石剥片と

チャート剥片が２点ずつ出土した。

Ｐ１１

Ｈ１０区のⅣ層上面、Ｐ９の北隣で検出した。４３×26×27cmの大きさで、楕円形である。黒色土中よ

り縄文後期前葉の土器片10点と玉髄剥片1点が出土した。

Ｐ１８

Ｈ１１区のⅢ層中で検出した。３５×30×30cmの大きさで、ほぼ円形である。炭化物を少し含む灰黄褐

色土中より無文土器片７点と下呂石剥片１点が出土した。

Ｐ２２

Ｈ１１区のⅢ層中で検出した。６８×60×30cmの大きさで、楕円形である。炭化物を含む黒褐色土中よ

り縄文土器片16点が出土した。

Ｐ５６

１１１区のⅣ層上面、玉髄剥片集中出土地点（SXl5）の下層で検出した。３５×30×37cmの大きさで、

楕円形である。黒色土中より打製石斧が２点重なって出土した。

Ｐ７３

１１２区の1V層上面、Ｐ３から1.2ｍ西方で検出した。３２×28×20cmの大きさで、楕円形である。黒褐

色土中より縄文後期前葉の土器片13点、下呂石剥片２点、チャート剥片１点、黒曜石剥片１点が出土

した。P73からはＳＸ７出土の土器と同一と考えられる破片も出土している（第16図-91)。

土坑・ピット出土の遺物（第25.26図・図版６．８．１０）

第25図の137.138はＳＫ１出土の縄文土器片である。微隆起線で曲線文を描く土器の胴部破片であ

る。粗い砂粒を多く含み黄灰色を呈している。139～142はＳＫ２出土の縄文土器片である。139はルー

プ状の微隆起線によって文様が構成される深鉢の胴部破片である｡140は沈線で曲線文を描く土器の胴

部破片である。141は微隆起線文を伴う橋状把手付きの壺状土器の破片である。破片の上方はH11区ⅡＩ

層出土の破片が接合した部分である。同一個体と考えられる土器の破片が西区Ⅲ層の広い範囲から出

土している（第36図-295～297)。142は地文にＬＲの縄文を施す土器でやや外反する頚部付近の破片

である。１４３．１４４はＳＫｌＯ出土の石器である。143は表面に－部原石の自然面を残す縦長の下呂石剥片

である。右側縁部に片面加工の連続する剥離痕がみられる。144は凝灰岩製の磨石である。ほぼ全面に

使用の痕跡がみられるが､特に表裏両面にややザラつく磨痕が残されている。145はＰ１出土の縄文土

器の口縁部である。破片が３点出土し、周辺のH11区Ⅲ層出土の４点の破片と接合したものである。

ゆるく外反する口縁部に無文帯をつくり、以下地文にＬＲの縄文が施されている。146～155はＰ３出

土の遺物である。146はゆるく外反する土器の無文の口縁部破片である。147は波頂部に圧痕のつく土

器の口縁部で、現存部分は無文である。148は沈線で曲線文を描く土器の胴部破片である。149～151は

地文に縄文を施す土器で、151は口縁部に無文帯を有している。152は下呂石製の凹基無茎鍼である。

薄い板状の剥片の辺縁部に丹念な剥離調整がみられる鋸歯状側縁の石鍼である｡153は両側に折り取り

部分を持つチャート剥片である。下端部に微細な剥離痕が認められ、ヘラ形石器と考えられる。154は

チャート剥片、155は下呂石剥片である。ともに右側縁部に微細な剥離痕が認められる。156.157はＰ
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５出土の遺物である。156は凝灰岩製の凹石で、表面に３カ所桟い凹痕を残している。表裏両面の磨痕

も顕著である。157は縦に２条の沈線が確認できる土器の胴部破片である。薄手で器厚は５mm前後であ

る。158はＰ７出土の土器で、地文にＲＬの縄文を施す胴部破片である。159はＰ９出土の縄文土器片

である。ＳＢ１出土の口縁部に沈線文のみられる土器（第12図-12）と同質で、有文土器の無文部分と

考えられる。160はＰ９出土の下呂石剥片である。辺縁部に連続して細かい剥離痕が認められる。１６１

はPll出土の縄文土器の胴部破片である。表面はよく研磨されており、有文土器の無文部分と考えら

れる。162はＰ16出土の土器の底部破片である。胴部には地文にＲＬの縄文が施され、底部には網代圧

痕が残る。163はＰ18出土の土器で、地文に無節の縄文を施す胴部破片である。164.165はＰ22出土の

縄文土器片で、地文にＬＲの縄文を施す胴部破片である。166.167はＰ５4出土の石器類である。166は

チャートの縦長剥片で、側縁部に微細な剥離痕がみられる。167は凝灰岩製の横刃形石器で、部分的に
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欠損している。168.169はＰ５6出土の打製石斧である。２点とも緑色片岩製で分銅形を呈し、全長１０

cm程の小型の製品である。挾り部分に敲打痕のようなツブレが認められる。装着痕とも考えられるが、

168では痕跡が側縁部の広い範囲に及んでいる。170～172はＰ73出土の縄文土器片である。170はＤ字

状の刻みのある隆帯が１条横走する土器ロ縁部で、幅４cm程の無文帯から下にはＲＬの縄文が施され

ている。口唇部にもＲＬの縄文が施文されている。171は無文の土器口縁部、172は地文にＲＬの縄文

が施された土器胴部である。

４１１層の不明遺構（SX）

縄文土器集中出土地点（ＳＸ２）（第27図、図版10）

１１３区のIIc層を掘削中に縄文後期後葉のものと考えられる土器片が１個体分まとまって出土し

た。直径1.2ｍ程の範囲から120片余りの破片が炭化木片と一緒に出土し、木片の14Ｃ年代測定値は、3,

430±l30yrBPであった。第27図の173はＳＸ２出土の復元土器である。口径約41cm高さ約40cmの大型

の深鉢で､底部径は８８cmである。地文にＲＬの縄文が施され、口縁部に３本の凹線が巡っている。174

は同時に出土した土器の口縁部である。隆帯と沈線により文様が構成される土器で口縁端部および隆

帯上には縄文が施されている。表面の一部に炭化物が付着している。

選癬「．；

鍵眉畢､xl灘糯鰊－ｨ毒奉zf春'旱－－"気

174

屯
冠

Ubf 1｣

ＳＸ２遺物出土状況

鵜 173
０１７４（１：３）１０cｍ

0１７３（１：４）１０cｍ

第27図ＳＸ２出十七器

鞄
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第３節包含層出土遺物

今回の調査では、遺物包含層とそれに準ずる二次的な堆積層より早期から晩期までの各期の縄文土

器や石器類が出土した。量的に最も多いのは縄文後期前葉（西区IⅡ層出土）のもので、次いで晩期の

ものが多い。

縄文土器については、便宜的に次の６期に大別し、細分および報告を進めることにした。

Ｉ期縄文早期（東区）Ⅳ期縄文後期前葉

Ⅱ期縄文前期（西区）Ｖ期縄文後期中葉および後葉

Ⅲ期縄文中期Ｖ1期縄文晩期

石器類については、その分類は五味原遺跡群の西田遺跡（第１集）の報告例に準拠している。層位

的に把握できた西区1V層およびIⅡ層については、それぞれ別々に報告することとした。

蟻１

1８１

蝉
、

1８

￣

、

、
凸～←－－

ガーーーー秣＝

皇

175～188出

0～192（２：３

識
193０土器（１：３）10cｍ

邸ン

に
１１１

（

〃
0１９３（２：９）１０cｍ÷￣

190 １９１

第28図西区11期の土器・IV層出土の石器
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１１１期の土器（第28図175～189、図版11）

縄文前期前半に属すると考えられる土器が西区Ⅳ層より出土している。第28図の175～188はH10区

ＩＶｂ層(褐色土)からまとまって出土した土器で、胎土中に植物繊維を含んでいる。やや外反する器形

の平底の深鉢で、色調は暗褐色および褐色である。縄文は前々段多条の原体が用いられ、口縁部では

斜行し胴部では縦走している。なお、口唇部にも縄文が施文されている。補修孔を有する口縁部の破

片も出土している（176)。

189はＧ８区IⅡ層の下層シルト層より出土した。小振りの爪形文を充填した平行沈線文がみられ､器

厚は４mm前後である。部分的に朱色が残る塗彩土器で、北白川下層IIb式に比定できる。

２１１１期の土器（第29図、図版11）

111層から1V層において確認できた縄文中期の土器は３個体である｡第29図の194はIⅡ層の下層および

ＩＶａ層（灰褐色土）より出土し、１１２区からHlO区の斜面に沿って破片の散らばりがみられた。中期

前半の平出III類Ａ式の土器と考えられる。口径22cm、高さ29cmである。195はG11区のIⅡ層より出土し

た。口唇部直下に半裁竹管状施文具で水平方向の沈線が施されている。地文はＲＬの縄文である。１９６

の土器はH10区IⅡ層下層およびG10区111層の２地点から集中して出土した。口縁部の４分の３はＨ１０

区出土で、比較的大きい破片が重なるように埋まっていたが遺構は確認できなかった。地形的には、

Ｈ10区の出土地点が尾根の先端部にあたりG10区は谷側の斜面上である。復元できた土器は、口縁部

がやや外反し胴部が膨れる波状口縁の深鉢で、底部を欠いている。口縁部に文様帯を持ち、それぞれ

大きさが異なる４個の隆帯による渦巻きを、横走する隆帯がつないでいる。胴部には櫛歯状工具によ

る条線文が施されている。文様構成等から縄文中期後葉の土器と考えられる。西区IⅡ層出土の条線文

の土器はこの１個体のみである。

３西区1V層出土の石器（第28図、図版22.23）

西区Ⅳ層出土の石器類の総数は１２点(0.7％）で、その内訳は二次加工のある剥片１点、使用痕のあ

る剥片５点、磨石・凹石類２点、剥片４点である。層位的に縄文中期以前のものと考えられる。

第28図の190はH10区Ⅳ層より11期の土器(第28図-175～188）に伴って出土したチャート剥片であ

る。縦長剥片の辺縁部に微細な剥離痕が不規則に認められる。191.192は使用痕のあるチャート剥片

である。191はH10区より、192はH11区よりそれぞれ出土した。193はＦ９区Ⅳ層から出土した凝灰岩

製の磨石である。全面に顕著な使用痕を残し、断面は多角形を呈している。

４１V期の土器（第30～40図、図版12～21）

縄文後期前葉に属し、本遺跡の中心をなすと考えられる西区IⅡ層出土の土器群である。器形や文様

構成等から９群に大別した。

第１群微隆起線文の深鉢。６類に区分。（第３０．３１．３５．３６図、図版12～15）

１類樽形の器形でループ状の文様をもつもの（第30.35図）

口縁部がやや内傾し、胴部がふくらむ器形の深鉢である。粘土紐をループ状にして貼り付ける文様
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4２第３章西区の遺構と遺物

が随所にみられる。貼り付-けた隆線の両脇がナデにより断面三角形の微隆起線に仕上げられている。

ａ類（197.198.234～250）

波状口縁の土器で口縁部を２～３条の微隆起線が横走し、以下縦方向に文様が展開している。復元

個体の単位数を４としたのは推定である。第30図の197はG10区Ⅲ層を中心に出土した土器で､益田郡

萩原町の桜洞遺跡出土の土器に類例がみられる（紅村1974)。198はH11区Ⅲ層よりまとまって出土し

た器厚５mm程の薄手の土器である。縦に垂下する微隆起線を横につなぐ曲線文もみられる。第35図の

234～237.239～242はH12区からＨ９区にかけて出土した薄手の同一個体と考えられる一群である。

243は197の一部と考えられる胴部破片である。245～248は本群に特徴的なループの先端を上方に巻き

込むような文様をもつ破片である。

ｂ類（251～262）

ａ類と同様の器形と文様構成の土器で、地文の一部にＬＲの縄文が施されている。251～262は同一

個体と考えられ、Ｈ11区を中心に広範囲から出土している。口縁部を巡る微隆起線は２条である。

ｃ類（267～270）

口縁部の微隆起線に刻みがある土器である。267.268はG10区およびH10区より出土し、ＳＸ２１出土

の土器と同一個体と考えられる（第23図-127)。口縁部を巡る３条の微隆起線の－部に右下がりの刻

みをもち、そのうちの２条が１組みとなってループ状となり先端を上方に巻き込むような曲線文を描

いている。波頂部の破片を欠き、文様構成が不規則なため全体像をつかみ難い土器である。270はＨ１０

区出土で、口縁部の２条は丸みのある刻みを有し、垂下する２条の微隆起線には刻みがない。

２類樽形の器形で１本線単位の文様をもつもの（第30図-199.200.36図-271～276）

第30図の199はH11区を中心にやや広い範囲から出土した破片をもとに復元できた土器である｡第３６

図の271～273がその同一個体と推定される口縁部の破片である。1類と同様の波状ロ縁の樽形を呈す

るが､微隆起線はループ状にはならず、それぞれの線の末端がつながらないで完結するものが目立つ。

274.275は同様の１本線単位の文様構成をもつと考えられる土器の口縁部破片で、それぞれが別個体

である。第30図の200は底部付近で微隆起線が途切れている例である。

３類口縁部に垂下する微隆起線をもつもの（第36図-277～287）

１．２類よりもやや厚手の波状口縁の土器である。277～281は２条の微隆起線が斜め方向に垂下す

る口縁部で、ＳＢｌ周辺から出土したものが多い。280.281は微隆起線の起点に貫通孔を伴っている。

282.283は垂下する１条の微隆起線の起点となる波頂部に押圧痕がある。284～287は同類土器の胴部

と考えられる破片である。第２群土器の胴部としたものの－部も本類に含まれる可能性がある。本類

は器形および全体の文様構成が明確でなく不安定な一群である。

４類口縁部が外反する器形で口縁部に文様をもつもの（第36図-288）

288はＧ９区出土で、口縁の一部に微隆起線による渦状文が背中合わせに施文されている。器形や胎

土等から第９群土器との関連が考えられる。

５類口縁部がやや内脅しているもの（第３１．３６図）

ａ類（201）

第31図の201はH11区およびG10区を中心に出土し復元できた深鉢である。小破片で破片数も少な

かったため、正確な波状口縁の形態や文様構成の全体像等は不明である。口縁端部を沈線が巡り、そ
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4４第３章西区の遺構と遺物

の１cm程下を刻みのある微隆起線が横走している。波頂部では２条の刻み入り微隆起線が弧を描き、

そこを起点に８条の微隆起線が垂下している。脇の1条は途中でループ状となり、同群１類にみられ

た下から上へ巻き込むような渦状の文様を描いている。その内側の微隆起線には刻みが入っている。

内側の４条がどう変化するかは不明であるが、別の部分の破片では内側の４条は途中で折り返しＵ字

状に対向している。なお、この部分(201の右図）の微隆起線は全部で６条で、両端の文様を描く２条

は見当たらない。頚部が括れ胴部が大きく膨らんでいるが、ちょうど膨らみが最大になる辺りに沈線

文が施されている。縦に垂下する微隆起線の文様帯が幅の広い２条の平行沈線でつながれ、さらにそ

の沈線間に斜位の沈線文が施されている。

ｂ類（289.290）

第36図の289は内霞する口縁の波頂部に押圧痕があり、そこを起点に微隆起線文が施されている。

290では垂下する微隆起線の起点に横位の微隆起線が存在するようであるが磨耗のため確認できない。

ｃ類（202.291）

第31図の202は同様に内轡する口縁部をもつ器厚が４mm程の非常に薄い土器である。口縁端部を沈線

が１条巡っている。２条の微隆起線が垂下する部分は４箇所確認できた。さらに、微隆起線によって

二重の弧を描くような文様部を伴っている。第36図の291は同一個体の胴部破片である。

６類地文に縄文が施されているもの（第36図-292～294）

第36図の292.293はＨ７区出土の薄手の土器の胴部破片である。１ｂ類の土器と同様に縄文施文は

部分的である。微隆起線が描く曲線文は１本線単位と考えられる。294はG10区より出土した。

第２群微隆起線文の壺状土器（第31.32図-203～205,36.37図-295～330、図版15～17）

微隆起線によって施文され橋状把手を伴う独特の形態を示す－群である。遺構出土分を含めて全部

で７個体を確認した。第31図の203はH10区を中心に出土したやや小型のタイプである。橋状把手は３

個出土し４単位と推定した。橋状把手部には縦に沈線が施され、把手間は平行する微隆起線で結ばれ

ている。大きく張り出す胴部の上半分に微隆起線による文様帯をもっている。橋状把手の直下にはそ

の端部を一周させて小円をつくってからＵ字状に垂下させる文様と縦長の楕円文が施されている。そ

の間を埋める胴部文様は、まず外側に下が開く方形文様があり、その中に横長の楕円文と、最終的に

上方で一本につながる２つのやや角張る渦巻き文を配している。地文は無文で器面はよく磨かれてい

る。204は１９区でまとまって出土した破片にＳＢ１出土の破片（第12図-21）が接合して復元できた

土器である。口径約25cm、胴部最大径約40cm、底部を欠くが現高約38cmの大型の土器である。橋状把

手は３個出土し前者と同様４単位と推定した。口縁部は内脅し、単位ごとに飾りを有している。飾り

状部分では口縁端部に半円状の窪みを作出し、その縁に弧状に微隆起線を配し左側からつなげて垂下

させている。さらに弧状の微隆起線の中央付近から、その先端部分で小円を描く微隆起線を１条垂下

させている。小円部分は押圧されボタン状を呈している。この微隆起線は橋状把手の上方で右方向に

曲がり、隣の橋状把手の手前で上方に折れた後、再びその先端部で小円を描き終結している。口縁部

から垂下する左側の微隆起線は橋状把手の上を通り胴部の文様帯につながると考えられる。橋状把手

の下方は一部に渦巻き状の文様がみられるが詳細は不明である。把手間の胴部文様は、三重の隅に丸

みをもつ方形文である。２０３と同様に胴下半部は無文で、器面は丁寧なナデ調整がなされている。第3２
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4６第３章西区の遺構と遺物

図の205はH10区を中心に出土した土器で､胴部の下半分は未確認の個体である。確認できた橋状把手

部は２カ所であるが、文様展開等から４単位と考えられる。口縁部は大きく外反し、ループ状の粘土

紐を貼り付けた後に微隆起線に仕上げる痕跡を残す単位文が観察できる。橋状把手間は203.204の土

器と同様に平行する２条の微隆起線で結ばれている。胴部文様は偏平の角張った渦巻き状の文様とみ

なせるが、欠損部分があり確実ではない。第36図の295～297はＳＫ２出土の橋状把手部分（第25図

-141）と同一個体と考えられる土器の一群である。298.299は小振りの橋状把手をもつタイプで、1

12区出土である。ＳＫ１出土の土器（第25図-137.138）と同一個体と考えられる。300～306はＨ７区

より出土した－群である。やや複雑な文様構成の土器であるが、磨耗が著しく復元は困難であった。

308～329は本群土器の胴部と考えられる破片である。324.325はＳＫ６出土の橋状把手をもつ土器（第

16図-83～85）と同一個体と考えられる破片である。326～329はやや薄手の土器である。文様展開か

ら本群としたが､第１群土器にふくまれる可能性がある｡330は本群に類似したミニチュア土器である。

微隆起線が施されているが、橋状把手の有無は確認できなかった。

第３群縁帯文系の土器。６類に区分。（第32.37図、図版１７．１８）

１類口縁部が内外に肥厚し口縁端部に沈線文をもつもの（第32.37図）

ａ類（206～208.331～333）

口縁端部に２～３条の沈線が巡り、途中に小突起をもつ。第32図の206では肥厚した口縁端部の突起

間に沈線で輪を描いているので、部分的には２条の沈線が巡っているようにみえる。小突起は３個が

現存で、内外を押圧しその間を内側に向かって刺突している。頚部は無文、胴部は不明である。出土

区はG10区を中心にＨ９～11区と広範囲に及んでいる。207はGll区およびＨ９～10区より出土した。

肥厚した口縁端部の突起間に沈線で輪を描き、その間の部分をＤ字状の刺突文で充填している。小突

起部分は外側に伸び､頚部文様へと展開しそうな部分で破損している。H12区出土の第37図の333が同

一個体の胴部と考えられる破片で、丸みのある２条の隆帯を伴い、器面はよく磨かれている。208はＧ

９区より出土した。207と同様に沈線間をＤ字状の刺突文で充填している。縦に細長い小突起部分は磨

耗してる。頚部は無文、胴部は不明である。331はＦ９区より出土した。口縁端部に輪を描く沈線の間

にさらに１条の沈線を加えている。小突起には刻みがみられる。１１１区出土の332では２条の沈線の末

端を刺突している。

ｂ類（209.334）

口縁端部にハの字状の刻みがみられるタイプで、遺構出土分を含めて３個体を確認した。第32図の

209は１１２区を中心に出土し部分的に復元できた土器で、Ｐ８出土の破片を１片含んでいる。ハの字状

の刻みをもつ口縁端部の肥厚は弱めである。刻みのある小突起は３個が現存で、４単位と考えられる。

ゆるく外反する頚部は無文で、胴部との境に右下がりの刻みのある隆帯が１条巡っている。ややふく

らむ胴部にはＬＲの縄文が施されている。第37図の334はH11区出土で、肥厚した口縁端部に刺突によ

るハの字状の文様が刻まれている。ＳＸ７およびＰ73出土の土器（第16図の91）では、ハの字に刻んだ

中央部に沈線を加えている。

ｃ類（335.336）

肥厚した口縁端部を１条の沈線が巡り、突起部に装飾を加えている。第37図の335.336は同一個体
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4８第３章西区の遺構と遺物

で、Ｈ９区出土である。台形状に張り出した突起部に沈線文を描き、外側に隆帯を回して貼り付けて

いる。

ｄ類（337.338）

第37図の337は１１０区より出土した。内外に肥厚させた口縁端部を２条の沈線が巡り、途中に短沈線

による曲線文がみられる。沈線間および外端部に右下がりの刻みが加えられている。頚部には沈線文

の－部が残っている。338は１１１区出土の同一個体と考えられる無文部分の頚部破片である。

２類口縁端部がやや内脅しているもの（第32図-210）

第32図の210はＧ９区およびH12区を中心に広範囲から破片が出土した土器である。内醤気味の口縁

端部を１条の沈線が巡っている。横走する沈線の途中でその端を渦巻き状にして終結させたり、その

端を弧を描く短沈線で囲んでいる部分が６カ所みられる。さらに沈線の下を刻み入りの１条の隆帯が

巡っている。刻みは短沈線によるもので、その向きは右下がりである。やや外反する頚部は無文帯と

なり、胴部にはＲＬの縄文が施されている。

３類幅広の口縁端部に文様帯をもつもの（第37図-339～349）

ａ類（339～347）

第37図の339.340はH10区およびＩｌＯ区出土で、同一個体と考えられる土器である。幅広の口縁端

部に横走する４条の沈線がみられ、下端部を右下がりの刻みが巡っている。突起状の部分には沈線に

よる渦状文や弧状文がみられる。341～346はH11区を中心に出土した同一個体の土器である。口縁端

部には３条の横走沈線と突起部を飾る曲線文がみられる。下端部を刻みが巡り、頚部以下には無節の

縄文が施されている。頚部が大きく外反し、胴部が膨らむ器形と考えられる。頚部と胴部の境目辺り

を右下がりの刻みがある隆帯が巡っている。その隆帯の上下に横方向に展開する曲線文風の沈線がみ

られる。347はＧ９区と１１０区から出土した。やや幅広の口縁端部を１条の沈線が横走している。沈線

の末端は刺突され、沈線内には刺突列が続いている。突起部には刻みのある半円状の隆帯が付き、そ

の中央部分に押圧を加えている。隆帯内外は沈線で囲まれ、外側の沈線は２条である。大きく外反す

る頚部は無文で、よく磨かれている。胴部との境目に刻みのある隆帯がみられる。

ｂ類（348.349）

内脅気味の口縁で頚部の外反は緩めである｡突起部に相当する部分に沈線による曲線文がみられる。

348はＦ９区出土で、頂部に押圧痕がある。349はＳＸ７の周辺から出土し、二次焼成を受けている。上

端部に横走する１条の沈線がみられ、その下に渦巻状の文様が展開している。

４類刻みのある隆帯を伴うもの（第37図－３５０．３５１）

１類と同様に肥厚した口縁端部に沈線を横走させた輪が描かれ、結果的に２条の沈線がみられる土

器である。突起部に相当する部分には押圧痕がある。右下がりの刻みがある隆帯を伴い、頚部の外反

は緩めである。350はH10区、351は１１１区より出土し、同一個体と考えられる。

５類口縁部に刺突のある平行沈線文をもつもの（第32図-211）

第32図の211は緩やかな波状口縁で､胴部がやや膨らむ器形と推定される小型の深鉢である。口縁部

を２条の沈線が巡り、沈線間をＤ字状の刺突で充填している。間にボタン状の小突起を有し波頂部を

形成している。頚部は無文で、胴部にはＲＬの縄文が施されている。１ａ類の207.208と同様の施文

形態がみられ、器形は異なるが関連の深い個体と考えられる。Ｇ９区から出土した土器である。



第３節包含層出土遺物４９

6類胴部破片（第37図-352～354）

地文が縄文で沈線文がみられる薄手の胴部破片である。G10区出土で、本群の胴部と考えられる。

第４群垂下隆帯をもつ土器（第33図-214.37図-355～358、図版17）

口縁部は波状で、頚部が大きく外反する器形の土器である。刻みのある垂下隆帯を主軸に文様が構

成されると考えられる。口縁端部にはハの字状の刻みがみられ、波頂部は小突起状に盛り上がってい

る。波頂部の仕上げは短沈線で弧を描いたものと、押圧されたものがみられる。２条の垂下隆帯は波

頂部を起点とし、無文の頚部を通り胴部で左右に分岐している。隆帯の刻みはハの字を意識したよう

な部分とそうでない部分がみられる。胴部文様は刻み付きの隆帯文と沈線による曲線文が組み合わさ

れているようである。部分的に復元できた図33の214については、その出土区はH11区を中心にG10区

とＨ７区におよび、ＳＢ１出土の１点を含んでいる（第12図－９）。同一と考えられる第37図の355はＧ

９区およびＦ９区より出土し、356は１１６区より出土した。357.358は沈線文をもつ同質の胴部破片と

いうことで本群に含めたが、他群の土器である可能性がある。

第５群沈線文の土器。７類に区分。（第33.38図、図版18.19）

１類樽形の器形のもの（第38図-359～361）

３５９．３６０はHlO区およびG11区出土の土器である。３条の沈線が口縁部を巡り、その下に弧状の沈

線や縦方向の沈線がみられる。樽形の器形で第１群土器との関連が考えられるが、小破片のため全体

像はつかみ難い。361も３条の沈線が口縁部を巡る土器であるが、第６群に属する可能性もある。

２類口縁部が内脅するもの（第38図－３６２．３６３.第40-456）

362は１１２区より出土した。沈線が２条垂下し、口唇部にも沈線がみられる。363はHl2区出土で、

垂下する沈線の上に短沈線による刻みがみられる。第40図の456は同じ土器の底部破片と考えられる。

３類口縁部が外反するもの（第38図-364）

364では外反する口縁部に縦方向の沈線文がみられる。Ｈ７区出土である。

４類口縁部に幅広の文様帯をもつもの（第33図-215）

第33図の215は１１１区出土の小型の深鉢で、口縁部が外反し胴部が膨らむ器形の土器である。口縁部

から頚部にかけて３条の沈線が垂下し、その横には．の字状の区画沈線がその開いた部分を上下にし

て縦に並んでいる。区画内には刺突文がみられ、文様帯の下端となる頚部と胴部の境目辺りを沈線が

巡っている。地文は無文で、網代圧痕を有する底部は磨耗している。

５類横展開の文様帯をもつもの（第33図-216）

第33図の216の土器は口縁部がやや外に開き胴部が膨らむ器形の小型の深鉢である｡全面にＲＬの縄

文が施され、口唇部にも縄文がみられる。３条の沈線が口縁部を巡り、その１カ所から５回の蛇行を

経て下に降りた３条の沈線が途中で部分的に４条に変化しながら頚部を一周している。底部には、平

行脈の葉脈圧痕がみられる。Ｇ９区Ⅲ層出土であるが、第３群土器の210（第32図）等同グリッド内の

大半の土器の出土部分より約40cm程上層からの単独出土である。

６類Ｚ字状文を伴うもの（第38図-365～367）

第38図の365～367はH10区Ⅲ層上層（ＳＸ１周辺）から出土した。胴部に少し膨らみをもつ波状口縁の
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