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序

いわたり こ たに

青森市の西部、岩渡地区にある岩渡小谷(3)・(4)遺跡は、東北縦貫自動車道

八戸線（青森～青森）の建設事業に先立って、平成12・13年度のニカ年にわ

たり、当センターが調査を行いました。このなかで、とくに岩渡小谷 (4)遺跡

の調査においては、埋没した沢から、県内はじめての縄文時代前期の木組遺構

が発見され、木製品が多数出士しました。

今回の報告書は、この沢地区を除いた、それ以外の区域から発見した遺構や

遺物をまとめたものです。縄文時代前期の竪穴住居跡群のほかに、乳児用の土

器棺とされる土器埋設遺構も多数発見されており、調査時から注目を浴びてい

たものです。

本書に収められた成果を今後の埋蔵文化財の調査・研究、及び文化財の保護

の面で役立てていただければ幸いです。

発掘調有の実施から報告書の刊行にいたるまで、種々ご尽力を賜りました関

係各位に対しまして、あらためてお礼申し上げます。

平成15年3月

青森県埋蔵文化財調査センター

所長佐藤良治



例ロ

1 本報告書は、青森県教育委員会が平成12・13年度に実施した東北縦貫自動車道八戸線（青森～青

森）の建設事業に伴う岩渡小谷(3)・(4)遺跡の発掘調査報告冑である。

2 岩渡小谷(3)遺跡の調査は平成12年度に実施し、岩渡小谷(4)遺跡に関しては平成12年度から平成

13年度までのニカ年にわたって実施している。本書は岩渡小谷(3)・(4)遺跡のなかで、平成12・13

年度調査時の検出遺構と出土遺物に関する報告書である。報告対象と予定については以下のとおり

である。

本報告書掲載ー岩渡小谷(3)・(4)遺跡の沢以外の遺構・遺物

平成15年度刊行予定一岩渡小谷(4)遺跡の沢出土の遺構・遺物

3 本遺跡の所在地は、青森市大字岩渡字小谷地区所在の陸上自衛隊小谷演習場地内で、青森県教育

委員会の遺跡台帳に岩渡小谷(3)遺跡（県遺跡番号01301)、岩渡小谷(4)遺跡（県遺跡番号01302)

として登録されている。

4 本報告書の執箪・編集は、島山 昇、坂本真弓が担当した。遺物のうち、上器は坂本、それ以外

は畠山が担当した。遺構と遺物等の実測図作成は調壺補助員及び整理作業員が行った。また、土器

実測の一部は（株）シン技術コンサル、剥片石器実測の大半は（株）アルカに、遺物写真撮影はシ

ルバーフォト・フォトショップらいず・フォトショップイナミに委託した。執筆者については、文

末（ ）内に付した。

5 本報告書に掲載した地形図（遺跡位置図）国土地理院発行の2万5千分のー地形図（青森西部）を

複写して使用した。

6 本報告書の遺構 ・遺物等に関する表示は次のとおりである。

(1)遺構番号は調査時の番号をそのまま使用し、最終的に遺構と判断されなかったものは欠番、

遺構と判断されたものは新規の番号を付けた。遺構の略号は以下のとおりである。住居跡ー SI、

土坑ーSK、士器埋設遺構ーSR、焼土遺構ーSN

(2)挿図に付した方位は真北を示す。

(3)上層等の色調観察には「新版標準土色帖』（小山正忠、竹原秀雄編 1997) を用いた。

(4)縮尺率は、位置図・配置図等及び遺構・遺物の規模により適宜決定し、縮尺率についてはス

ケール脇に示した。基本的に遺構は、住居跡・小ピット群 (1/60)、土坑 (1/50)、土器埋設遺構

(1/20)、焼土 (1/40) であり、遺物では、土器実測図・拓影図．礫石器 (1/3)、剥片石器・土製

品・石製品 (1/2)、大型の礫石器 (1/4) である。

(5)挿図で使用したスクリーントーン等の種類は以下のとおりである。この他に関しては図中に

示した。

遺構

焼土 白頭山火山灰

石器

剥片石器光沢痕 礫石器スリ痕 礫石器敲打痕



(6)遺物出土地点の判明しているものについては、平面分布図及び垂直分布図を作成した。垂直

分布図は土層断面図を基準に作成している。また、これらの図には、遺構内出士遺物のすべてでは

なく、水平分布・垂直分布が判明している遺物のみを示している。

(7)●-土器、△一礫石器、 記号と記号を線（一）で結んであるものは、接合関係を示す。

(8)ピット： 竪穴住居跡及びその他のピットの深さは図脇にーを付して数値で示した。

(9)遺物は出土地等の一覧表を設けた。

(10)遺物番号は挿図番号と図版内番号の組合せで付した。（挿図一番号）

(11)遺物写真の縮尺率は不同であり、この記載番号は挿図番号と一致する。

(12)縄文原体は、山内清男 「日本先史時代の縄紋』（先史考古学会1979) を参考に分類した。観察

表では以下のように省略した。

単軸絡条体第〇類→単〇 結束第1種→結1 結節回転文→結回 横位回転文→横回

斜位回転文→斜回側面圧痕→側圧

(13)土器実測図の一部の線 (I I)は炭化物付着の範囲を表す。

(14)石器実測図の一部の線(( ))はスリ痕と敲打痕の範囲を表す。

7 本調査に関わる諸記録・遺物等の資料は青森県埋蔵文化財調森センターで保管している。

8 発掘調査における測量は、旧H本側地系 (TokyoDatum) を使用しており、本報告はこれに

基づいて行っている。ただし、抄録に記した遺跡の緯度・経度については旧日本測地系と世界測地

系甚づいた日本測地系2000(JGD2000) を併記している。

9 本発掘調査及び本報告書の作成に当たり、次の諸機関及び諸氏から御指導・助言を頂いた。記し

て、感謝申し上げる次第である。（順不同 敬称略）

函館市立博物館、福井県立若狭歴史民俗資料館、北海道埋蔵文化財センター、石川正行、稲野裕介、

遠藤正夫、小野貰之、角張淳一、小島朋夏、児玉大成、佐々木由香、佐藤智雄、佐野一絵、鈴木

徹、瀬川 滋、田中寿明、田中祐二、千槃敏朗、能城修一、長谷部一弘、藤沼邦彦、渡辺 誠



口絵

序

例言

目次

目 次

挿図H次

写真目次

第 1編調在の概要………………………………………………………………………………. 1 

第 1章調壺の概要………………………………………………………………………….. 3 

第 1 節調査要項••• ……• ……........ …................ …….... …• …..... ….. …・ …・ ….... …. 3 

第 2節 調査経緯・方法・経過……………………………………………………….. 4 

第 3節 岩渡小谷(3)・(4)遺跡周辺の地形及び地質について…………… 7 

第 4節分類甚準.................…..................... ……... …・ ….. …• …• ….. …........ …… 11 

第 2 編岩渡小谷(3) 遺跡·…………•………………………………………•…………….. 13 

第 1 章調査の概要……••…………………………………………………………………… 14

第 2章 出士遺物・・・・……・・・・・ …... …..... ……• •• • •• …• •• • ……….. …• …・ …• ….. …............ 14 

第 3編岩渡小谷(4)遺跡…………………………………………………………………..21 

第 1章検出遺構と出土遺物…………………………………………………………..23 

第 1 節住居跡•…........ ……......... ……......... ………....... ….. …・ …• ….. …・ …・ …• ….. 23 

第 2節土坑.....….... ……・ …, ........... ……….................... …...... …• …• …• ….. ……・・132 

第 3節上器埋設遺構………………………………………………………………………149

第 4 節焼土遺構•…........................ …………... …................ …• …• ….............. …215 

第 5節小ピット群・…..... …•• …... …............................. …...... …...... ….. ……・ …221 

第 2 章遺物捨て場と遺構外出t遺物・…·……•……………………………•…·223

第 1 節遺物捨て場••…• …...... …... ……• •• ……• …•• • •• • ……• • ….. …•• •• • ….. …..... …・・223 

第 2 節遺構外出土土器………………………………………………………•…………·226

第 3節遺構外出土石器…………………………………………………………………・・245

第 3 章まとめ・•• ●●●  • …• •• •…….... ………• ●●  ●●  ● ●●  ● ●●  • ……• •• ……• ….. …• …• • ••• • • ……• • ……・268 

遺物観察表….......….... …・ …•• …• …………..... …• • • ………………• •• • •• • •• • …• ….. …• …• • …• …• …...... ,269 

写真図版…•…• …………・ …………• …• ………• •• • …...... …• •• • •• ……・ …………• …•• …• •…• •…• …• …...... 291 

報告書抄録•……….... …...... …….. ……・ ………• ●●  ● ●●  • …………...... ……......... …• …• • …• …• …• ….. …・391 



図版目次

図1 遺跡位漑と周辺の遺跡……………………………. 2 

図2 調査対象区域………………………………………….. 5 

図3 岩渡小谷(3)・(4)遺跡の基本層序……………. 9 

図4 岩渡小谷(3)遺跡調査区域………………………・14

図5 遺物の分布………••……•• …….. ….......... …•• •• ….... 15 

図6 岩渡小谷(3)遺跡出土遺物1……………………..16 

図7 岩渡小谷(3)遺跡出土遺物2……………………..17 

図8 岩渡小谷(3)遺跡出土遺物3……………………..18 

図9 岩渡小谷(3)遺跡出土遺物4……………………..19 

図10 岩渡小谷(4)遺跡遺構配置………………………・22

図11 第1号住居跡1・・…•• ………•• …•• •• …...... …... …….... 25 
図12 第1号住居跡2…………………………………………..26 

図13 第1号住居跡3…………………………………………..27 

図14 第1号住居跡4……•……………………………………·28

図15 第2A号住居跡1………………………………………・30

図16 第2号住居跡2…•• • •• ……........ ………………• …...... 31 

図17 第2A号住居跡3………………………………………・32

図18 第2A号住居跡4………………………………………・33

図19 第2A号住居跡5………………………………………・34

図20 第2A号住居跡6………………………………………・35

図21 第2A・2B号住居跡7……………………………… 36

図22 第3号住居跡1…………………………………………..38 

図23 第3号住居跡2・・・・………………………………………・39 

図24 第4号住居跡1…………………………………………..42 

図25 第4号住居跡2…………………………………………..43 

図26 第4号住居跡3... ……………………………………….. 44 

図27 第5号住居跡••………………………………………….. 45 

図28 第6号住居跡1…………………………………………..47 

図29 第6号住居跡2…………………………………………..48 

図30 第7号住居跡1…………………………………………..50 

図31 第7号住居跡2・・・・……•• …•• ………........ ……………・51 

図32 第8号住居跡・…....……….. ……….................. …... 52 

図33 第9号住居跡1…………………………………………..54 

図34 第9号住居跡2…………………………………………..55 

図35 第10号住居跡••……......... ……………•• …・ ………... 56 

図36 第11号住居跡1…………• •• ………............ …• …..... 58 

図37 第11号住居跡2…………………..……………………・59 

図38 第11号住居跡3………………………•……………….. 60 

図39 第11号住居跡4……………………••…………………·61
図40 第12号住居跡…............……….......................... 63 

図41 第13号住居跡1・……………………………………….. 65 

図42 第13号住居跡2・・………………………………………・66 

図43 第13号住居跡3…………•…………………………….. 67 

図44 第13号住居跡4………………………………………...68 

図45 第14A号住居跡1……………………………………..70 

図46 第14A・14B号住居跡2…………………………..71 

図47 第14C号住居跡3……………………………………..73 

図48 第14A-C号住居跡4……………………………… 74

図49 第14A-C号住居跡5.…………………………….. 75 

図50 第14A-C号住居跡6・…………………・…………・76 

図51 第14A-C号住居跡7.…………………………….. 77 

図52 第14A-C号住居跡8・・・………………•………….. 78 
図53 第15号住居跡1………………………………………… 80

図54 第15号住居跡2………………………••………………·81
図55 第16号住居跡1
図56 第16号住居跡2:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.…… 

83・84 

85 

図57 第16号住居跡3……………………………………••…·86
図58 第16号住居跡4………………………………………...87 

図59 第16号住居跡5.……………………………………….. 88 

図60 第16号住居跡6………………………………………… 89

図61 第16号住居跡7..... ………... …• •• …….. …... ……..... 90 

図62 第16号住居跡8(掘り方全図）…………………・91

図63 第17号住居跡…•• •• ….. ………........... ….. …………・93 

図64 第18号・第19号住居跡……………………………・94

図65 第20号住居跡…..........…....... …• …•• ….... …•……·95 
図66 第21号住居跡…....……………..... ….. …•• …• …...... 97 

図67 第22号住居跡…………………………………………..98 

図68 第23号住居跡1…………………••……………………·100
図69 第23号住居跡2…………………………………••……·101

図70 第23号住居跡3.………………………………………・・102 

図71 第24号住居跡1…………………………………………104

図72 第24号住居跡2……………………………………•…··105

図73 第25号住居跡1…………………………………………108

図74 第25号住居跡2・………………………………………・・109 

図75 第25号住居跡3... …• …•• ……....... ….. ………• •• ……no 
図76 第25号住居跡4…………………………………………lll

図77 第25号住居跡5..... …………•• •• …• …•• …... ………・・・ll2 

図78 第25号住居跡6…………………………………………ll3

図79 第25号住居跡7………………………………………・・・ll4

図80 第25号住居跡8…………………………………………ll5

図81 第26号住居跡1…………………………………………ll7

図82 第26号住居跡2…………………………………………ll8

図83 第26号住居跡3…………………………………………ll9

図84 第26号住居跡4…………………………………………120

図85 第26号住居跡5…………………………………………121

図86 第26号住居跡6…………………………………………122

図87 第27号住居跡1…………………………………………124

図88 第27号住居跡2…………………………………………125

図89 第27号住居跡3…………………………………………126

図90 第27号住居跡4…………………………………………127

図91 第27号住居跡5…………………………………………128

図92 第28号住居跡…………………………………………・・129

図93 第29号住居跡1…………………………………………130

図94 第29号住居跡2…………………………………………131

図95 土坑の分布………………………………………………132

図96 第1·3号土坑……………••……………………………134
図97 第4·5号土坑…………………••……….. ….... …•• …・・136 
図98 第6·7号土坑••……………………….. ………………・138 

図99 第8-13号土坑·…………………•……………………·140

図100第14-18号土坑………………………………………・143

図101 第19号士坑•• •• ……•• …• ………•• …………....... ………・144 

図102 第20·21号土坑………••……………………………··146



図103第21号土坑出上遺物………………………………・・147

図104第22・23号土坑………………………………………-148

図105土器埋設遺構の分布1………………………………・149

図106土器埋設遺構の分布2………………………………150

図107上器埋設遺構の種類………………………………・・151

図108第1・2号土器埋設遺構……………………………・153

図109第4・5号土器埋設遺構……………………………・154

図110第6・7号土器埋設遺構……………………………・156

図111第3・8号土器埋設遺構……………………………・157

図112第9号土器埋設遺構…………………………………・158

図113第10号土器埋設遺構………………………………・・159

図114第11号土器埋設遺構………………………………・・160

図115第12・13号土器埋設遺構…………………………161

図116第14号土器埋設遺構・………………………………・163

図117第15号土器埋設遺構………………………………・・163

図118第16号上器埋設遺構…………………………………164

図119第17号土器埋設遺構………………………………・・165

図120 第18号土器埋設遺構•………………………………·166
図121第19号土器埋設遺構………………………………・・167

図122第21号土器埋設遺構………………………………・・168

図123第22号土器埋設遺構..………………………………169 

図124 第23号土器埋設遺構•…•……………………………170
図125 第24号土器埋設遺構……••…………………………171
図126第25・26号土器埋設遺構…………………………172

図127第27号土器埋設遺構..………………………………173 

図128第29・30号土器埋設遺構…………………………174

図129第31号土器埋設遺構………………………………・・175

図130第32号土器埋設遺構………………………………・・176

図131第35号土器埋設遺構・………………………………・177

図132第36・37号土器埋設遺構…………………………178

図133第38号士器埋設遺構………………………………・・179

図134 第39号土器埋設遺構………………………•………·180
図135第41号土器埋設遺構………………………………・・181

図136第43号土器埋設遺構..………………………………182 

図137第44号土器埋設遺構………………………………・・183

図138第45号土器埋設遺構………………………………・・184

図139第46・48号土器埋設遺構…………………………185

図140第51号土器埋設遺構………………………………・・186

図141第52号土器埋設遺構………………………………・・187

図142第53-55号土器埋設遺構…………………………189

図143 第56号土器埋設遺構…•…………•••………………·190

図144第57号土器埋設遺構………………………………・・190

図145第58号土器埋設遺構…………………………………191

図146第59・60号土器埋設遺構…………………………192

図147第61号土器埋設遺構………………………………・・193

図148第62号土器埋設遺構………………………………・・195

図149第63号土器埋設遺構………………………………・・196

図150第64号土器埋設遺構………………………………・・197

図151第65号土器埋設遺構………………………………・・198

図152第66号土器埋設遺構………………………………・・199

図153第67号土器埋設遺構………………………………・・200

図154第68・71・72号土器埋設遺構…………………・201

図155第70号土器埋設遺構………………………………・・202

図156第69号土器埋設遺構………………………………・・203

図157第73号土器埋設遺構………………………………・・204

図158第74号土器埋設遺構………………………………・・205

図159第77号土器埋設遺構………………………………・・206

図160第78号土器埋設遺構………………………………・・207

図161第79号土器埋設遺構………………………………・・208

図162第80号土器埋設遺構………………………………・・209

図163 第81·82号土器埋設遺構…………………••……·210

図164第84号土器埋設遺構………………………………・・211

図165第85号土器埋設遺構………………………………・・213

図166第86・87号土器埋設遺構…………………………214

図167焼土遺構の分布………………………………………・215

図168 焼土遺構1…••……... ………….... …...... ……….... …・217 

図169焼土遺構2・…• …...... …….. …….... …•• ………•••• …・・・220 
図170第2号小ピット群……………………………………・・221

図171 第1号小ピット群…•……….... …….... ………• • …・・・222 
図172捨て場の分布…………………………………………・・223

図173頂部捨て場の遺物出土状況……………………・・224

図174捨て場の遺物出士状況・……・……………………・・225

図175遺構外出上土器1(頂部捨て場1)……………・227

図176遺構外出土土器2(頂部捨て場2)……………・228

図177遺構外出土土器3(頂部捨て場3)……………・229

図178遺構外出土土器4(捨て場1)……………………230

図179遺構外出土土器5(捨て場2)……………………・232

図180遺構外出土土器6(捨て場3)……………………233

図181遺構外出土土器7(捨て場4)…………………・・・234

図182遺構外出上土器8(捨て場5)・・…………………・236 

図183遺構外出土土器9(捨て場6)……..……………・237 

図184遺構外出土土器10(捨て場7)…………………・238

図185遺構外出土土器11(捨て場8)…………………・239

図186遺構外出土土器12(捨て場9)…………………-241

図187遺構外出土土器13(グリッド1)………………242

図188遺構外出土土器14(グリッド2)………………・243

図189遺構外出土土器15(グリッド3)・・……………・244 

図190遺構外出土石器1(頂部捨て場1)・……………246 

図191遺構外出土石器2(頂部捨て場2)……………・247

図192遺構外出土石器3(頂部捨て場3)……………-248

図193遺構外出上石器4(頂部捨て場4)……………・249

図194遺構外出土石器5(捨て場1) ………………•…··251
図195遺構外出土石器6(捨て場2)……………………・252

図196遺構外出土石器7(捨て場3) ………••…………·254
図197遺構外出土石器8(捨て場4)…………………・・・255

図198遺構外出土石器9(捨て場5)…………………・・・256

図199遺構外出土石器10

（捨て場6.南区グリッド1)……・・258

図200遺構外出土石器11(南区グリッド2)………・259

図201遺構外出土石器12(南区グリッド3)………・260

図202遺構外出土石器13(北区グリッド1)………・262

図203遺構外出土石器14(北区グリッド2)………・263

図204遺構外出土石器15(北区グリッド3)………・264

図205遺構外出土石器16(北区グリッド4)………・266

図206遺構外出土石器17(北区グリッド5)………・267



写 真 目 次

==~ 言、=~~::~塁霊：詞芯~-~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~ 
写真 3 作業風景................................................................................................................................293 

::: 贔忠ば撃芯り門：：：：：．．：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：．．：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：．．：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：芯：

写真 6 捨て場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・296

写真 7 第1・2号住居跡……....…•• •• ……………•• ●● ●● ●● •• ………….... …………・………….. …………• •• •• ……………297 

::: :: 五闊はは竺三：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：芯

写真10 第5・6号住居跡・・・………....●● ●● ●● •• ……………•• •• •• •• •• ……..... ….. ……•• …….. ……….. ………•• •• ……・・・・・・300 ==~~ :; ニば悶:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~塁::~: =~~ ばに：二：二：二：二：：：：：：二：二：ロニ：：二：二：二：：二：二：：：：：：二：：：二：：二：二：：：：］悶
芥：~: : ば：ば：：:::::: ニ：：二：二：二：二：二：：：：二：：：：二：：：二：：：：：：ロニ：：ロニ：：：：：：：：：：：：：ロニ：：：2芯
写真17 第14号住居跡2・….... ….... ……………..... …・ ……•• ………・ …•• …….. ………... …• ………………• ●● ●● ●● •• ……307 ::~: =~::~: 悶:~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~芯
写真20 第16-20号住居跡・・・・....….. …..... …..... ……... ……….... ………….... ……•• …•• ………..... …………• ….. 310 ==~~ =~~ ニエ謬~!は:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~
写真23 第25·26号住居跡•……••…………….... …………………………•• ………•• …………• •• ……• ………•• •• •• …・313 
写真24 第24・26・27号住居跡・●●●● ●● •• …• •• ………•• …..... ….. ….. ….. ………•• ………….... …•• …….... ………….. 314 

:: 悶=~8. ・3竺嵩］りf.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~悶
写真27 第7・8・10・11号土坑….....…... …...... ……•• ……………•• ……………•• …….... ………………•• ……•• …317 ::~: =~~ □ 芯：土盆：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~: 
写真30 第1-3号土器埋設遺構
写真31 第4-8号土器埋設遺構ロニ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

320 

321 

写真32 第9-12号土器埋設遺構••…• …………• •• ………………………・ …•• ………………•• ….......... …………・・・・・322 
写真33 第13-15号土器埋設遺構
写真34 第16-18号土器埋設遺構::：：：:：：：:：:：：：：：:：:：：：:：：：:：:：：：:：:：:：：：:：:：：：：：：：:：：：:：:：:：：：：：：：：：:：：：:：：：：：：:：:：：：：：：：：：：：：：:：：：324 

323 

写真35 第19・21号土器埋設遺構
写真36 第22-24号土器埋設遺構ロニニ：ロニロニ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

325 

326 

写真37 第25-27号士器埋設遺構……………••……………•• ……………• …….... …•• …….. ……• •• ……• •• …• …・・327 

写真38 第29-31・37号土器埋設遺構……・・::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::328写真39 第32・35・36・39号土器埋設遺構 329 

写真40 第38・41・44号上器埋設遺構………………………………………………………………………………・・330

写真41 第43・45・46・48号土器埋設遺構…………………………………………………………………………331

写真42 第51·52·56·59·60号土器埋設遺構•••………………………………………………………………·332
写真43 第53-55・57号土器埋設遺構………………………………………………………………………………..333 

写真44 第58・62号土器埋設遺構……..………••…………….. …………•• …•• …•• …………• …….. ……………..... 334 
写真45 第61・63-65号土器埋設遺構
写真46 第67・69・70号士器埋設遺構ロニ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：336 

335 

写真47 第66・73・74・77号土器埋設遺構………………………………………………………………………...337 

写真48 第68・71・72・78・79号土器埋設遺構…………………………………………………………………・338

写真49 第80·84号土器埋設遺構…•…….... ……... ……•• ………•• ……………•• …•• ………• …..... …• …………….339 

写真50 第81・82・85-87号土器埋設遺構…………………………………………………………………………・340



写真51岩渡小谷(3)遺跡出土遺物1・…………………………………………………………•………………………·341 
写真52岩渡小谷(3)遺跡出土遺物2
写真53第1号住居跡出土遺物……….::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::343

342 

写真54第2号住居跡出土遺物・・••…•• • •• …………• …….. …... ……….... ….... …•• …………•• …•• ……………….. ….344 
写真55第2・3号住居跡出土遺物
写真56第4-6号住居跡出土遺物ロニ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：346 

345 

写真57第7-9号住居跡出士遺物……………………………………………………………………………………….347
写真58第11号住居跡出土遺物 348 
写真59第12・13号住居跡出士国五．：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：349 

z心悶~ : ば：~::~::::!:::::: 二：：：二：二：二：二：：二：二：二：二：：二：二：：二：二：：ロニ：芯：
:::! =~ ば悶:::沿土霊:!:二：：：：：：：二：：：二：二：：：二：：：：二：：：：：二：：二：二：二：：：：：二：二：：：：：：：］芯
写真64第21-23号住居跡出土遺物…………………………………………………………………………………….354
:::~ : 菜五冒はこ累↑盆:~竺：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：芯：
写真67第25号住居跡出上遺物3 357 
写真68第26号住居跡出土遺物1:::ニ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：358 
写真69第26号住居跡出上遺物2
写真70第27号住居跡出土遺物1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::360

359 

写真71第27·29号住居跡出土遺物••………•…….. ……• •• ……• •• …• •• •• …• •• •• ………•• •• …………•• ………• …・・361 
写真72第1・3・4・6・7・10・14・16-18号土坑出士遺物..……………………………………………・362 
写真73第19-23号土坑出士遺物・……..... ……• •• …•• •• •• ….. ……………………• •• •• …………•• ……………•• …・・・363 
写真74第1-8号土器埋設遺構·…•………... ………….... ……... ………………….... ……….. ….. ……….. ….. …... 354 
写真75第9-15号土器埋設遺構………••…... ………•………... …………………………………....... …………•• …・365 
写真76第16-19・21号土器埋設遺構..........….... …•• …........ …・ …..... …..... …...... ….... ….... ……• ….. …・366 
写真77第22・23・25・26・30・31号土器埋設遺構…………………………………………………………..357 
写真78第32・35・36・38・39・43・45号土器埋設遺構……………………………………………………368
写真79第41・46・51・56号上器埋設遺構ロニ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：369 
写真80第53-55・59・60号土器埋設遺構 370 
写真81第58·61-63号土器埋設遺構••……………......……... ……........ ……….... …・ ………• •• •• …•• •• •…• …371 
写真82第64・65・67・68・70-72号土器埋設遺構・…………………………………………………………・372
写真83第69・73・74·77号士器埋設遺構……••………………………………………………………………….373
写真84第78・80-82・84号土器埋設遺構…………………………………………………………………………374
写真85第79・85-87号土器埋設遺構、焼土遺構出土遺物・……………………………………………….375
写真86遺構外出土士器1(頂部捨て場） 376 
写真87遺構外出上土器2(頂部捨て場・・・］；；］：．）．．：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：377 

:: 芯ば：芥磁〗t菜：塁り］忠：：二：二：：二：：二：二：二：：二：：二：：二：：二：二：二：：：二：：二：：］匁
写真90遺構外出土土器5(捨て場）……………………………………………………………………………………380
:: 悶温:~磁；土霊：悶：~:;:二：二：：二：ロニ：：：：二：：：二：二：二：：：ロニ：二：：：二：二：二：：：芯：
写真93遺構外出土土器8(捨て場・グリッド）…………………………………………………………………・383
写真94遺構外出土士器9(グリッド）………………………………………………………………………………..384 
写真95遺構外出上石器1(頂部捨て場）
写真96遺構外出土石器2(頂部捨て場・・・応-~;i;·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::386 

385 

写真97遺構外出土石器3(捨て場）……………………………………………………………………………………387
写真98遺構外出土石器4(捨て場・頁区ク：,.:~.. :~---~~! .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 388 写真99遺構外出上石器5(北区グリノド） 389 
写真100遺構外出土石器6(北区グリッド）…………………………………………………………………………・390



第1編調査の概要

土器埋設遺構検出状況復元(62埋・41埋)

一 4

第 1編調査の概要

第

1

編

― □ 

土器埋設遺構検出状況復元 (62埋 ・41埋）



番号 遺跡名 番号 遺 跡名 番号 遺 跡名 番号 遺 跡名

1 岩渡小谷 (3) 8 近：野 15 安田 (2) 22 栄山 (2)

2 岩渡小谷 (4) ， 三内霊園 16 安田 (1) 23 朝日山 (2)

3 岩渡小谷 (1) 10 三内沢部 (1) 17 安田近野 (1) 24 朝 日 山 (3)

4 岩渡小谷 (2) 11 三内丸山 (5) 18 栄山 (3) 25 朝 日 山

5 貧尉尺 12 三内丸山 (3) 19 細越館 26 疵田越

6 三内 13 三内丸山 (4) 20 栄山 (4)

7 三内丸山 14 三内丸山 (6) 21 栄山 (1)

図1 遺跡位置と周辺の遺跡
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第1編調査の慨要

第 1章調査の概要

第 1節調査 要項

1 調査目的

東北縦貫自動車道八戸線（青森～青森）建設事業の実施に先立ち、当該地区に所在する青森市岩

渡小谷(3)・(4)遺跡の発掘調査を実施し、その記録を保存して、地域社会の文化財の活用に資する。

2 発掘調査期間 平成12年6月20日から同年10月31日まで（平成12年度）

平成13年4月18日から同年7月27日まで（平成13年度）

3 遺跡名及び所在地 岩渡小谷(3)遺跡（県遺跡番号01301)

岩渡小谷(4)遺跡（県遺跡番号01302)

4 調査面積

青森市大字岩渡字小谷 陸上自衛隊小谷演習場地内

岩渡小谷(3)遺跡 2,000m'(平成12年度）

5 

6 

7 

8 

調査委託者

調査受託者

調査担当機関

調査体制

調査指導員 市 川 金 丸

調査員 遠 藤 正 夫

工 藤 一 弥

山口義伸

岩渡小谷(4)遺跡 4,700m'(平成12年度）

岩渡小谷(4)遺跡 2,000m'(平成13年度）

H本道路公団東北支社

青森県教育委員会

青森県埋蔵文化財調査センター

青森県考古学会会長（考古学）（平成12・13年度）

青森市教育委員会埋蔵文化財対策室長（考古学）（平成12年度）

青森県総合学校教育センター指導主事 （地質学）（平成12年度）

青森県環境生活部県史編纂室総括主幹（地質学）（平成13年度）

山田 昌久東京都立大学人文学部助教授（考古学）（平成13年度）

調査担当者

青森県埋蔵文化財調査センター

所長 中島邦夫（現青森県立郷土館館長）

次長（兼調査第一課長） 成田誠治（平成14年3月退職）

総務課長 西口 良一 （現青森県労政・能力開発課総括主幹）

調査第一課

文化財保護主幹 畠山昇

文化財保護主事 坂 本真弓

調査補助員 鶴ヶ崎礼恵、伊藤純子、伏見友里、森内麻美（平成12年度）

浅利康子、大石悠治、片岡典子、後藤千春（平成13年度）

-3-



第2節調査経緯・方法・経過

1調査経緯

東北縦貫自動車道八戸線は青森市と八戸市を結ぶ全長約99㎞の路線で、このうち青森市内の区間

は青森市大字諏訪沢のICから、東北縦貫自動車道弘前線と接続する青森市大字岩渡のJCTまでの

東西約16㎞で、現在建設がi進められている。

この工事路線予定地内には、周知の遺跡のほかにも埋蔵文化財包蔵地の所在する可能性があったた

め、平成7年から青森県教育委員会文化課(現文化財保護課)が路線内の遺跡踏査及び試掘調査を

行い、青森市教育委員会でも踏査を実施している。この結果、最終的には9遺跡が工事路線地内に所

在することが分かった。9遺跡のうち、岩渡小谷(1)遺跡については全長284mの「岩渡トンネル」で

保存することとし、他の8遺跡については工事計画に沿って順次発掘調査を実施することとした。

8遺跡のうち、岩渡小谷(2)遺跡・岩渡小谷(3)遺跡・岩渡小谷(4)遺跡・三内丸山(6)遺跡・安田(2)

遺跡・栄山(3)遺跡の6遺跡の発掘調査を青森県埋蔵文化財調査センターが担当することとなった。平

成13年度までに6遺跡全ての発掘調査が終了しており、また、岩渡小谷(2)遺跡・三内丸山(6)遺跡・

安田(2)遺跡・栄山(3)遺跡の4遺跡の発掘調査報告書が青森県教育委員会から刊行している。

2調査方法

グリッドの設定は、工事用路線杭の座標から、新たに杭K1～K6(図未掲載)までを設けた。K

1・K2はX=88560.000上、K3・K5はX=88400.000上、K4・K6はX=88420.000上に位置している。

岩渡小谷(3)遺跡では、K1を基準に、岩渡小谷(4)遺跡ではK4及びK6を基準に4mごとにグリッドを

設定した。X軸は南から北方向へ2種類のアルファベットA～Yの組合せを、Y軸は東から西方向へ

算用数字で表示している。ただし、X軸に使用したアルファベットは100mごとに繰り上がることと

したので、AA～AYの次がBAとなる。グリッドの呼称は軸線の南東隅の交点を用いており、この

ため、岩渡小谷(3)遺跡が、X軸CK～DA、Y軸が0～30までの範囲に、岩渡小谷(4)遺跡がX軸A

A～BP、Y軸が35～75までの範囲に含まれることとなった。

B.M.の移設は、工事用路線杭の杭高からK1～K6に移設し、調査区内に適宜設置した。

遺構の調査は、住居跡は四分法で、土坑・土器埋設遺構・焼土遺構は二分法で行った。その他につ

いては規模によって選択した。遺構の実測は簡易遣り方測量によった。縮尺は1/20を基本とするが、

土器埋設遺構は1/10とした。その他必要に応じて選択した。ただし、平成14年度はトータルステーシ

ョン((株)アイシン精機の「遺構実測支援システム」)を一部使用した。

遺物の取り上げはグリッドごと、層位ごとに一括して行い、遺物が集中して出土する範囲について

は4mごとのグリッドをさらに2mごとに分割して遺物の取り上げを行った。その際の呼称は、南東・

北東・北西・南西の順に1から4まで番号を付し、グリッド名一小グリッド番号とした。このほか

必要に応じて1/10、1/20の縮尺で記録してから取り上げたものもある。遺構内の堆積土については

上位から下位にかけて算用数字を付した。

写真撮影は35㎜の一眼レフカメラを用いて撮影し、その他必要に応じて中型カメラを使用した。

遺跡上空からもラジコンヘリを使い、中型カメラで撮影している。フィルムはモノクロネガ・カラー

リバーサルを使用し、露出を変えて同一カットを3コマずつ撮影した。カラーネガは適宜使用した。
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

3 調査経過

両遺跡は、陸上自衛隊の演習場地内ということで、遺跡内へ立ち入るまでに多くの規制が伴った。

発掘調査の開始する2ヶ月前には陸上自衛隊青森駐屯地に立ち入り許可申請を行い、これに関する覚

書を取り交わしてから遺跡内の下見を行った。平成12年6月上旬からは、発掘調査のための道路敷

設・プレハブ設置等準備が進み、 6月20日には青森市内の安田 (2)遺跡から本遺跡まで器材の搬入が行

われた。翌日からは重機により表土除去を行い、岩渡小谷(4)遺跡の粗掘り・遺構確認を行った。遺

構・遺物の広がりから当初予定された調査区よりも南側に遺構が連続する可能性が高くなったため、

7月上旬に原因者・文化課・当センターの三者で協議した。この結果、調査区の南側である丘陵頂部

までの約2000m'も発掘調査することとなり、平成12年度は道路の西半分（下り線）、平成13年度は道

路の東半分（上り線）の調査を行うこととなった。

7月からは岩渡小谷(3)遺跡の粗掘りを行った。下旬には大規模な演習が行われたため、地内への立

ち入りが禁止され、 4日間連続して調査を行うことが出来なかった。8月上旬には岩渡小谷(3)遺跡の

精査を終了した。中旬からは沢の粗堀を開始し、斜面上の遺構精査と併行して閲査を行った。沢内か

らは多数の遺物が出土し、常に湧水している為、廃土処理にも手間取った。遺構は確認面からの掘り

込みが深く、精査に手間取った。10月19日にはラジコンヘリによる空撮を行い、この後、平成13年度

調査予定の南側斜面の精査を行った。包含層からは多数の遺物とともに多数の土器埋設遺構も検出さ

れたため、これ以上の精査は行わず、 10月308に2000m'の未調査部分を残して岩渡小谷(4)遺跡の調

査を終了した。

平成14年4月には演習場立ち入りの諸手続きも無事に済んだが、この年は積雪量が多かったため、

例年に比べてかなりの雪が演習場地内の道路に残っていた。中旬には、重機を使用して道路の強制排

雪等を行った。 18日から発掘調査を開始し、器材搬入及び環境整備を行い、合わせて遺構確認を行っ

た。南側斜面では埋設土器が60基以上検出され、作業工程上、この状況を早急に撮影する必要があっ

ため5月17日にラジコンヘリによる空撮を行った。土器埋設遺構がまとまって検出されたことで、マ

スコミ各社からの取材申し込みが相次いだため、 6月13日には記者発表を行った。沢の粗掘は4月下旬

から行っていたが、 6月中旬から本格的に沢の調査を行った。 19日には調査員の山田氏にご来現頂き、

沢内の木組や杭は水場遺構である可能性が高いとのご教示を頂いた。微細遺物や土壌内の種子を取り

上げるため、沢内の土壌の多くを取り上げ始めた。 7月18日にはラジコンヘリによる空撮と高所作業

車による撮影を行い、翌日からは木組遺構の取り外し作業を行った。7月278にはすべての作業を終

了した。

（坂本）
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第3節岩渡小谷(3)・(4)遺跡周辺の地形及び地質について
県環境生活部文化・スポーツ振興課総括主幹山口義伸

陸奥湾奥部には低平な青森平野が展開し、湾岸沿いには平野部を閉塞する形で砂州状の微高地が帯

状に分布している。一方、平野南方及び西方には火山性の丘陵が平野縁辺まで展開し、後方には八甲

田山系がそびえている。平野後方の丘陵を大きく開析する河川として、堤川、横内川、駒込川などが

あり、平野部では流域沿いに自然堤防を形成しながら陸奥湾に注いでいる。また、西方の丘陵を開析

する河川として新城川、沖館川などがあり、丘陵をほぼ北流し、平野部で北東方へ流路を変え陸奥湾

に注いでいる。

青森平野は、その構成層から判断して、南半部の火砕流堆積物等を主体とする扇状地性の地形と北

半部の砂・泥を主体とする三角州性の低地とに区分され、低地の北縁部には砂州が認められる。扇状

地性の地形は標高10～20m、横内川流域では10m以下の、1000分の8～10の勾配を有する傾斜地であ

って、砂礫など丘陵からの供給物と火砕流堆積物で構成されている。この火砕流は津軽平野での分布

を考慮すると、約32,000年前及び約13,000年前の、十和田カルデラの形成に起因する噴火活動によっ

て発生したことが判明している(青森県教委、1999;山口、2001)。なお、青森市街地のほとんどが

位置する三角州性の低地は標高5m以下であり、自然堤防や後背湿地などの微地形が認められる。

火山性の丘陵は深いV字状の浸食谷の発達で起伏に富む地形となっているが、頂部はきわめて滑ら

かである。この平頂面は北方に向かって緩やかに高度を下げていて、特に西方の丘陵においては青森

空港付近で標高200m、北縁の新城川付近でわずか50mとなっている。西方の丘陵は隣接する平野部

と南北に直線的な比高数十mの急崖で臨み、崖下には活断層である入内断層が存在する。平野後方及

び西方に位置する丘陵の構成層は、主に田代平カルデラの形成に起因する2枚の火砕流堆積物である。

砂礫・砂・シルトなど内湾性の堆積物である岡町層を挟んで、下位には約65万年前に流下した八甲田

第1期火砕流堆積物が、上位には約40万年前の八甲田第2期火砕流堆積物が厚く堆積している(村岡・

長谷、1990;山口、2001)。なお、この火砕流堆積物は平野下のボーリング試料でも確認されるが、

入内断層によって平野部が大きく沈降したために直接的には観察できない。ただ、南部工業団地、幸

畑団地及び横内川遊水地など丘陵縁辺部では露頭で観察できる。

ところで、岩渡小谷(3)・(4)遺跡は青森市街地の南西方約5.5㎞地点にあって、図1に示したように

丘陵を刻む沖館川に臨む急傾斜地に位置している。遺跡周辺は沖館川及びその支谷の発達で起伏に富

むものの平頂な丘陵である。なお、沖館川を挟んだ左岸には熊沢遺跡が立地している。

岩渡小谷(3)・(4)遺跡調査区域は標高30～50mの丘陵及び丘陵を刻む小谷であって、丘陵からは縄文

時代前期の住居跡及び土器埋設遺構群が、岩渡小谷(4)遺跡内を流れる小谷内からは同時代の木組遺

構などが検出されている。

次に、岩渡小谷(3)・(4)遺跡調査区域内における基本層序について述べることにする。調査区域内

でのセクションは図3に示した。記述にあたっては、岩渡小谷(4)遺跡調査区域内の丘陵傾斜面にあた

るBJ・BK-28(図2)で、特に基本層序第Ⅲ層以下の層相を記述し、第Ⅲ層以下については岩渡小

谷(3)遺跡の、特に小谷付近の層相をもとに記述する(図5)。いずれにしても、調査区域内は丘陵傾

斜面および沖館川に臨む丘陵傾斜面下部にあたることから浸食により基本層序が欠如することもあ
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半部の砂・泥を主体とする三角州性の低地とに区分され、低地の北縁部には砂州が認められる。扇状

地性の地形は標高10-20m、横内川流域では10m以下の、 1000分の8-10の勾配を有する傾斜地であ

って、砂礫など丘陵からの供給物と火砕流堆積物で構成されている。この火砕流は津軽平野での分布

を考慮すると、約32,000年前及び約13,000年前の、十利田カルデラの形成に起因する噴火活動によっ

て発生したことが判明している（青森県教委、 1999; 山tJ、2001)。なお、青森市街地のほとんどが

位置する三角州性の低地は標高5m以下であり、自然堤防や後背湿地などの微地形が認められる。

火山性の丘陵は深いV字状の浸食谷の発達で起伏に富む地形となっているが、頂部はきわめて滑ら

かである。この平頂面は北方に向かって緩やかに高疫を下げていて、特に西方の丘陵においては青森

空港付近で標高200m、北縁の新城川付近でわずか50mとなっている。西方の丘陵は隣接する平野部

と南北に直線的な比高数十mの急崖で臨み、崖下には活浙層である入内浙層が存在する。平野後方及

び西方に位置する丘陵の構成層は、主に田代平カルデラの形成に起因する2枚の火砕流堆積物である。

砂礫•砂・シルトなど内湾性の堆梢物である岡町層を挟んで、下位には約65万年前に流下した八甲田

第1期火砕流堆積物が、上位には約40万年前の八甲田第2期火砕流堆桔物が原く堆積している（村岡・

長谷、 1990; 山口、 2001)0 なお、この火砕流堆積物は平野下のボーリング試料でも確認されるが、

人内浙層によって平野部が大きく沈降したために直接的には観察できない。ただ、南部工業団地、幸

畑団地及び横内川遊水地など丘陵縁辺部では露頭で観察できる。

ところで、岩渡小谷(3)・(4)遺跡は青森市街地の南西方約5.5km地点にあって、図1に示したように

丘陵を刻む沖館川に臨む急傾斜地に位買している。遺跡周辺は沖館川及びその支谷の発逹で起伏に富

むものの平頂な丘陵である。なお、沖館川を挟んだ左岸には熊沢遺跡が立地している。

岩渡小谷(3)・(4)遺跡調査区域は標高30-50mの丘陵及び丘陵を刻む小谷であって、丘陵からは縄文

時代前期の住居跡及び土器埋設遺構群が、岩渡小谷(4)遺跡内を流れる小谷内からは同時代の木組遺

構などが検出されている。

次に、岩渡小谷(3)・(4)遺跡調査区域内における基本層序について述べることにする。調査区域内

でのセクションは図3に示した。記述にあたっては、岩渡小谷(4)遺跡調査区城内の丘陵傾斜面にあた

るBJ・BK-28 (図2) で、特に基本層序第m層以下の層相を記述し、第m層以下については岩渡小

谷(3)遺跡の、特に小谷付近の層相をもとに記述する（図5)。いずれにしても、調査区城内は丘陵1項

斜面および沖館川に臨む丘陵傾斜面下部にあたることから浸食により基本層序が欠如することもあ
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り、また混入物により各層の層相が側方変化し移動再堆積相を示している。なお、調査区内の小谷に

おける層序については別の機会で述べることとする。

以下に、基本層序の各層の特徴を述べたい。

第Ⅰ層黒褐色土層(10YR2/3)

表土である。粘性・湿性が多少認められる。やや締まりに欠け、ソフトな感じがする。乾くと

黒灰色に変色し、格子状に割れやすく脆い。丘陵傾斜面での浸食再堆積により軽石粒及びローム

粒の混入が目立つ。

第Ⅱ層黒褐色土層(10YR2/2)

粘性・湿性があり、多少堅さ・締まりが認められる。岩渡小谷(3)遺跡の丘陵を刻む小谷付

近や丘陵傾斜面下部においてはやや腐植質であり、丘陵内及び傾斜面上部では多量の軽石粒及び

ローム粒の混入により暗褐色を呈し、全体的にローム質となっている。なお、本層中には広域火

山灰であるB-Tm(白頭山一苫小牧火山灰)が堆積している。

第Ⅲ層暗褐色腐植質土層(10YR3/3)

腐植質で、粘性・湿性が十分であり、堅さも多少みられ締まっている。乾くと、小さなクラッ

クが発達し、格子状に割れやすい。細粒のローム粒及び軽石粒がかなり混入している。また、少

量ながら、炭化物の混入も認められる。

第Ⅳ層暗褐色土層(10YR4/6)

漸移層である。粘性・湿性があり、多少堅さがみられ締まっている。下位の第Ⅴ層を主体とす

る軽石粒及びローム粒の混入がみられ、混入状況により3層に細分できる。上部のⅣa層は軽石粒

及びローム粒が粒子状に混入し、多少腐植質になっており、中部のⅣb層はブロック状の混入が

目立ち、色調が明るく全体的にローム質となっている。下部のⅣc層は第Ⅴ層(軽石層)と第Ⅵ

層以下のローム層のブロック状の混入が目立ち、全体的に第Ⅴ層の風化帯の様相を呈している。

第Ⅴ層明黄褐色細粒軽石層(10YR5/6)

緻密堅固である。上半部の層相は径10㎜大以下の軽石粒を含む細粒軽石質火山灰であるが、

丘陵傾斜面下部では下位層の浸食再堆積により全体的にローム質となっている。下半部は灰黄褐

色を呈し軽石粒の混入が少ないラピリ質軽石層である。なお、本層は低位段丘の指標である千曳

浮石層に相当し、遺構確認面の基準となっている。

第Ⅵ層黄褐色ローム層(10YR5/8)

密堅固な粘土質ロームである。第Ⅴ層直下に位置し暗色帯の様相を呈し、ローム質粘土粒、基

盤の軽石質砂を混入している。

第Ⅶ層黄褐色軽石質ローム層(10YR5/6)

粘土質ロームである。この丘陵の東方に立地する安田(2)遺跡で確認したように、本層以下

には均質なローム層が堆積し、中位段丘を構成するローム層に対比される。特徴として、インボ

リューション(凍結融解現象)が認められる。ただ、丘陵傾斜面下部に位置する本遺跡では、開

析作用により起伏が大きいため風成堆積の様相を呈することから、ローム層の堆積が少なく、暗

褐色の粘土質ローム粒や基盤岩から取り込んだくされ礫(径5～30㎜大)がかなり混入している。

第Ⅷ層黄褐色軽石質粘土層(10YR4/6)
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

り、また混人物により各層の層相が側方変化し移動再堆積相を示している 3 なお、調育区内の小谷に

おける層序については別の機会で述べることとする。

以Fに、甚本層序の各層の特徴を述べたいワ

第 I層黒褐色土層 (10YR2/3) 

表上である。粘性・湿性が多少認められる。やや締まりに欠け、ソフトな感じがする。乾くと

黒灰色に変色し、格子状に割れやすく脆い。丘陵値斜面での浸食再堆積により軽石粒及びローム

粒の混入が目立つ。

第1I層黒褐色土層 (10YR2/2) 

粘性・湿性があり、多少堅さ・締まりが認められる。岩渡小谷(3)遺跡の丘陸を刻む小谷付

近や丘陵傾斜面下部においてはやや腐植質であり、丘陵内及び傾斜面上部では多鼠の軽石粒及び

ローム粒の混人により陪褐色を呈し、全体的にローム質となっている。なお、本層中には広域火

山灰である B-Tm (白頭IU一苫小牧火山灰）が堆積している。

第III層暗褐色腐植質土層 (10YR3/3) 

腐植質で、粘性・湿性が十分であり、堅さも多少みられ締まっている。乾くと、小さなクラッ

クが発達し、格子状に割れやすい。細粒のローム粒及び軽石粒がかなり混入している。また、少

量ながら、炭化物の混人も認められる。

第W層暗褐色上層 (10YR4/6) 

漸移層である。粘性・湿性があり、多少堅さがみられ締まっている。下位の第V層を主体とす

る軽石粒及びローム粒の混人がみられ、混人状況により3層に細分できる。上部のNa層は軽石粒

及びローム粒が粒子状に混入し、多少腐植質になっており、中部のNb層はブロック状の混入が

目立ち、色調が明る＜全体的にローム質となっている。下部のNe層は第V層（軽石層）と第VI

層以下のローム層のブロック状の混人が日立ち、全体的に第V層の風化帯の様相を星している。

第V層 明黄褐色細粒軽石層 (10YR5/6) 

緻密堅固である。上半部の層相は径10mm大以下の軽石粒を含む細粒軽石質火山灰であるが、

丘陵値斜面下部では下位層の浸食再堆積により全体的にローム質となっている。下半部は灰黄褐

色を呈し軽石粒の混入が少ないラピリ質軽石層である。なお、本層は低位段丘の指標である千曳

浮石粕に相当し、遺構確認面の基準となっている。

第VI層黄褐色ローム層 (10YR5/8) 

密堅固な粘土質ロームである。第V層直卜に位置し暗色骨の様相を呈し、ローム質粘土粒、基

盤の軽石質砂を混入している。

第Vl[層黄褐色軽石質ローム層 (10YR5/6) 

粘土質ロームである。この丘陵の東方に立地する安田 (2)遺跡で確認したように、本層以下

には均質なローム層が堆積し、中位段丘を構成するローム層に対比される。特徴として、インボ

リューション（凍結融解現象）が認められる。ただ、丘陵傾斜面下部に位置する本遺跡では、開

析作用により起伏が大きいため風成堆積の様相を呈することから、ローム層の堆積が少なく、暗

褐色の粘土質ローム粒や基盤岩から取り込んだくされ礫（径5~30mm大）がかなり混入している。

第圃層 黄褐色軽石質粘土層 (10YR4/6) 
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やや硬さのある、酸化した軽石質の砂質粘土である。本層以下には薄層の軽石質粘土層と厚い

軽石質砂層の互層が堆積している。

第Ⅸ層にぶい黄褐色軽石質砂層(10YR5/4)

塊状無層理で緻密堅固な軽石質砂層である。本遺跡は丘陵内に立地することから、基盤岩をなす

八甲田第2期火砕流堆積物を確認していない。おそらく、この堆積物は丘陵縁辺及び丘陵を刻む

主な河川の流域内に堆積しているものと思われる。したがって、本遺跡内で基盤岩をなしている

堆積物は古い時期の八甲田第1期火砕流堆積物と、これを不整合に覆う、軽石質な砂層及び粘土

層からなる岡町層である。本層は、基盤岩のうちの岡町層に相当し、八甲田第1期火砕流堆積物

の再堆積物である。なお、下部には第Ⅷ層と同質の軽石質粘土層が薄く堆積し、全体的に酸化し

ている。

第Ⅹ層褐色軽石質砂層(10YR4/4)

上位の第Ⅸ層と同質である。層中に第Ⅷ層と同質の軽石質粘土層の薄層が数枚堆積している。

なお、本層以下には、遺跡周辺の露頭で確認したところ、上位から灰白色軽石質粘土層(厚さ

1m以上)、青灰色粘土層(50㎝以下)、レンズ状の砂礫層(1m以下)、風化した軽石粒を含む砂

層(3m)、そして丘陵の基盤をなす八甲田第1期火砕流堆積物が厚く堆積している。なお、岩渡

小谷(3)遺跡内に認められる小谷の、長さ約10mの枝沢谷頭には上述の砂礫層が堆積し、常時

図3岩渡小谷(3)・(4)遺跡の基本層序
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第 1編調査の概要

やや硬さのある、酸化した軽石質の砂質粘土である。本層以下には薄層の軽石質粘土層と厚い

軽石質砂層の互層が堆積している。

第1X層 にぶい黄褐色軽石質砂層 (10YR5/4) 

塊状無層理で緻密堅固な軽石質砂層である。本遺跡は丘陵内に立地することから、基盤岩をなす

八甲田第2期火砕流堆積物を確認していない。おそらく、この堆積物は丘陵縁辺及び丘陵を刻む

主な河川の流域内に堆積しているものと思われる。したがって、本遺跡内で基盤岩をなしている

堆積物は古い時期の八甲田第1期火砕流堆積物と、これを不整合に覆う、軽石質な砂層及び粘土

層からなる岡町層である。本層は、甚盤岩のうちの岡町層に相当し、八甲田第1期火砕流堆積物

の再堆積物である。なお、下部には第VID層と同質の軽石質粘士層が薄く堆積し、全体的に酸化し

ている。

第X層褐色軽石質砂層 (10YR4/4) 

上位の第1X層と同質である。層中に第VID層と同質の軽石質粘土層の薄層が数枚堆積している。

なお、本層以下には、遺跡周辺の露頭で確認したところ、上位から灰白色軽石質粘土層（厚さ

lm以上）、青灰色粘土層 (50cm以下）、レンズ状の砂礫層 (lm以下）、風化した軽石粒を含む砂

層 (3m)、そして丘陵の基盤をなす八甲田第1期火砕流堆積物が厚く堆積している。なお、岩渡

小谷(3)遺跡内に認められる小谷の、長さ約10mの枝沢谷頭には上述の砂礫層が堆積し、常時

A_JN) 岩渡小谷(3)遺跡 A'(S) 
37.Sm-

A (N) 岩渡小谷(4)遺跡 (BJ・BK-28グリッド付近） A'(S) 
48.4m_ 

。
S=l/60 2m 

図3 岩渡小谷 (3)・(4)遺跡の基本層序
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湧水している。
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

湧水している。
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第 4節分 類基 準

土器

土器は以下のように分類した。

第 I群縄文時代早期の土器

第 II群縄文時代前期の土器

第1類前期初頭に相当するもの

第2類円筒下層 a式

第3類円筒下層 b式

第4類円 筒下層 c式

第5類円筒下層 d式

第6類口縁～胴部の土器

第7類胴～底部の土器

第8類大木6~7a式併行期の土器

第III群縄文時代中期の上器

第1類円筒上層 a式

第2類円筒上層 b式

石器

第3類円筒上層 c式

第4類円筒上層 d式

第5類円筒上層 e式

第6類榎林式

第7類最花式

第8類大木10式併行期

第9類 中期に相当するもの

第W群縄文時代後期の土器

第1類 ＋腰内 I式

第2類十腰内II式

第 1編調査の概要

第3類後期中葉～後葉に相当するもの

第4類後期に相当するもの

第V群縄文時代晩期の土器

剥片石器類と礫石器類・石製品とに分け、以下のように分類した。

＜剥片石器類＞

A類石鏃

a. 凹甚無茎鏃

b. 平基無茎鏃

c. 平基有茎鏃 (T甚）

d. 凸甚有茎鏃 (Y甚）

e. 尖基

f. 円碁

B類石槍

c類石錐

D類石匙

a. 縦型

h横型

C. 両面加工で槍先状の先端をもつもの

E類石箆

F類楔形石器

G類不定形石器

a. スクレイパー類

b.Rフレイク

H類異形石器

I類剥片、石核、母岩

- 11 -
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b. 石核

C. 母岩



岩渡小谷(3)・(4)遺跡

＜礫石器類＞

J類石斧

a磨製石斧

b. 打製石斧

k類敲磨器類

a磨石の類

1. 凹孔をもつもの

2. 凹孔を持たないもの

b磨石の類

1皿孔をもつもの

2. 凹孔を持たないもの

C. 凹石の類

1. 円・楕円礫素材 2. 石皿破片素材

く石製品＞

u類岩偶 v類 軽石製品

L類半円状扁平打製石器

M類挟入扁平磨製石器

N類北海道式石冠

0類石皿・台石類

P類石棒類 a. 石棒 b. 石刀または石剣

Q類石錐

R類砥石

s類擦切具

T類その他

a. 何らかの使用痕跡を残すもの

b. 角柱状の搬入礫

C• 自然礫

なお、剥片石器類の分類と観察表の大部分は実測を依頼した（株）アルカの池谷勝典氏と馬場伸一

郎氏によるところが大きい。また、両氏による観察表の記載項目や内容で特に注意するべき点は以下

の通りである。

1 剥離技術 剥離技術を A.エ具と B.身振りという属性に分けて説明。

A. エ具…ソフトハンマーをS、ハードハンマーをH、中間的なものは硬めのソフトハンマー (S')と記号化。

B身振り…直接打撃をD、間接打撃をI、押圧剥離をPと記号化。

（刃部加工、形態整形の加工、素材技術の項目等で説明。二種類の剥離技術が複合して認められる場合、「P+D」と記人。）

2 素材の打面の種類 ①自然面打面…打面が自然面のもの。②平坦打面…打面が一枚の剥離面。③切子打面…打面が二

枚以上の剥離面。④加工欠…石匙や掻器等で、意図的に打面部を除去する加工が認められた場合。

3 器種ごとの属性表説明について

①石鏃．尖頭器・石錐の一部

・刃部加工の種類…尖頭部から基部にかけての加工の種類。（以下、全てについて同様である。）

・素材技術…素材剥離の加工の種類のこと。主要剥離面を見て種類の特定さがされる。石鏃の場合、主要剥離面が確認

できないため、不明の場合が多い。

・素材形態…横長剥片、縦長剥片、礫などの素材の種類を示す。剥片の形態が判明しない場合、「剥片」と記入した。

②石匙・削器 ・石錐の一部・箆状石器

・刃部加工の種類…刃部の加工の種類。 ・形態形成の加工の種類・ 石匙のつまみ部の加工の種類…つまみ部の加工、

背部の加工の種類のこと。 ・素材技術…素材剥離の加工の種類のこと。主要剥離面を見て種類の特定さがされる。

・素材形態…横長剥片、縦長剥片、礫などの素材の種類を示す。

-12 -



第2編岩渡小谷(3)遺跡

土器埋設遺構検出状況復元(64埋・18埋)

第 2編岩渡小谷(3)遺跡
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土器埋設遺構検出状況復元 (64埋・ 18埋）



岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第 1章調査の概要

本遺跡は青森市西部を流れる沖館川の右岸にあり、国の特別史跡である三内丸山遺跡から約2km

ほど南西に位置している。岩渡小谷(4)遺跡 ニニ-

-----からは、北東へ約140m離れた場所に位置して ― ノ

いる。沖館川に注ぐ小さな沢を中心に展開して

いる標高35m-43mの小規模な遺跡である。
~ 今回の発掘調査では、調査区の中央付近から~

小規模な沢が確認され、沢頭付近の堆積土上部~(¥ 
ミ

や周辺からは少量の遺物が出土した。調査区域＼

内から遺構は検出されなかったが、沢の上部にこ

は流れ込みと考えられる焼土が確認されており、 、

調査区外に何らかの遺構が存在する可能性はあ 、ミミミ
る。出土した遺物は縄文時代中期初頭期のもの

＼ 
が主体で、段ボール箱で3箱分である。 ~. 

図4 岩渡小谷 (3)遺跡調査区域

第 2章出土遺物

1 土器（図6~8)

III 1類土器（図6・7-1~24) は、底部から緩やかに立ち上がり、胴部上半の径が大きくなる。胴部

から頸部にかけて若干すぼまるが、頸部から口縁部にかけては大きく外傾し、口縁部に土器の最大径

がくる。胴部は結束縄文を回転施文するものがほとんどである。口縁部は波状口縁で、四波状をなす

ものが多い。平口縁のものでも突起が付く例もある (7-1)。波頂部にはここから垂下して粘土紐の貼

付等がみられる。この貼付は、連続して頸部を一巡するものもみられる (6-1・2)。口縁部と頸部の

区画は、絡条体を側圧したもの (7-18)、口縁部は絡条体を側圧し、数条に横走させ、口唇部にも縄

文原体を押圧したものが主体的にみられる。絡条体は II5類土器と比較すると縄文原体が太く、巻き

も緩やかである。このほか、口縁部の施文方法は縄文原体を側圧したもの (6-1、7-4~9・13・15・21)、

やボタン状の粘土を貼り付けたもの (7-1・7・10)、粘土紐の上から刺突を施したもの (7-11~14・ 

17・22・23)等がみられる。

IIl9類土器（図7-25~28、8-1~3)の器形は、厚手のバケツ形で (8-1・2)、結束縄文を回転施文す

る。器形・遺跡出土遺物の特徴から、中期初頭とみられる。7-16・19は口縁部が段状になる器形であ

り、IIl8類に相当すると思われる。 （坂本）

2 石器（図8・9)

石器は、剥片石器類6点、礫石器類18点である。剥片石器類はスクレイパー3点 (8-4-6)、Rフレ

-14 -



イク2点、Uフレイク1点のほか、フレイクが5点である。5の裏面には光沢痕がみられる。

礫石器類は、敲磨器14点のほか、北海道式石冠、半円状扁平打製石器、搬入礫等がそれぞれ1点出

土している。このうち敲磨器類は、磨石が11点、敲石2点、凹石1点と磨石と思われる破片1点がある。

9-3は輝緑岩を石材とした石器で、底面には広い磨痕が見られる。器体に溝が巡らないことから磨石

に含めたが、形状は北海道式石冠によく似ている石器である。9-6は石斧に似た形状で、板状節理の

ある緑色片岩を石材としている。器面にはスリ整形が施され、端部には敲打痕が見られる石器である。

(畠山)

図5遺物の分布

一15一

第2編岩渡小谷(3)遺跡

イク2点、 Uフレイク1点のほか、フレイクが5点である。 5の裏面には光沢痕がみられる。

礫石器類は、敲磨器14点のほか、北海道式石冠、半円状扁平打製石器、搬入礫等がそれぞれ1点出

土している。このうち敲磨器類は、磨石が11点、敲石2点、凹石1点と磨石と思われる破片1点がある。

9-3は輝緑岩を石材とした石器で、底面には広い磨痕が見られる。器体に溝が巡らないことから磨石

に含めたが、形状は北海道式石冠によく似ている石器である。 9-6は石斧に似た形状で、板状節理の

ある緑色片岩を石材としている。器面にはスリ整形が施され、端部には敲打痕が見られる石器である。

（畠山）
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図5 遺物の分布
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図6岩渡小谷(3)遺跡出土遺物1
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図6 岩渡小谷 (3)遺跡出土遺物1
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図7岩渡小谷(3)遺跡出土遺物2
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第2編岩渡小谷(3)遺跡
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図7 岩渡小谷 (3)遺跡出土遺物2
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図8岩渡小谷(3)遺跡出土遺物3
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図9岩渡小谷(3)遺跡出土遺物4
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第2編岩渡小谷(3)遺跡
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岩渡小谷 (3)・(4)逍跡
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第3編岩渡小谷(4)遺跡

土器埋設遺構検出状況復元(84埋・22埋)

第 3編岩 渡 小 谷(4)遺跡

□ 

土器埋設遺構検出状況復元 (84埋・ 22埋）
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図10岩渡小谷(4)遺跡遺構配置
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図10 岩渡小谷(4)遺跡遺構配置
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第1章検出遺構と出土遺物

第1節住居跡

第1号住居跡(SI-1)(図11～14)

[位置]北側丘陵上の標高40m前後、BF・BG-55・56に位置する。

[平面形・規模]平面形が円形、規模が径5.25mで、床面積は19.70㎡である。

[壁・床面]壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は北壁45㎝、東壁75㎝、南壁85㎝、西壁55㎝である。

床面はほぼ平坦である。

[炉]地床炉2基が検出されたため、各々炉1、炉2と呼称する。炉1は住居跡中央に位置し、平面形が

楕円形である。規模は、長軸1.03m、短軸83㎝、最大深約20㎝である。床面を掘り込んで構築されて

おり、堆積土はにぶい黄褐色土主体で2層に分けられるが、焼土は検出されなかった。炭化物が微量

に混入することや住居跡中央に位置することから、炉としている。炉2は、住居跡内の北西に位置し、

平面形が不整方形で、規模は、長軸35㎝、短軸30㎝、深さ6㎝である。こちらも床面を掘り込んで構

築されているが、掘り込みは炉1よりも浅い。覆土は褐色土主体で2層に分けられ、2層中には炭化粒

を多量に含んだ焼土が検出されている。

[柱穴・ピット他]22個検出し、13個は位置と規模から壁柱穴、9個は柱穴の可能性が考えられる。13

個の壁柱穴は、平面形が円形で、規模は開口部径10㎝前後、深さ5～10㎝である。壁柱穴同士の間隔

は大きく、1m前後又は2m前後と2つに分かれるが、住居跡北西側では壁柱穴の間隔が10～20㎝と密

になる。床面の主なピットは、ピット5～13と考えられる。柱穴は平面形が円形から方形で、規模は、

径17～32㎝、深さ8～32㎝である。この内、主柱穴と考えられるのがピット5・6・8・9で炉を台形に

囲むような位置で検出されている。また、炉の周辺には主柱穴よりも一回り規模の小さいピットが3

基位置している。主柱穴の補助的役割を持った可能性もある。この他、北東壁際で径約1mの不整形

な浅い土坑を検出した。

[堆積土]褐色土と暗褐色土主体の13層に分けられる。1層は第Ⅱ層を起源とする黒色土主体であり、

自然堆積と考えられる。2層以下はロームブロックを多く混入しており、人為堆積の可能性が高い。5

層中に含まれる焼土(図12)は廃棄による堆積の可能性もある。

[炭化材]炉2から1点、炉1から1点、床面から1点、ピット5から1点出土しており、炉2を除くとごく

少量の出土である。炉2上面から出土した炭化材は、長さ・幅とも約30㎝である。

[出土遺物]土器は総数302点、4,673gが出土し、このうち、覆土上位の1層中だけで243点、床直・

床面出土遺物は2点のみである。分布は主に住居跡南側に集中している。土器はⅡl2類からⅢ6類の土

器で、多くがⅡ7類に属する小片である。住居東南側の壁際上位の覆土から出土した1個体と思われる

土器は、流れこみによる混入の可能性が高い(図12)。石器は剥片類16点、礫類37点、軽石4点が出土

し、1層中の出土が過半数以上を占める。剥片類は主にフレイク、礫類は破片類が覆土中から出土し

ている。

床面からは軽石・スクレーパーが出土している。土器・石器類とも住居跡内を埋め戻した際もしく

はその後に混入した可能性が高い。12-1は口縁部が内傾する器形で、口縁に沿って縄文を押圧してい

一23一

第 1章検出遺構と出土遺物

第 1節住居 跡

第 1号住居跡 (SI-1) (図11~14)

［位置］北側丘陵上の標高40m前後、 BF・B G -55・56に位置する。

［平面形・規模］平面形が円形、規模が径5.25mで、床面積は19.70m'である。

第3編岩渡小谷(4)遺跡

［壁・床面］壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は北壁45cm、東壁75cm、南壁85cm、西壁55cmである。

床面はほぼ平坦である。

［炉］地床炉2基が検出されたため、各々炉1、炉2と呼称する。炉1は住居跡中央に位置し、平面形が

楕円形である。規模は、長軸1.03m、短軸83cm、最大深約20cmである。床面を掘り込んで構築されて

おり、堆積上はにぶい黄褐色土主体で2層に分けられるが、焼土は検出されなかった。炭化物が微量

に混人することや住居跡中央に位甜することから、炉としている。炉2は、住居跡内の北西に位留し、

平面形が不整方形で、規模は、長軸35cm、短軸30cm、深さ6cmである。こちらも床面を掘り込んで構

築されているが、掘り込みは炉1よりも浅い。覆土は褐色土主体で2層に分けられ、 2層中には炭化粒

を多量に含んだ焼土が検出されている。

［柱穴・ピッ l、他]22個検出し、 13個は位置と規模から壁柱穴、 9個は柱穴の可能性が考えられる。 13

個の壁柱穴は、平面形が円形で、規模は開口部径10cm前後、深さ5~10cmである。壁柱穴同士の間隔

は大きく、 lm前後又は2m前後と2つに分かれるが、住居跡北西側では壁柱穴の間隔が10~20cmと密

になる。床面の主なピットは、ピット 5~13と考えられる。柱穴は平面形が円形から方形で、規模は、

径17~32cm、深さ8~32cmである。この内、主柱穴と考えられるのがピット 5・6・8・9で炉を台形に

囲むような位置で検出されている。また、炉の固辺には主柱穴よりも一回り規模の小さいピットが3

基位買している。主柱穴の補助的役割を持った可能性もある。この他、北東壁際で径約lmの不整形

な浅い土坑を検出した。

［堆積土］褐色士と暗褐色土主体の13層に分けられる。 1層は第1I層を起源とする黒色土主体であり、

自然堆積と考えられる。 2層以下はロームブロックを多く混入しており、人為堆積の可能性が高い。 5

層中に含まれる焼土（図12) は廃崩による堆積の可能性もある。

［炭化材］炉2から1点、炉1から1点、床面から1点、ピット 5から1点出土しており、炉2を除くとごく

少量の出土である。炉2上面から出土した炭化材は、長さ・輻とも約30cmである。

［出土遺物］土器は総数302点、 4,673gが出土し、このうち、覆土上位の1層中だけで243点、床直・

床面出土遺物は2点のみである。分布は主に住居跡南側に集中している。土器は II2類から Ill6類の土

器で、多くが II7類に属する小片である。住居東南側の壁際上位の覆土から出土した1個体と思われる

土器は、流れこみによる混入の可能性が高い（図12)。石器は剥片類16点、礫類37点、軽石4点が出土

し、 1層中の出土が過半数以上を占める。剥片類は主にフレイク、礫類は破片類が覆土中から出土し

ている。

床面からは軽石・スクレーパーが出土している。土器・石器類とも住居跡内を埋め戻した際もしく

はその後に混入した可能性が高い。 12-1は口縁部が内傾する器形で、口縁に沿って縄文を押圧してい
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る。12-10～17は口縁部に絡条体の側面圧痕を施し、Ⅱ5類である。12-11～15は、胎土等から同一個体

の可能性が高く、口縁部に幾何学文を構成すると考えられる。12-10・17は口縁部文様帯の境界に微

隆帯を施す。12-16の口縁部文様も幾何学文を構成する。12-2・4～9は、口縁部に単軸絡条体の回転施

文や隆帯を持つⅡ3類である。12-9は摩耗が激しいが、胎土等から12-5・8・9は同一個体の可能性が高

く、胴部と隆帯に絡条体を回転施文している。12-4・6は波状口縁で、口縁部に単軸絡条体第6A類を

回転施文し、口縁部に縄文を押圧している。12-2・7は隆帯の中央に縄文の側面圧痕を施す。12-18は

口縁が内湾気味であり、複節縄文を横回転して施文する16類である。12-19はⅢ6類で焼成が堅緻で

ある。波状口縁の一部であり、RL縄文施文後、浅く沈線を施す。Ⅱ7類は12-20～23、13-1～10で、

単軸絡条体を施文するものが12-20～22、複節縄文を施文するものが12-23、単節縄文を施文するもの

が13-1・2・4～10、結束縄文を施文するものが13-3である。単軸絡条体はすべて1類で、12-20・21は

胎土・原体の特徴等が共通する。12-22はやや厚手の器形で、12-20・21よりも細い縄文を密に巻いて

施文している。12-23は摩耗が激しく、原体を特定できないが、条の方向や原体の特徴から複節縄文

と考えられる。単節縄文を施文する13-1・2・5は同一範囲から出土し、胎土・原体の特徴等から同一

個体と考えられる。とくに内面に炭化物の付着が多くみられる。13-6は器壁が薄手で、単節縄文を横

回転に施文している。13-3は太い原体を使用しており原体の端部も施文されている。13-8～10は胴部

から底部で、いずれも摩耗している。内面に若干炭化物が付着している。

石器の大半は覆土からの出土で、床面からはスクレイパー1点(13-15)と加工されていない軽石が

4点出土しただけである。覆土から出土した剥片石器類は石鏃1点(13-11)、縦型石匙1点(13-12)、ス

クレイパー3点(13-14・15)、Rフレイク2点(13-16・17)、フレイク7点である。13-11の石鏃は尖基

で、赤色顔料と思われる物質が付着している。礫石器類は磨製石斧1点(13-18)、敲磨器4点(磨石、

13-19、14-1・2・4)、半円状扁平打製石器1点(13-20)、扶入扁平磨製石器2点(14-3・5)、その他1点

(13-21)で、このほかに敲磨器や半円状扁平打製石器と思われる小破片が14点出土している。ほとん

どが、欠損あるいは破片で、14-6の石皿のみが完形である。敲磨器とした14-1・2・4はその形状や製

作技法は半円状扁平打製石器のものとよく似ているが、機能部となる部分が幅広のスリ面が連続する

ことから磨石に含めた。14-2は両側面にスリ痕が見られる石器で、折損面に敲打痕が認められること

から、再利用されていることがわかる。挟入扁平磨製石器の14-5は刃部の状況が半円状扁平打製石器

と似ており、刃部作出の剥離痕を残している。また、これに対する弧状の側面は平坦にスリ整形が施

されている。14-3は扶入扁平磨製石器の先端部破片である。その他とした石器は、流紋岩を石材とす

る棒状のもので、器表面は滑らかに整形されている。これに類する石器に敲石があるが、これの欠損

したものかもしれない。

[小結]堆積状況から住居廃絶時に埋め戻された可能性が高く、この時点かこれ以降に覆土の土器が

混入したと考えられる。埋め戻しの覆土や床面出土土器はⅡ3・5・7類であり、縄文時代前期後葉～

末葉またはそれ以前のものと考えられる。(坂本)
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岩渡小谷(3)・(4)追跡

る。 12-10-17は口縁部に絡条体の側面圧痕を施し、 IIS類である。 12-11-15は、胎土等から同一個体

の可能性が高く、口縁部に幾何学文を構成すると考えられる 0 12-10 . 17は口緑部文様帯の境界に微

隆帯を施す。 12-16の口緑部文様も幾何学文を構成する。 12-2・4-9は、口縁部に単軸絡条体の回転施

文や隆帯を持つ Il3類である。 12-9は摩耗が激しいが、胎土等から12-5・8・9は同一個体の可能性が高

く、胴部と隆帯に絡条体を回転施文している。 12-4-6は波状口縁で、口縁部に単軸絡条体第6A類を

回転施文し、口縁部に縄文を押圧している。 12-2・7は隆帯の中央に縄文の側面圧痕を施す。 12-18は

口緑が内湾気昧であり、複節縄文を横回転して施文する II6類である。 12-19はill6類で焼成が堅緻で

ある。波状□緑の一部であり、 RL縄文施文後、浅く沈線を施す。 II7類は12-20-23、13-1-10で、

単軸絡条体を施文するものが12-20-22、複節縄文を施文するものが12-23、単節縄文を施文するもの

が13-1・2・4-10、結束縄文を施文するものが13-3である。単軸絡条体はすべて1類で、 12-20・21は

胎土• 原体の特徴等が共通する。 12-22はやや厚手の器形で、 12-20・21よりも細い縄文を密に巻いて

施文している。 12-23は摩耗が激しく、原休を特定できないが、条の方向や原体の特徴から掬節縄文

と考えられる。単節縄文を施文する13-1・2・5は同一範囲から出土し、胎土・原体の特徴等から同一

個体と考えられる。とくに内面に炭化物の付着が多くみられる。 13-6は器壁が薄手で、単節縄文を横

回転に施文している。 13-3は太い匝体を使用しており原体の端部も施文されている。 13-8-10は胴部

から底部で、いずれも摩耗している。内面に若干炭化物が付着している。

石器の大半は覆土からの出土で、床面からはスクレイパー1点 (13-15) と1JtJ丁されていない軽石が

4点出土しただけである。覆土から出土した剥片石器類は石鏃1点 (13-11)、縦型石匙1点 (13-12)、ス

クレイパー3点 (13-14・15)、Rフレイク2点 (13-16・17)、フレイク7点である。 13-11の石鏃は尖基

で、赤色韻料と思われる物質が付着している。礫石器類は磨製石斧1点 (13-18)、敲磨器4点（磨石、

13-19、14-1・2・4)、半円状扁平打製石器1点 (13-20)、オた人扁平磨製石器2点 (14-3・5)、その他1点

(13-21)で、このほかに敲磨器や半円状扁平打製石器と思われる小破片が14点出土している。ほとん

どが、欠損あるいは破片で、 14-6の石IlI1のみが完形である。敲磨器とした14-1・2・4はその形状や製

作技法は半円状扁平打製石器のものとよく似ているが、機能部となる部分が幅広のスリ面が連続する

ことから磨石に含めた。 14-2は両側面にスリ痕が見られる石器で、折損面に敲打痕が認められること

から、再利用されていることがわかる。扶人扁平磨製石器の14-5は刃部の状況が半円状扁平打製石器

と似ており、刃部作出の剥離痕を残している。また、これに対する弧状の側面は平坦にスリ整形が施

されている。 14-3は挟人扁平磨製石器の先端部破片である。その他とした石器は、流紋岩を石材とす

る棒状のもので、器表面は滑らかに整形されている。これに類する石器に敲石があるが、これの欠損

したものかもしれない。

［小結］堆積状況から住居廃絶時に埋め戻された可能性が高く、この時点かこれ以降に覆土の土器が

混入したと考えられる。埋め戻しの覆土や床面出土土器は 113・5・7類であり、縄文時代前期後葉～

末葉またはそれ以前のものと考えられる。 （坂本）
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図11第1号住居跡1
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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ビット5

第 1層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3

ローム粒・炭化粒微量混入。

第2層褐色土 IOYR4/4
ローム粒・炭化粒微量混入。

第 3層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3

第4層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 

ビット6

第 1層褐色土 IOYR4/4
ローム粒・炭化粒微量混入。

第 2層褐色土 IOYR4/6
ローム粒・炭化粒微量混入。

第3層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4

第4層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3

第 5層 にぶい黄橙色土 IOYR6/4

S=l/60 2m 

o' 39.6m-

lm 

第1号住居跡(SI-I)
第 1層 黒色土 IOYR2/1 ローム粒・炭化粒微量混入、しまりなし、粘性なし

第2層 褐色土 IOYR4/4 ローム主体で、しまりあり

第 3層褐色土 IOYR4/5 炭化粒微量混入。

第4層 褐色土 IOYR4/4 ロームプロック混入。

第 5層 黒褐色土 IOYR2/3 炭化粒少量混入。

第6層 黒褐色土 IOYR2/3 炭化粒少量混入。

第 7層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒・炭化粒微量混入、しまりなし。

第 8層 暗褐色土 !OYR3/4 ローム粒・炭化粒微量混入、しまりなし。

第9層 褐色土 IOYR4/4 ローム粒・炭化粒微量混入、しまりなし。

第10層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 ローム粒中量混入、炭化粒微量混入、しまりあり。

第11層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム粒微量混入。

第12層 黒褐色士 IOYR2/3 ローム粒多量・にぶい褐色粘土少量混入。

第13層褐色土 IOYR4/4 ローム粒少量混入。

ビット8

第 1層 黄褐色土 IOYR5/6 ロームプロック混入。粘性・しまりあり。

第2層黄褐色土 IOYR5/6

ピット9

第1層 にぶい黄褐色土 IOYR5/3 炭化粒微量、粘土プロック混入。粘性・しまりあり。

第2層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4 粘土プロック少量混入。

第 3層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4

炉1
第 1層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4 白色粘土・ロームブロック少量、炭化粒微量混入。粘性・しまりあ

り。

第2層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム粒・白色粘土プロック・炭化粒微量混入。粘性なし、しまり

炉2 あり。

第 1層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4 炭化物少量混入。ローム粒・焼土粒微量混入。

第2層 褐色土 IOYR4/4 炭化材を多量に含んだ焼土層、しまりなし。

土坑l
第 1層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4 ローム粒・黒褐色土微量混入。

第2層褐色土 IOYR4/4 ローム粒微量混入。

図11 第1号住居跡1
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図12第1号住居跡2

-26一

、-・・
＇ 

~
-;

;.
 →
 

・
-
・
 一

よ
·•

,•
 

二
乏
二
‘
琴
ミ

/
 

~
, .
..
..
 ぐ"°
"'・

、
.
•

→
 一

・..
,

 
.•

 _
,
,
 

左;¥
';:
;;

、•
"·
"そ
今

---
~ 

兄；
9
・ク
，

ぷ
c.
,ク
;
,
,

_.,,.
_ .. 

__ 

戸
達
こ
芦
こ
こ

.
 

··
·•

-'
"'

··
··

4'
~

 
”`

が
夕
が
←
へ
『
.
.
-
-
→
 

~
"
'
"
c
•
-
-
,
-
や,
.,
や""
'

--
--

~
·,

 心が
,
,

←、
こ合
,.

.• ぷ，,
.
苓
~

・ヤ.
,..

、力
が

..
. 弓
・
.
ク,
;.
_

,・, 
,...
---

、
み
・_,
, ・-

~
L

_
_

_
f
 

図 1 2
ー 2 6 |  

瀕 1 ~ 1 i : J l !叩 蓉 2

--・ 
----
.,
_ 

--・ 
-----、

-
.
v
、,__ 
,

 
___ 
_-_-:
 

=:
'.
;:
;.
.-
='
-<
, 

--~
~-

-
―
-
~
·
=
今
"
°
•

._-
-

-、
~

~c.
.c,
 多
る
ぷ
~ ー-_
,=-
-

苓
=

ふ
夕

云
二

，
•
一

心
モ
吝
-
-
-
ぺ
-
-

望歪
竺ら

て—
""

-"
"去

,,
,,

..
-,

C
"
 

ぞ
シ
ク
？

て
ふ -

五
二
ニ
二
: 呑
又.. ・,.-, 
... 

.,
,-
,c
c,
 

忍
玲

ェ
心
ぷ
ー

-~
, 

"
を
cc

•
•
<

,,
a
 

畷
姿
•
'

忍｝
｝攣
,-
-

忌<
:心`
兌

1
r~

, ""・，
．． "\
• .
,;,
、今．

翌揺
藉；
，杢

,, 
~"
'-
'ヽ
;.
.,,, .

 

1
:
3

~
 

゜

,・.; ,, ... 
I
 

~
,;

: ニ＞

コロ

[
 

ば
こ

こ
こ

ッ
/r
;-
,、-

¢ヽ,.
,,.,
、 箪尻 ,4, 占
訊
！

立
二
ご

：
炉
砕
唸
i'

帽闊 戸ニ
ニこ
；

r
 

ヱミ
ニニ
ユ

釦
i竺．
唸気

-
,,, 

,_
，;
;,
 ,, 
恥

塁
碍

や
困ゞ

・j,
 
ば＇
う「
,;

パ
切
戸
ふ

i''.
i慇
符

ヽヽ
t
'ぷ

・~
·~

,.
!

..
..
、サ

.
 ・
・
~
ふ
，

f
.. 

,,,.
,.~

 
y

 ,,, 
....
.. 笞

11,
や

.. 
/、 疋

も
出沢
が
/
!
/
名
・

i

が
5ゞ`
！叫

・,;
., 
ム
＼
品

Jヽ
)
 

名
•
,'
'"
<-
" 

．；沼
lf
'

.ヽ.
.
,

 

三 V. 
戸

鸞
記

崎讚
汀
二
ご : 崖 使 口 喜 [翌 冦

多 0 ~ ’

； 屯 ．賓 立 - る

7  各 言^

/:
 交

.'
¥'
fヽ

が
｀

、

店
和
応

1
犀

翌こ
＇：
繹＼

ゞ·
~
曹-:
:[;

彎
●

．
i、

'<
~、

-/
,u

臼
炉
：
吟

,t,;・
 

・・ィ
が
,
,
,

囁臀
噌り

苔
ミ
:Ir

む,
,

0
0
 こ

苓ヽ 囁） 麟，ト
唸

噂
'¥
V.

攣写 t; 
/
 

-m 国
い~
 

石汎
・,
,

.1,f
/
疇＼
‘ヽ
:.
'

,,c'..
/i'尉
攣
~

年',
),,

;;•
''.
炉
心
譲
〕

的
,:,r
,

に．刃・・
ぶ
;!Ji
)誓
紐

如
：
，
•
ミ
勢
心

~l号
~

テニ
二 ,
N
 .

 
.
.
 •,
r;

l応

が¥¥
閃
Ui
請
f'-・.

ら,.
,,_
:ふ
,,'

酎
,

d
',
 ••

 ・-1
 

¥
 tら
.,,
:;i
.''
,-"
'r
グ凡

,ヽ_,.
,_
{

 "か
.-i.
,;.>

玲
¥j,"'.¥¥
・・・ 
炉i
-.f;7
払勢

.. 
''・'
''i

忍
加

，
ぶ
•
記
・
＃
啜

,i
.. 
-, 

-~
•·

.,
,,

\'
,'

叫…ふ
'";'
:./:
 距
,,,
._

 .
 

., 
• も

,
-
.
•
! ,ヽ, 
.
 

立二
二ゞ

13
-1
2 

互
ミ
こ

□ [ 6  

巴 ニ~
1
3
 

,  
1 6  

ヽ ニ 唸

c : >  1 3 、1 2

咄 藩 4 ， お （ 3 ) ・ ( 4 ) J l ! J M ;  

A
 

1 2  , 2 尭 国
A
'
 



図13第1号住居跡3

一27一

第 3編岩渡小谷(4)遺跡

8 → ,・ で:・:・なl'" ,., .... . I - / 9 

11 
くこ二＞

こ
こ

14 

乙'

ゾ` 18 
17 

:===::=: ニつ一

o:, 
0 S=l/2 5cm 0 S=l/3 10cm 
I , I 1, ""'I  I I I I I I I I I I I I 

図13 第1号住居跡3

―-27 -



図14第1号住居跡4
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第2号住居跡(SI-2)

[位置と確認]調査区北側の斜面頂部付近、標高40.0～41.0m前後のAX・AY-52～54に位置してい

る。調査開始の当初から大きな窪みとして、完全に埋まりきっていない状態で確認できたもので、調

査の結果、大型の住居跡が検出された。また、床面下部から古い住居の痕跡を確認したので、新しい

方を第2A号住居跡、古い方を第2B号住居跡として記述する。

第2A号住居跡(図15～21)

[重複]第9号土坑と重複し、これよりも古い。

[平面形・規模]平面形は楕円形で、規模は長軸8.80m、短軸7.07mで、床面積は43.20㎡である。

[壁・床面]斜面上に構築されているため壁高は南北で大きく異なる。北壁は80～100㎝であるが、南

壁は6～20㎝、東・西壁は40～80㎝である。床面はほぼ平坦で、部分的に貼り床が施されている。

[炉]焼けた痕跡は認められなかったが、床面の中央に位置するピット5が炉と考えられる。径約1m

の円形で20㎝ほど掘り込まれている。また、北西側の部分が30㎝ほどふくらんでおり、北側縁辺部に

は5個の小ピットが検出された。なお、北西側のふくらみは前段階の炉の痕跡の可能性もある。

[柱穴・ピット]ピット1～4が主柱穴である。柱穴の掘り方は径50㎝前後の円形ないしは楕円形で、

深さ100㎝前後である。ピット1とピット3の中間、ピット2とピット4の中間には径25㎝、深さ40～50

㎝の柱穴がある。補助的なものと考えられが、これよりも古い時期のものである可能性もある。壁際

に位置する径15～20㎝前後のピットは壁柱穴の可能性が考えられる。深さは20㎝～38㎝である。

[壁溝]北壁から西壁に検出した。幅10㎝、深さ3㎝前後で浅い。

[堆積土]第Ⅰ、Ⅱ層は基本層序と同じである。第Ⅱa層には白頭山火山灰がわずかに混入する。ロ

ーム粒を多量に含んだ褐色土の第5層と11層が床面を広く覆っている。中央上部には廃棄された焼土

が、壁際下部にはにぶい黄褐色土の堆積が見られる。

[出土遺物]第3層下部から第5層、第7層及び第11層上位にかけての出土が多く、床面からの出土はほ

とんどない。土器片は覆土から442点(10,363g)出土した。縄文時代前期後半と中期前葉のものが

混在して出土したが、概して前期後葉の土器片は中期前葉のものよりも下位から出土する傾向が認め

られる。18-1、19-1はⅢ3類である。復元土器は3個体で、19-1は平口縁で、頸部にややくびれがある。

18-1は同じく平口縁で、口縁に円形の貼り付けがあり、口縁が大きく外反し、頸部がくびれる。18-3

～5と18-7～9はそれぞれ胎土や施文の特徴から同一個体の可能性が高い。18-4・8は弁状突起を持ち、

その中央は穿孔されている。いずれも、粘土紐貼り付け後に上部から縄文で押圧し、粘土紐の間に刺

突文を施している。18-2はⅢ4類で、弁状突起の直下には穿孔、円形の貼り付けが見られる。19-2～6

は13類で、19-4・5は同一個体と考えられる。19-2・3は絡条体を回転施文した後、縄文で押圧する。

2は波状口縁である。19-4・5は外面に炭化物の付着が見られる。19-6は隆帯を2条持つ。19-15は台付

のミニチュア土器である。

石器は剥片石器類が25点、礫石器類10点である。21-1はピット5から出土したが、他はすべて覆土

からの出土である。剥片石器類は石鏃2点(19-18、19)、石錐1点(19-20)、石匙4点(19-21、20-1～3)、

スクレイパー3点(20-5、7)、Rフレイク1点、Uフレイク1点(20-4)、フレイク13点である。石鏃は

凸基有茎鏃(19-18)と平基無茎鏃(19)で、18の茎部にはアスファルトと思われるタール状の付着

物が見られる。石匙はすべて縦型のものである。また、スクレイパーに含めた20-6も石匙の可能性が
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第2号住居跡 (SI-2) 

［位固と確認］調査区北側の斜面頂部付近、標高40.0-41.0m前後の AX・A Y -52-54に位置してい

る。調査開始の当切から大きな窪みとして、完全に埋まりきっていない状態で確認できたもので、調

査の結果、大型の住居跡が検出された。また、床面下部から古い住居の痕跡を確認したので、新しい

方を第2A号住居跡、古い方を第2B号住居跡として記述する。

第2A号住居跡（図15-21)

［菫複］第9号土坑と菫複し、これよりも古い。

［平面形・規模］平面形は楕円形で、規模は長軸8.80m、短軸7.07mで、床面積は43.20面である。

［壁・ 床面］斜面上に構築されているため壁高は南北で大きく異なる。北壁は80-lOOcmであるが、南

壁は6-20cm、東・西壁は40-80cmである。床面はほぼ平坦で、部分的に貼り床が施されている。

［炉］焼けた痕跡は認められなかったが、床面の中央に位置するピット 5が炉と考えられる。径約lm

の円形で20cmほど掘り込まれている。また、北西側の部分が30cmほどふくらんでおり、北側縁辺部に

は5個の小ピットが検出された。なお、北西側のふくらみは前段階の炉の痕跡の可能性もある。

［柱穴・ピット］ピット 1-4が主柱穴である 0 柱穴の掘り方は径50cm前後の円形ないしは楕円形で、

深さ 100cm前後である。ピット 1とピット 3の中間、ピット 2とピット4の中間には径25cm、深さ40-50

cmの柱穴がある。補助的なものと考えられが、これよりも古い時期のものである可能性もある。墜際

に位誼する径15-20cm前後のピットは壁柱穴の可能性が考えられる。深さは20cm-38cmである。

［壁溝］北壁から西壁に検出した。幅10cm、深さ3cm前後で浅い。

［堆積土］第 l、II層は基本層序と同じである。第 IIa層には白頭山火山灰がわずかに混人する。ロ

ーム粒を多量に含んだ褐色土の第5層と11層が床面を広く覆っている。中央上部には廃廟された焼土

が、壁粽下部にはにぶい黄褐色上の堆梢が見られる。

［出土遺物］第3層下部から第5層、第7層及び第11層上位にかけての出土が多く、床面からの出土はほ

とんどない。土器片は覆土から442点 (10,363g) 出土した。縄文時代前期後半と中期前薬のものが

混在して出土したが、概して前期後葉の土器片は中期前葉のものよりも下位から出士する傾向が認め

られる。 18-1、19-1はill3類である。復元土器は3個体で、 19-1は平口縁で、頸部にややくびれがある。

18-1は同じく平口緑で、口縁に円形の貼り付けがあり、口縁が大きく外反し、頸部がくびれる。 18-3

-5と18-7-9はそれぞれ胎土や施文の特徴から同一個体の可能性が高い。 18-4・8は弁状突起を持ち、

その中央は穿孔されている。いずれも、粘土紐貼り付け後に上部から縄文で押圧し、粘土紐の間に刺

突文を施している。 18-2はill4類で、弁状突起の直Fには穿孔、円形の貼り付けが見られる。 19-2-6

はII3類で、 19-4・5は同一個体と考えられる。 19-2・3は絡条体を回転施文した後、縄文で押圧する。

2は波状口縁である。 19-4・5は外面に炭化物の付着が見られる。 19-6は隆帯を2条持つ。 19-15は台付

のミニチュア土器である。

石器は剥片石器類が25点、礫石器類10点である。 21-1はピット5から出土したが、他はすべて覆土

からの出土である。剥片石器類は石鏃2点 (19-18、19)、石錐1点 (19-20)、石匙4点 (19-21、20-1-3)、

スクレイパー3点 (20-5、7)、Rフレイク1点、 Uフレイク1点 (20-4)、フレイク13点である。石鏃は

凸基有茎鏃 (19ー18) と平甚無茎鏃 (19)で、 18の茎部にはアスファルトと思われるタール状の付着

物が見られる。石匙はすべて縦型のものである。また、スクレイパーに含めた20-6も石匙の可能性が
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第Ila層；白頭山火山灰を含む。

第 1層褐色土 10YR4(3 基本層序 11層に類似。

第 2層褐色土 10YR4/4

第 3層 暗褐色土 10YR3/3 ローム粒少量混入。シルト質。

第4層褐色土 10YR4/4 焼土。炭化物少量混入。軟らかい。

第 5層褐色土 10YR4/4 ローム粒多量、黒褐色土少量混入。

第 6層 にぶい黄褐色土 10YR4/3 ローム粒少量混入。

第 7層 暗褐色土 10YR3(3 炭化物、ローム粒微量混入。

第 8層 黒褐色土 IOYR2/3 焼土粒、炭化物、ローム粒微量混入。

第9層灰黄褐色土 IOYR4/2 非常に硬い。

第10層褐色土 IOYR4/4 ローム粒多量混入。やや砂質。

第11層褐色土 IOYR4/4 ローム粒多量、炭化物微量混入。

第12層褐色土 IOYR4/4 砂粒少量混入。壁際に見られる。

第13層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 

第14層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 ローム粒少量、炭化物微量混入。

゜
S=l/60 

2m 

図15 第2A号住居跡1
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図16第2号住居跡2
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第 1層褐色土 IOYR4/4

第 2層褐色土 IOYR4/6 ローム粒少量混入。

第 3層黒色士 IOYR2/l 脆い。

第 4層 にぶい黄橙色土 IOYR5/3 砂粒混入。脆い。

第 5層 にぶい黄褐色士 IOYR5/4 

ピット2
第 1層 黒褐色士 IOYR2/3 ローム粒少量混入。

第 2層暗褐色 土 IOYR3/3

第 3層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4 

第 4層褐色土 IOYR4/4 脆い。

第 5層 黒褐色土 IOYR3/2 ローム粒、炭化物微量混入。

第 6層 黄褐色土 IOYR5/6 砂粒混入。

第 7層 にぶい黄橙色土 IOYR6/3 シラス主体。

ピット3

第 1層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒少量混入。

第 2層褐色土 IOYR4/4

第 3層黄褐色土 IOYR5/6

第 4層褐色士 IOYR4/4 シラス粒少量混入。

ピット4

第 1層暗褐色土 IOYR3/4

第 2層 褐色土 IOYR4/4 ローム粒、炭化物少量混入。

第 3層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 

第 4層灰黄褐色土 IOYR4/2

第 5層褐色士 IOYR4/4 ローム粒少量。

ピット5(炉）
第 1層暗褐色土 IOYR3/4

第 2層黒褐色土 IOYR2/3

第 3層 黒褐色士 IOYR3/2 シラス混入。
第 4層 にぶい黄橙色土 IOYR6/3 シラス主体。

第 5層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 

図16 第2号住居跡2
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図17第2A号住居跡3
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図18第2A号住居跡4
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図19第2A号住居跡5
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図20第2A号住居跡6
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図21第2A・2B号住居跡7
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高い。礫石器類は敲磨器5点、半円状扁平打製石器1点、石皿2点 (21-3)、砥石2点 (21-1・2)である。

敲磨器は磨石4点 (20-8-11)、敲石1点 (12)である。このうち、 11は石斧原石を利用したもので、

器体には擦切痕が見られる。石材は輝緑岩である。砥石の21-2は両面が利用されている石器で、擦痕

と敲打痕が集中している部分も見られる。全体に滑らかであるが、図中スクリーントーン部分が特に

顕著である。石材は流紋岩である。

第28号住居跡（図21)

［平面形・規模］平面形は円形か楕円形と思われ、規模は不明である。

［壁・床面］第2A号住居跡の内側にあり、第2A号の床面より5-Scm下部にある。床面はほぼ平坦で

ある。2-3軒が存在すると思われたが、床面での変化は認められなかった。

［炉］第2A号住居跡のピット5の南側に、重複して検出した。焼土の検出はないが、炉と考えられる。

径60-70cmの楕円形で16cmの深さで掘り込まれている。

［柱穴・ピット］多数のピットが検出された。位置と規模（深さ）から柱穴と考えられるものは第2A

号住居跡の主柱穴と重複したものや近辺から検出されたものと思われる。また、壁柱穴と考えられる

小ピットも南壁から西壁にかけて検出された。

［出土遺物］なし。

［小結］第2A号住居跡は、大型の住居跡である。完全に埋まりきっていない状態で確認できたもので、

縄文時代の住居跡がこのような状態で確認できた例は本県でも少ない。床面からの出土遺物はないた

め明確な時期決定はできないが、堆積土から出土した遺物からは、縄文時代前期後半のものと思われ

る。また、第2B号住居跡は第2A号住居跡の南側壁付近で若干の段差と壁柱穴と考えられる小ピット

の存在から確認することができたものである。柱穴と考えられるピットの存在や炉と思われるものの

存在から2軒以上はあったと思われ、そのうちの一つは長軸7-9m、短軸6-6.3m前後の大きさのも

のが推測できる。 （畠山）

第3号住居跡 (S1-3) (図22・23)

［位置］北側丘陵上の標高40.0-41.0m、BC・BD-53-55に位置する。

［重複］第10号住居跡、第6号士坑と重複し、これよりも古い。

［平面形・規模］平面形が隅丸長方形、規模が長軸6.34m、短軸5.93mで、床面積は29.16面である。

［壁・床面］壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は北壁18cm、東壁25cm、南壁20cm、西壁12cmである。

床面はほぼ平坦である。

［炉］検出されなかった。

［柱穴・ピット]26個検出し、 11個は位置と規模から壁柱穴、 4個は主柱穴の可能性が考えられる。主

柱穴は、住居中央にほぼ方形に配された位置から検出されたピット 1-4で、径20-30cm、深さ53-75

cmである。この4個の主柱穴の補助的役割をするピットとして、ピット 5・6・8-11が挙げられる。ピ

ット5・6に対応する主柱穴ピット2・3とピット8・9に対応する主柱穴ピット 1・4は住居の長軸方向に

ほぼ一直線に並ぶ。これらの二直線の中間で壁際に位置するのがピット 10・11である。このほか、方

形をなす主柱穴の外側にピット 13・7が位置し、規模等から主柱穴の可能性もある。また、ピット

15・16も位置関係から補助的役割の柱穴となる可能性もある。これらのピットの存在から、改築等が
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

行われた可能性もあるがはっきりしなかった。壁柱穴は北東壁と南東～南壁に集中し、

は20cm前後の間隔で小ピットがみられる。

とくに北東壁

［堆積土］褐色土と暗褐色上主体の3層に分けられる。 1層は褐色土主体であるが、丘陵頂部付近の包

含層は暗褐色土が主体となっていることや堆積土中にロームブロック等の混入がほとんど見られない

ことから自然堆積と考えられる。
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

［出土遺物］土器は総数60点、 665gで、確認面及び1層から出土した土器が多い。いずれも小片であ

り、埋め戻しの際に混入した可能性が高い。II3-III6類の土器が出土している。23-1・2・5はII3類

で、 23-1・2は口縁部に沿って縄文を押圧している 。23-5は隆帯上に縄文を押圧している 。23-3はII5 

類で、絡条体を押圧し、横走するように施文している 。II7類は23-6-8で、 23-6・8はRL縄文を密に

施文する。23-8は長石を多く混入している 。23-7は太い原体を使用した結束縄文を横に回転施文して

いる。23-4はIII6類で、口唇部には細い工具で深い沈線が施文される。

石器は剥片石器類7点、礫石器類6点が出土した。床面から出土したのはフレイク2点で、ピット 1か

らは半円状扁平打製石器が1点出土した。他は確認面及び覆土中からのものである。剥片石器類はス

クレイパー1点 (23-13)、フレイク5点 (23-14) である 。23-14は加工途中と思われるもので、大きさ、

形状から見て石箆未製品の可能性もある 。礫石器類は磨製石斧 (23-9)、敲磨器 (23-11)、半円状扁平

打製石器、石1IIlが各1点のほか、敲磨器や半円状扁平打製石器と思われる小破片が2点である。磨製石

斧は緑色凝灰岩を石材とするもので、刃部を欠損している。半円状扁平打製石器は小型のもので、石

英安山岩の板状礫を素材としている。器体の縁辺に加工をを施しており、機能面には狭いスリ面が見

られる。石1IIlは縁取りの見られるもので、破損品である。器面はザラついている。

［小結］本住居跡の構築時期は、 II3-7類が堆積土中から主に出土していることや、重複関係等から

も縄文時代前期後半と考えられる。 （坂本）

第 4A•4B号住居跡 (S I-4) (図24~26)

本住居跡には二時期にわたる住居の変遷があった可能性が考えられるため、それぞれ新しい方を4

A ・古い方を4B号住居跡として報告する。

［位置］北側丘陵斜面上の標高38.0~39.0m、BG~B H-53・54に位置する。

［重複］なし。

第4A号住居跡

［平面形・規模］平面形が円形、規模が径4.74mで、床面積は17.19m'である。

［壁・床面］壁は大部分がほぼ垂直に立ち上がるが、北西壁では緩やかである。北壁の一部では壁の

立ち上がりを確認出来なかった。壁高は北壁10cm、東壁84cm、南壁57cm、西壁37cmである。壁に接し

て住居東側と西側で周溝が検出され、規模は各々全長約2.4m、輻10cm、深さ6~16cm、全長約2.lm、

幅6~10cm、深さ 1~5cmである 。床面は、ほぼ平坦に構築されており、全体的に非常に堅くしまる。

住居中央付近から北東側にかけて若干の凹凸が広がる。北西側の主柱穴周辺には規模が60~70cmの不

整形な範囲で貼り床が検出されている。

［炉］住居跡中央に長軸70cm、短軸58cm、厚さ約10cmの不整形な範囲に炭化粒を含む硬化面が検出さ

れた。ピット6・7は炉範囲の下で検出されている。

［柱穴・ピット] 18個検出し、位置と規模から4個は主柱穴、 6個は壁柱穴の可能性が考えられる。主

柱穴と考えられるものはピット 1・3~5で、平面形が円形、径18~24cm、深さ48~66cmの規模である 。

ピット 1・5はピット最深部が南側に偏在している。ピットの間隔は、ピット 1・3で2.34m、ピット

3・5で1.7m、ピット 5・4で2.3m、ピット4・1で1.8mであり、これらをすべてつないだ形状はほぼ長

方形を呈する。堆積土は暗褐色土と黒褐色土が主体で、柱材などの痕跡も見られなかったことから、
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埋め戻された可能性が高い。

6個の壁柱穴は、平面形が円形、規模は径9-16cm前後、深さ10-34cmである。1個のみが北西側に

見られるが、壁柱穴の間隔は84cmのものが最小で、他はほぼ1.5m前後である。これらは住居の壁を

垂直に、床面から下では外側に張り出すように掘り込まれている。

［堆積土］黒褐色土から暗褐色土主体の19層に分けられ、斜面地上部と下部で堆積状況に違いがみら

れる。住居中央から斜面下部にかけての堆積上は第II・ill層を起源とした黒褐色土で、レンズ状に堆

積しており、自然堆積と考えられる。斜面上部から住居中央にかけて、暗褐色土主体のロームブロッ

クを多く混人した堆積土であり、埋め戻しの可能性が高い。

［出土遺物］土器は住居跡南側を中心に98点、 1,856g出土している。ほとんどが堆積土中からの出土

であり、そのなかで1層中からの出土が最も多く、 55点、 976gである。口縁部に絡条体を押圧するも

のが多い。炭化材が床面から2点出土しており、いずれも遺存状態が悪い。

25-2・10はII3類で、隆帯を貼り付け、その上部から、太めの棒状工具に巻き付けた単軸絡条体第1類

を押圧している。 25-2は薄手の土器で、口唇部は面取りしている。口縁・ 口唇部に単軸絡条体を回転

施文している。25-1・3-6・9はII5類で、 25-1·4は胎土• 原体の特徴等から25-5・6と同一個体と考

えられるため、これらもこの類に含める。25-3は口縁部に単軸絡条体を押圧し、幾何学文を構成して

いると思われる。25-3・4は縄文原体や単軸絡条体を横位・縦位に押圧している。口縁部直下の一部

に結束縄文を施文し、そのほかはすべて単軸絡条体を回転施文している (25-3)。25-9は台付底部で、

底外面は丁寧に磨かれている。内面には炭化物が付着している。25-7・8・11はII7類で、 25-7・11は

複節縄文、 25-8は単軸絡条体を施文する。25-11は底外面中央にも同じ原体を使用して施文している。

石器は剥片石器類9点、礫石器類6点が出土した。床面から出土したのはUフレイクの1点 (26-3)

で、ピット4から礫石器類の小破片が出土している。他は覆土からのもので、とくに第1層から出土し

たものが多い。剥片石器類は石匙1点 (26-1)、Rフレイク1点 (26-2)、Uフレイク1点、フレイク6点

である。石匙は体部破片で、裏面に光沢痕が見られる。礫石器類は敲磨器3点 (26-4・5)、半円状扁

平打製石器（破片） 1点、敲磨器と思われる小破片2点である。26-4は破損品である。閃緑岩の大きな

破片を素材とし、縁辺加工でつくられている。片面には自然面、もう片方の面は旧剥離面を広く残し

ている。機能面には摩擦痕が見られる。26-5は敲石で、安山岩の扁平礫を素材とし、一部に敲打痕が

見られるものである。

［小結］堆積土出土遺物から、縄文時代前期後葉かそれ以前と考えられる。

第4B号住居跡

第4A号住居跡床面で検出した周溝と炉直下で検出したピット6から、第4A号住居跡よりも古い時

期の住居跡の可能性がある。

平面形は、周溝の形状から円形もしくは楕円形と考えられる。住居の規模は、周溝からピット 6ま

での距離から、長さ約3.8m前後の可能性が高い。

壁は検出されていない。床面は第4A号住居跡とほぼ同一面を使用しており、このことから住居の

建て替えの可能性が考えられる。周溝は住居西側で弧状に検出されており、規模は全長約2.16m、幅

4-13cm、深さ2-7cmである。堆積土は暗褐色土主体の単層である。ピットは炉との重複関係が認め

られるピット6以外は第4B号住居跡に伴う根拠に乏しい。ピット 6は掘り方内部をロームで固定した

-41 -



岩渡小谷(3)・(4)遺跡

R 
BI53 ＋ <I ]>三~/ 且

念

-
-------

/' ◎ -13¥ '¥ /~ 一転こ
／ 

―`--. 翌P448 

‘② PS 

-54 、

-56 P~ -813 _1 

I 

ヽ /・..--- P7 

0P-6l 2 

〇-31

鸞P3

BH5斗
、、 9り

BHS3 ＋ P2 

B
 

B' 
39.9m-

c
 

17 18 

39.Sm-
C ＇ g W.39_2m 

u:9 

ol 

m
 

2
 

E
-
1

言
此

m
 

2
 

[
 

9{ 
3
 

N-3
 

v
炉

1s-

卜

m

ツ

6

。ヒ

g

際w-̀ ゜ S=l/60 
2m 

P3 

／
 

／
 

旦旦

¥HS斗
w 39.6m且

~39.2~ 

慧
炉
第 1層 黒褐色土 IOYR2/2 炭化粒・ローム粒微巌混入。

第 2層 黒褐色土 IOYR2/3 炭化粒・ローム粒微景混入。

第 3層 黒色土 IOYRl.7/1 炭化粒・ローム粒微量混入。

ビットl

第 1層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 2忌 黒褐色土 IOYR2/3 炭化粒・ローム粒微抵混入。

ビット3

第 1層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒微益混入。

第 2層 褐色土 IOYR4/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

壁際ピット
第 1層褐色土 10YR4/6 ローム粒微量混入。

図24

第4号住居跡(SI-4)

第 1層 黒色土 IOYRl.7/1 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 2層 黒褐色土 IOYR2/3 ローム粒少量混入、暗褐色土との混合土。

第 3層 黒褐色土 IOYR3/1 炭化粒・ローム粒少量混入。

第 4層 黒褐色土 IOYR2/2 ローム粒微量混入。

第 5層 暗褐色土 IOYR3/3 炭化粒少最・ローム粒微量混入。

第 6層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒少最混入。

第 7層 黒褐色土 IOYR3/2 炭化粒・ローム粒徴量混入。

第 8層 黒褐色土 IOYR2/3 炭化粒・ローム粒微最混入。

第 9層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒微鉦混入。

第10層褐色土 IOYR3/3 ローム粒微量混入。

第11層 暗褐色土 IOYR4/4 炭化粒少量・ローム粒微量混入。

第12層 黒褐色 10YR3/2 炭化粒微呈、ローム粒中饂混入。

第13層 黒褐色土 IOYR2/3 炭化粒・ローム粒微逗混入。

第14層 暗褐色土 IOYR3/3 炭化粒・ローム粒微量混入。

第15層 にぶい黄褐色土 10YR4/3 炭化粒・ローム粒徴量混入。

第16層 褐色土 10YR4/4 ローム塊との混合土。

第17層 褐色土 IOYR4/4 褐色土炭化粒・ローム粒・焼土粒微量混入。

第18層褐色土 10YR4/4 炭化粒微量、ローム粒中量混入。

第19層褐色土 IOYR4/4 ローム粒少最混入。

ビット4

第 1層 暗褐色士 IOYR3/3 ローム粒微最混入。

第 2層 黒褐色土 10YR2/3 ローム粒微菰混入。

第 3層 暗褐色士 IOYR3/4 ローム粒微最混入。

第 4層褐色土 10YR4/4 ローム粒微最混入。

ピット5

第 1層 褐色土 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 2層 暗褐色土 10YR3/4 炭化粒・ローム粒微蓋混入。

第 3層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム粒微址混入、黒色土混入。

ピット6

第 1層 黒色土 IOYR2/l 炭化粒・ローム粒微最混入。

第 2層 黄褐色土 IOYR5/6 炭化粒微量混入。

第 3層 黒褐色士 IOYR2/3 炭化粒•ローム粒微最混入。
第4層 黒色土 10YR2/2 炭化粒・ローム粒微最混入。

ピット9

第 1層 黒褐色土 IOYR2/3 炭化粒・ローム粒徴量混入。

第4号住居跡1
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図25第4号住居跡2
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図26 第4号住居跡3

痕跡や柱材の抜き取り痕が見られることから、柱穴として機能していた可能性がある。出土遺物は見

られないが、第4A号住居跡との新旧関係から縄文時代前期後策～末葉かそれ以前と考えられる。

（坂本）

第5号住居跡 (SI-5) (図27)

［位置］調査区北側の斜面頂部付近、標高39.5-40.0mのBA-58・59に位置する。

［平面形・規模］平面形はほぼ円形で、規模は長軸4.65m、短軸4.30m、推定床面積は約15面である。

［壁・床面］斜面下方の南西側の壁は確認できなかった。壁高は北・東壁20-40cm、南・西壁0-Scm

である。床面はほぼ平坦で、斜面下方の南西側では確認できなかった。

［炉］焼けた痕跡は認められなかったが、住居中央に位置するピットが炉と考えられる。径約90cmの

円形で、 10cmほど掘り込まれている。また、炉と重複して深さ40cmと60cmのピットが掘り込まれてい

る。

［柱穴・ピット］炉と重複して検出したピット 1、2及び壁際に検出したピット3、4が柱穴と思われる。

ピット 1は深さ40cm、ピット2は深さ60cm、ピット3、4は深さ34cmである。さらに南東壁近くに検出し

た小ピットは壁柱穴の可能性が考えられる。深さ20-40cmである。

［壁溝］検出できなかった。

［堆積土］南側では褐色土の堆積が薄く観察できたが、床面の大半を覆っているのは暗褐色土である。

［出土遺物］覆土から25点 (168g)、撹乱から9点 (120g)、床面から2点 (9g)の土器片が出土した。

床面からの出土は流れこみによるものと考えられる。すべて、縄文時代前期後半の土器片である。
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図27第5号住居跡
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第5号住居跡(SI-5)
第 1層 褐色土 !OYR4/6 炭化物少量、ローム粒微量混入。

第2層 暗褐色土 !OYR3/4 ローム粒、炭化物微量混入。黒褐

色土や暗褐色土をまばらに含む。

第3層 にぶい黄褐色土 !OYR4/3 ローム粒、炭化物微量混入。
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ピット1
第 1層褐色土 IOYR4/4 ローム塊混入。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化物混入。

第 3層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム粒混入。

ピット2

第 1層暗褐色土 IOYR3/3 砂粒混入。

第 2層褐色土 IOYR4/4 砂粒混入。

ピット3

第 1層褐色土 IOYR4/6 ローム粒混入。

第2層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒混入。

ピット4

第 1層黄褐色土 IOYR5/6

第2層褐色土 IOYR4/4 ローム粒混入。

炉
第 1層褐色土 IOYR4/4 ローム粒混入。

第 2層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4 粘土質。
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図27 第5号住居跡
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

27-1-3はII3類で、口縁部に単軸絡条体を回転施文し、焼成は堅緻である。1は波状口縁、 3は隆帯上

に刺突が施される。4-8はII7類で、その内5、7は単軸絡条体の施文で、 6は撚戻縄文を斜位に施文し

ている。

石器は剥片石器類が2点出土した。9は撹乱部分から出土した縦型石匙の刃部破片で、裏面には光沢

痕が見られる。10は確認面から出土したスクレイパーである。

［小結］中央に炉と考えられるピットを持つ円形の住居跡である。柱穴配闘ははっきりしないが、炉

のそばや壁際に検出されたピットが柱穴と思われる。また、南西側には壁柱穴と思われる小ピットも

検出されている。構築時期は不明であるが、縄文時代前期中葉～後菓の可能性が高い。 （畠山）

第6号住居跡 (SI-6) (図28・29)

［位猶］調査区北側の斜面、標高39.l-39.7mのAV・AW-51・52に位置する。

［平面形・規模］平面形は隅丸長方形、規模は長軸3.30m、短軸2.62mで、床面積は7.54m'である。

［壁・床面］壁高は北壁50cm前後、東・西壁15-40cm、南壁0-15cmである。床面は若干の凹凸が見ら

れるが、ほぼ平坦である。北西隅の床面は軟らかいが、他の大半は硬く締まっている。

［炉］焼けた痕跡は認められなかったが、床面の中央に位置するピット 1が炉と考えられる。径約41-

45cmの円形で、 10cmほど掘り込まれている。

［柱穴・ピット］炉の近辺から7個、壁際から14個のピットを検出した。このうち、炉の両脇（東西）

に接するように検出したピット2は深さ46cmで、ピット3は深さ49cmである。柱穴と考えられる。また、

炉の北側には深さ 12cmのピット5、南側にば深さ6cmのピット4も検出されているが、柱穴の可能性は

薄い。壁際に検出した小ピットは径5-lOcm、深さ10cm前後である。壁柱穴と思われる。

［壁溝］検出できなかった。

［堆積土］北壁際では浮石粒を多量に含んだ暗褐色土が見られ、南側では第V層を主体とする褐色土

と暗褐色土が見られる。

［出土遺物］床面から床面直上にかけて出土した土器は2点 (30g) あるが、大半は上位から中位にか

けての覆土中からのもので、 108点 (2,516g)の土器片が出土した。すべて縄文時代前期後半の土器

片である。29-1-11は口縁部に単軸絡条体を回転施文する Il3類である。単軸絡条体第1類を施文する

もの (3)、lA類を施文するもの (1・2)、5類を施文するもの (5)、6A類を施文するもの (4・6-

8・10・11) に分けられる。単軸絡条体施文後に縄文を押圧する3・4や隆帯を持つ7・8がある。波状

口縁が多く、 3・8以外はこれに当てはまる。1・2は胎土や文様構成から同一個体である。9は2条の隆

帯を持つものである。10・11は口縁部文様帯と胴部との境界付近の破片で、原体の施文方法に1・2と

の共通性がみられる。12・13は複節縄文を施文する Il5類で、胴部の14も胎土等から同一個体と考え

られる。外面に炭化物が多く付着し、摩耗が激しい。15-19はIl7類で、複節縄文を施文する15・

16・18、単軸絡条体を施文する17、撚戻縄文を施文する19がみられる。15・16は原体の施文方法等に

共通性がみられる。

石器は剥片石器類5点、礫石器類1点が覆土から出した。剥片石器類はRフレイク1点 (20) とフレ

イク4点である。礫石器類は刃部を欠損した磨製石斧 (21) で側面に擦切痕を残している。石材は緑

色細粒凝灰岩である。
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[小結]中央に炉と考えられるピットを有する隅丸長方形の住居跡である。炉の両脇に検出された2個

のピットは柱穴の可能性が高い。構築時期は不明であるが、縄文時代前期中葉～後葉と考えられる。

(畠山)

図28第6号住居跡1
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第3編岩渡小谷(4)遺跡

［小結］中央に炉と考えられるピットを有する隅丸長方形の住居跡である。炉の両脇に検出された2個

のピットは柱穴の可能性が高い。構築時期は不明であるが、縄文時代前期中葉～後薬と考えられる。

（畠山）
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第6号住居跡(SI-6)
第 1層 黒褐色土 7.5YR3/2 浮石粒、炭化物混入。
第2層褐色土 7.5YR4/4 チビキ浮石主体。炭

化物混入。
第3層 暗褐色土 7.SYR3/3 浮石粒少量混入。
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図28 第6号住居跡1
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図29第6号住居跡2
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

第7号住居跡 (SI-7) (図30・31)

［位置］調査区北側の斜面、標高37.4~38.4mのAU・A V -54・55に位置する。

［平面形・規模］平面形はほぼ円形、規模は長軸5.77m、短軸5.20mで、床面積は21.98m'である。

［壁・床面］北壁lOO~llOcm、東・西壁lO~lOOcm、南壁12~20cmである。斜面上方ではlm以上掘り

込まれている。床面には若干の凹凸が見られるが、ほぼ平坦で硬い。

［炉］住居の中央に位置する（ピット 1)。長軸83cm、短軸77cmのやや不整な楕円形で、 18cm掘り込ま

れている。炉の東側には、炭化物と焼士が確認されている。

［柱穴・ピット］炉から約50cm前後離れた場所に3個のピット（ピット2~4) が検出された。深さ45~

64cmで、柱穴の可能性が高い。また、壁際には径15~20cm、深さ10~40cm前後のピットが巡って検出

された。壁柱穴と考えられる。なお、この壁柱穴は北壁側では100~117cm、南側では70~90cmの間隔

で巡っている。また、壁際からやや内側に検出したピット 5、7~9は、内側に傾斜するように掘り込

まれていた。

［壁溝］検出できなかった。

［堆積土] 12層に分層できた。床面を覆っているのは第8・9層の褐色土と第10層の暗褐色土である。

第8層は中央付近では千曳浮石が主体であり、壁際ではシラス質の土が主体である。この上位には千

曳浮石相当の土を多量に含んだ暗褐色上（第4層）の堆積が見られ、人為的な堆積状況である。なお、

最上位に見られる暗褐色土と黒褐色土は基本層序の第II層、 1II層に類似し、自然堆積と考えられる。

［出土遺物］少量の遺物が出土した。土器は覆上から40点 (686g)、床面から3点 (30g) 出土した。

31-2がII3類、 3~5・8はII7類、 6・7はIII9類、 1はN4類と考えられる。胎士や原体の共通性から3・4、

5・8、6・7はそれぞれ同一個体と考えられる。2は隆帯を持ち口縁部・胴部・隆帯に単軸絡条体を回

転施文している。隆帯には円形の刺突も施される。II7類はすべて複節縄文を施文している。6・7は

太い結束縄文を回転施文している。1は薄手の無文土器で胎土に繊維を含まないことから、 N4類と考

えられる。

石器は剥片石器類5点、礫石器類3点である。剥片石器類は石匙1点、スクレイパー2点 (10)、フレ

イク3点である。礫石器類は敲磨器2点 (11・12)、搬入礫（柱状節理、流紋岩） 1点である。9は縦型

石匙で、つまみ部（頭部）と先端部を欠損している。床面からの出土である。敲磨器の12はピット 9

から出土した。端部に敲打痕、平坦面に敲打痕と擦痕が見られ、平坦面もスリ石として利用されてい

た可能性が高い。器面はきわめて滑らかであり、破損面の稜線が摩滅していることから、破損後も利

用されていたことがわかる。石材は輝緑岩である。 11は両面に浅い凹孔が見られる凹石であり、器面

は滑らかである。石材は流紋岩である。

［小結］中央に炉を有する円形の住居跡である。炉を囲んで3個の柱穴が三角形に位置し、壁際に壁柱

穴が巡る構造と思われる。壁柱穴も比較的規則的に配置されている。構築時期は不明であるが、流れ

込みと考えられる第III・N群土器以外の出土遺物から縄文時代前期中薬～後葉の可能性がある。

（畠山）
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第 1層 暗褐色土 !OYR3/4 基本層序 11層相当。

第 2層 黒褐色土 !OYR2/3 基本層序III層相当。

第 3層 褐色土 !OYR4/4 基本層序VII層にシラス質の土が混在。
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第 5層 褐色土 !OYR4/6 浮石粒、炭化物微饂混入。

第 6層 褐色土 IOYR4/6 浮石粒、炭化物微量混入。

第 7層 にぶい黄橙色土 !OYR6/4 

第 8層 褐色土 IOYR4/4 浮石粒少量混入。 中央にチビキ浮石、
壁際にシラス質の土が多い。
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ピット2

第 1層褐色土 10YR4/4 ローム質。

ビット3

第 1層 にぷい黄褐色土 10YR4/3 

第 2層 にぶい黄褐色土 lOYRS/4 

ピット4

第 1層暗褐色士 IOYR3/3

第 2層褐色土 IOYR4/4

第 3層 にぶい黄褐色土 IOYR5/3 シラス質。

ビット5
第 1層黄褐色土 IOYR5/6

ピット6

第 1層褐色土 IOYR4/6

第 2層褐色士 IOYR4/4
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図30 第7号住居跡1
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図31第7号住居跡2
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第3編岩渡小谷(4)遺跡
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第8号住居跡(SI-8)(図32)

[位置]調査区北側の斜面、標高36.1～36.6mのAU-59に位置する。

[平面形・規模]平面形は長方形、規模は長軸3.00m、短軸2.20mで、床面積は5.44㎡である。

[壁・床面]北壁60～70㎝、東・西30～60㎝、南壁30㎝前後である。床面はほぼ平坦で、北側から南

側へとやや傾斜している。

[炉]焼けた痕跡は認められなかったが、床面の中央に位置する楕円形のピット2が炉と考えられる。

長軸34㎝、短軸28㎝で、深さ12㎝である。

[柱穴・ピット]炉の西側に近接して検出したピット1が柱穴の可能性がある。深さ60㎝である。また、

壁際では3個の小ピットを検出した。深さ4～10㎝である。

図32第8号住居跡

一52一

岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第8号住居跡 (SI-8) (図32)

［位置］調査区北側の斜面、標高36.1~36.6mのAU-59に位置する。

［平面形・規模］平面形は長方形、規模は長軸3.00m、短軸2.20mで、床面積は5.44m'である。

［壁・床面］北壁60~70cm、東・西30~60cm、南壁30cm前後である。床面はほぼ平坦で、北側から南

側へとやや傾斜している。

［炉］焼けた痕跡は認められなかったが、床面の中央に位置する楕円形のピット2が炉と考えられる。

長軸34cm、短軸28cmで、深さ12cmである。

［柱穴・ピット］炉の西側に近接して検出したピット 1が柱穴の可能性がある。深さ60cmである。また、

壁際では3個の小ピットを検出した。深さ4~10cmである。
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第8号住居跡(SJ-8)
第 1層 暗褐色土 !OYR3/3 炭化物、ローム粒少量混入。
第2層褐色土 !OYR4/6
第 3層褐色土 IOYR4/4 チビキ浮石粒・塊多量、粘

土塊少量混入。
第4層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 砂質。

ビット1

第 1層褐色土 !OYR4/6 ローム粒少量、炭化物混入。

ピット2

第 1層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4 炭化物少量混入。

床面，S-3

図32 第8号住居跡
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第3編 岩渡小谷(4)遺跡

［壁溝］検出できなかった。

［堆積土]4層に分層できた。最下層の第4層は床面の中央付近に部分的に見られるものである。床面

を広く覆っているのは、第V層を起源とする浮石粒や大小のブロックを多量に含んだ褐色土（第3層）

で、とくに壁際に厚い。人為堆積の可能性がある。

［出土遺物］出土遺物は少ない。土器片は覆土から7点 (74g)、床面から1点 (8g) 出土した。32-

2・3はII3類、 1・4・6-8はII7類である。単軸絡条体を施文するものがほとんどである。II3類は単

軸絡条体施文後、口唇部直下に縄文を押圧している。2は波状口縁である。II7類は単軸絡条体第1類

を縦に回転施文する。1は摩耗が激しく、縄文原体がはっきりしなかった。

石器は覆土から Uフレイク1点、フレイク3点、床面直上から礫石器類2点と自然礫3点が出土した。

礫石器類は敲磨器 (10) と搬入礫 (9) である。10は両端に敲打痕、両平坦面には複数の凹孔が見ら

れるものである。凹孔にはアバタ状のものとすり鉢状になっているものとがある。器面は滑らかで、

石材は流紋岩である。9は流紋岩の柱状礫で、器面は滑らかに整形されている。

［小結］中央に炉と考えられるピットを有する長方形の住居跡である。炉に近接したピットが柱穴と

考えられる。構築時期は、床面出土遺物から縄文時代前期中莱～後策と思われる。 （畠山）

第9号住居跡 (SI-9) (図33・34)

［位置と確認］北側丘陵上の標高36.0-37.0m、AV・AW-57・58に位置する。第W層上面で黒褐色

の楕円形の広がりを確認した。堆積土上位の同一層位から焼土や炭化材が検出され、このほかに縄文

時代後期と考えられる遺物が出土したため、縄文時代後期の段階でこの面を使用していることが分か

った。さらに規模や形状、焼土や炭化材などから焼失家屋の可能性が高かったため、住居番号を付し

て調査を行った。

［重複］第15号住居跡堆積土中に本住居跡が掘り込まれており、これよりも新しい。

［平面形・規模］明瞭に検出出来なかったため、若干規模や形状は本来のものと異なっている可能性

が高い。平面形が楕円形、規模が開口部長軸4.22m、短軸3.30m、床面が長軸3.9m、短軸3.2mで、床

面積は約10.11面である。

［壁・床面］壁は明瞭には確認できなかったが、土層断面の観察から、北壁でやや直線的に立ち上が

り、東西壁では緩やかに立ち上がる。南側斜面下部は壁の立ち上がりを確認出来なかった。壁高は北

壁60cm、東壁10cm、西壁20cmである。床面は明瞭でなく、起伏が見られる。

［焼上］住居跡中央に長軸1.4m、短軸84cmの不整形な焼土範囲を確認した。この焼土はピット上部で

確認されたものもあり住居焼失時のものと思われる。ただ、焼土の範囲が広く、被熱の深度が深かっ

たため、 一部地床炉として機能していた可能性もある。両者の区別ははっきりしなかった。

［柱穴・ピット]11個検出し、柱穴と考えられるものは位置や規模から想定することが出来なかった。

ピットは平面形が円形～楕円形で、径14-40cm、深さ14-50cmである。堆積土は地山とほぼ同色であ

り、この土を埋め戻したと考えられる。

［堆積土］黒褐色土と暗褐色土主体の5層に分けられる。1層は黒褐色土主体であり、自然堆積と考え

られる。2層以下は黒褐色土ブロックを多く混入しており、炭化材を混入した堆積土の可能性が高い。

4層は焼土範囲の堆積土である。
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図33第9号住居跡1
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第9号住居跡(SI-9)
第 1層黒褐色土 IOYR2/3
第2層黒色土 IOYRl.7/1
第 3層暗褐色土 IOYR3/3
第 4層明褐色土 7.5YR5/8
第 5層明褐色土 IOYR2/3

炭化粒・ローム粒・焼土粒微量混入。

炭化粒・焼土粒微量混入。

炭化粒・ローム粒微量混入。

炭化粒・ローム粒・焼土粒徴量混入。

黒褐色土炭化粒・ローム粒微量混入。
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ビット1

第 1層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 2層褐色土 IOYR4/6 炭化粒•ローム粒微量混入。

ピット2

第 1層 暗褐色土 10YR3/3 ローム塊との混合土、炭化粒・

焼土粒微量混入。

ピット3

第 1層
ビット4

第 1層 黒褐色土 IOYR2/3 ローム粒・炭化粒微量混入。

ビット7

第 1層 黒褐色土 IOYR2/2 炭化粒・ローム粒微量混入。

ピット8

第 1層 黒褐色土 IOYR2/2 炭化粒・ローム粒微量混入。

ピット9

第1層 黒褐色土 IOYR2/2 炭化粒・ローム粒微量混入。

ピット10
第 1層 黒褐色土 IOYR2/2 炭化粒・ローム粒微量混入。

暗褐色土 10YR3/4 炭化粒・ローム粒微量混入。
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

乙
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5cm 

図34 第9号住居跡2

［炭化材］住居跡中央から北側にかけ

ての範囲で多量の炭化材が出土してい

る。現存する規模は長さ lOcm-1m、

幅5-lOcmでいずれも角材と考えられ、

住居跡の屋根材（垂木？）に使用され

ていたと考えられる。

［出土遺物］土器は133点、 1,014gで、

剥片類4点、礫類5点、軽石製品2点が

出土している。ほとんどが覆土中から

の出土である。上器は縄文時代後期・

中期と前期が混在している状況であ

る。炭化材が出土した同一層位からほぼ完形の壷形土器2点 (33-1・3)、略完形の鉢1点 (33-2) が出

土している。壷形土器は、磨消縄文で、縄文施文の後、沈線で横位の区画文の間に波状の文様を巡ら

している。鉢形土器は一部に単節縄文を縦位にしている。33-4は別個体の壷形土器の一部と考えられ

る。33-5・6はII5類で、 33-5は薄手で口縁部に縄文を押圧している。33-6は摩耗が激しい。33-7~11は

II7類で、 33-7・8は結束縄文と単節縄文を施文している。33-7と33-10は胎土や原体に共通する部分が

みられる。このほか単節縄文を施文する33-11や複節縄文を施文する33-9がみられる。33-12は胎土に

繊維を含まず、焼成も堅緻なことから ffi9類と思われる。底部の33-13・14は無文で、外面に丁寧なミ

ガキがみられ、同一個体と考えられる。

石器は縦型石匙1点 (34-1)点とフレイク3点が出土した。34-1は石匙の刃部片で、つまみ部分を欠

損している。裏面に光沢痕が見られる。礫石器類は出上しなかったが、覆土からは小礫片や拳大の焼

礫が2点出土している。また、第1層と第2層から軽石製品が2点出土した。34-2は台形、 34-3は長方形

を呈している。

［小結］本住居跡は第15号住居跡堆積土中に構築された住居跡である。出土遺物から縄文時代後期前

葉～中葉と考えられる。 （坂本）
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第10号住居跡 (SI-10) (図35)

［位罹］北側丘陵上の標高41.0m、BC・BD-54に位寵する。

［重複］第3号竪穴住居跡よりも新しく、第6号上坑よりも古い。

［平面形・規模］平面形が隅丸方形、規模が開口部長軸2.9m、短軸2.55m、床面長軸2.8m、短軸2.45

mで、床面積は5.70面である。

［壁・床面・固溝］壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は北壁70cm、東壁40cm、南壁40cm、西壁40cmで

ある。床面は北東側に傾斜し、やや起伏がある。南から西側にかけて周溝がみられ、全長約3m、幅

約5cm、深さ約3cmである。

［炉］検出されなかった。

［柱穴・ ピット]5個検出したが、柱穴かどうかは確認出来なかった。東壁際の2基は壁柱穴の可能性

がある。これは平面形が楕円形で、規模が長軸約24cm、深さがそれぞれ13・20cmのピットである。

この他のピットは径11-32cm、深さ11-34cmである。住居中央付近の床面や壁際で小穴が検出された

が、深さが1・2cmであり、住居使用時に機能したかどうかは不明である。

［堆積土］黄褐色土主体の3層に分けられる。全体的に地山の土に類似している。

［出土遺物］土器は小片1点、石器は第2層からスクレイパーの破片が出土しただけである。

［小結］重複関係から縄文時代前期後蕪～末葉かそれ以前と考えられる。 （坂本）
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第10号住居跡(SI-10)

1 第 1層 黄褐色士 10YR5/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

"'I -
第 2層 黄褐色土 10YR5/8 炭化粒微量混入。

ー 第 3層褐色土 10YR4/6 ローム粒微量混入。
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第 1層 灰黄褐色士10YR6/2 黄褐色土との混合士。

第 2層褐色土 10YR4/6 炭化粒微量混入。
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図35 第10号住居跡
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第11号住居跡 (SI-11) (図36-39)

［位置］北側丘陵斜面上の標高34.0-35.0m、AR・A S -59・60に位置する。

［重複］なし。

第 3編岩渡小谷(4)遺跡

［平面形・規模］住居西側を掘りすぎているが、概ね平面形が隅丸方形と考えられ、規模が一辺4.74

mで、床面積は24.93m'である。

［壁・床面］壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は北壁71cm、東壁69cm、南壁32cm、西壁不明である。

床面はほぼ平坦である。

［炉］住居跡中央に、径約70cmの不整円形な浅い窪みが検出された。堆積土には炭化粒を含む。この

東側に長楕円形のピットが検出されている。規模は長軸40cm・短軸20cm・深さ31cmで、堆積状況から

このピットが同時に使用された可能性が高い。

［柱穴・ピット]12個検出し、位置と規模から4個は主柱穴、 5個は壁柱穴の可能性が考えられる。主

柱穴と考えられるものはピット 1-4で、平面形が円形・方形で、径26-34cm、深さ60-64cmの規模で

ある。ピットの間隔は、ピット 1・2で2m、ピット2・4で2.2m、ピット 4・3で1.94m、ピット 3・1で

2.32mであり、これらをすべてつないだ形状はほぼ長方形を呈する。堆積土は褐色土からにぶい黄褐

色土が主体で、住居堆積土と同質の土であり、埋め戻された可能性が高い。ピット6・7は住居東側の

ピット3・4を結んだ線と壁の中間に位置することから主柱穴の補助的役割を果たした可能性がある。

壁柱穴は、北東側から多く検出され、平面形が円形、規模は径6-18cm前後、深さ2-8cmである。1基

のみが西側に見られるが、壁柱穴の間隔は60cm-l.6mである。これらは壁に接した住居床面で確認

されており、ほぼ垂直に掘り込まれている。

［堆積土］褐色土からにぶい黄褐色土主体の15層に分けられ、褐色土主体のロームブロックを多く混

入した堆積土であり、住居全体が埋め戻されている可能性が高い。住居東壁付近で約50cmの不整形な

範囲の焼土ブロックを含む堆積土を検出している（図37)。

［炭化材］北側の床面から、長軸56cm、短軸42cmの範囲で炭化材を検出した。

［出土遺物］土器は230点、 2,964gが出土している。堆積土上位から中位にかけてが最も多く、とく

に1層・ 10層から出土している。土器は口縁部文様帯に結束第1種を横位に施文し、縄文の側面圧痕で

文様帯を区画する Il4類が主体を占める。37-1-3、38-1はII4類で、口縁部に結束第1種を回転施文し、

胴部との文様帯境界に縄文を押圧している。38-3・4・7・8・10はII3類、 38-9・11・12がII5類、 38-

5・6がIl6類、 38-13-23がII7類である。II3類は口縁部に単軸絡条体を回転し、縄文を押圧している。

隆帯を貼付けるものは38-7・8・10で、隆帯上に円形剌突を施すもの (38-7) ・縄文を押圧するもの

(38-10)、口縁～胴部に単軸絡条体を回転するもの (38-8) がある。II5類の38-11は口縁部に単軸絡条

体を押圧する。38-9は摩耗が激しく、原体が不明であるが、隆帯を持つことから口縁部付近の破片と

考えられる。複節縄文を回転施文する38-5もみられる。内外面に炭化物が付着し、摩耗が激しい。II

7類は、複節縄文を施文するもの (38-13・14・20・21)、単軸絡条体を施文するもの (38-15-18・23)、

結束縄文・単節縄文を施文する38-19・22がみられる。38-22は摩耗が激しく原体等ははっきりと確認

できなかった。

石器は剥片石器類33点、礫石器類5点が出土した。剥片石器類は石鏃1点 (39-1)、縦型石匙4点 (39-

2-6)、スクレイパー11点 (39-6・8・9)、Rフレイク2点 (39-13)、Uフレイク1点、フレイク13点、
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図36第11号住居跡1
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第 1層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 
炭化粒・ローム塊微量混入。

第2層黄褐色土 IOYR5/6
炭化粒少量・ローム粒中量混入。

第3層褐色土 IOYR4/4
ローム塊微量混入。

第4層暗褐色土 IOYR3/4
ローム塊微量混入。

第5層黄灰色土 2.5YR4/1
さらさらしている。

第 6層黒褐色土 IOYR2/3
炭化粒・ローム粒微量混入。

第11号住居跡(SI-11)

第 1層褐色士 IOYR4/4 ローム塊との混合士。

第2層 にぶい黄褐色土 IOYRS/4 ローム塊少量・炭化粒微量混入。

第 3層 黒褐色土 IOYR2/3 ローム塊・ローム粒との混合土、炭化粒微量混入。

第4層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム塊・ローム粒との混合土。

第5層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 ローム塊・炭化粒微量混入。

第 6層 褐色土 IOYR4/4 ローム塊・炭化粒・焼土粒微量混入。

第 7層 黄褐色土 IOYRS/6 ローム塊・褐色土との混合士、炭化粒微量混入。

第 8層 にぶい黄褐色土 IOYRS/4 ローム塊中量・炭化粒微量混入。

第 9層 黄褐色土 IOYRS/6 褐色土・ローム塊との混合土。

第10層 褐色土 IOYR4/4 ローム塊・ローム粒との混合土、炭化粒微量混入。

第11層 褐色土 IOYR4/6 ローム塊・ローム粒少量混入。

第12層 黄褐色土 IOYRS/6 ローム塊・ローム粒少量混入。

第13層 褐色土 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

第14層褐色土 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

第15層 明黄褐色土 IOYR6/6 ローム塊・ローム粒との混合土、砂礫微量混入。

ビット1

第 1層 褐色土 IOYR4/4 ローム塊少量・炭化粒微量混入。かたくしまりあり。

第2層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4 ローム粒中量・炭化粒微量混入。

ビット2

第 1層 褐色土 IOYR4/6 ローム粒・ローム塊微量混入。

第2層 黄褐色土 IOYR5/6 ローム粒・ローム塊中量、

炭化粒微量混入。

第 3層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4 ローム塊粒中量混入。

ピット3

第 1層 褐色土 IOYR4/4 ローム主体、ローム塊との

混合土炭化粒少量混入。

ピット4

第 1層褐色土 IOYR4/6 ローム粒多量混入。

第2層 黄褐色土 IOYRS/6 ローム塊・ローム粒中量混入。

ピット6

第 1層褐色土 IOYR4/6 ローム塊微量混入。

ピット7
第 1層 明黄褐色土IOYR6/6 ロームプロック微量混入。

第2層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒微量混入。

第3層 黄褐色土 IOYRS/6 ローム粒微量混入。

第4層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4 ローム粒微量混入。

図36 第11号住居跡1
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図37第11号住居跡2
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図38第11号住居跡3
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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石核1点(39-15)である。石鏃は平基無茎鏃である。石匙の39-4とスクレイパーの39-8の裏面には光
沢痕が見られる。礫石器類は磨製石斧1点(38-25)、敲磨器2点(38-24・26)、搬入礫1点(38-27)で
ある。磨製石斧は輝緑岩を石材とし、刃部には使用擦痕が垂直に見られる。38-26は全体にスリ整形
が施されている磨石で、石材は安山岩である。38-24も安山岩を石材としているが、整形は敲打によ

っている。搬入礫は柱状節理の流紋岩で、無加工である。

[小結]出土遺物から、縄文時代前期後葉かそれ以前と考えられる。(坂本)

図39第11号住居跡4

一61一

第3編岩渡小谷(4)遺跡

石核1点 (39-15) である。石鏃は平甚無茎鏃である。石匙の39-4とスクレイパーの39-8の裏面には光

沢痕が見られる。礫石器類は磨製石斧1点 (38-25)、敲磨器2点 (38-24・26)、搬入礫1点 (38-27) で

ある。磨製石斧は輝緑岩を石材とし、刃部には使用擦痕が垂直に見られる。 38-26は全体にスリ整形

が施されている磨石で、石材は安山岩である。 38-24も安山岩を石材としているが、整形は敲打によ

っている。搬入礫は柱状節理の流紋岩で、無加工である。

［小結］出土遺物から、縄文時代前期後葉かそれ以前と考えられる。 （坂本）
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第12号住居跡 (SI-12) (図40)

［位置］調査区北側の斜面、標高38.5-39.0mのAV-52・53に位置する。

［重複］第2号・第5号土器埋設遺構と重複しているが、新旧関係は不明である。

［平面形・規模］全体を検出できなかったが、平面形は長方形か楕円形と思われる。規模は長軸5.5m

前後、短軸2m以上と思われる。

［壁・床面］壁、床面とも斜面上方の北側の部分しか確認できなかった。北壁は20cm前後の高さしか

検出できなかったが、テラス状になっている部分を検出した。幅約20cm、長さ2.5mで、床面とは3-

7cmの高低差がある。床面はほぼ平坦であるが、いくぶん斜面下方側へ傾斜している。

［炉］床面の中央付近に位置している。現状で長軸60cm、短軸45cmの不整形であるが、撹乱のため本

来の形状は不明である。6cmほど窪んでおり、底面には焼けた痕跡が部分的に認められる。

［柱穴・ピット］壁際や床面から20個のピットを検出した。北壁際のピットは約70cm間隔で5個検出さ

れている。深さ16-25cmである。床面からは15個のピットが検出されたが、特に炉の周辺に多い。柱

穴配腐は不明である。

［壁溝］検出できなかった。

［堆積土］ローム粒を含んだ暗褐色土の堆積が確認できただけである。

［出土遺物］若干の遺物が出土した。土器片は覆土から33点 (362.9g)、床面直上から7点 (85.4g)、

床面から21点 (376.8g)が出土した。 II3類が40-5・6・8、II5類が3でこのほかはすべて II7類である。

5・6は同一個体で、単軸絡条体を回転施文するやや薄手の土器である。3は口唇部が破損しているが、

器形から口縁部と考えられる。単軸絡条体を回転施文する。II7類は単軸絡条体を施文するもの (4.

7・9・14・15・18)、複節縄文を施文するもの (1・2・10・12・16・17) に大きく分けられる。13は

撚戻縄文、 15はおそらく単軸絡条体施文と思われる。

石器は、北西隅から23点のフレイクがまとまって出土したほかに、覆土からフレイク1点、床面直

上から石1Il1の破片1点 (19) と搬入礫1点が出土した。石1Il1は両面が使用されたもので、中央付近が窪

んでかなりすり減っている。石材は安山岩である。搬入礫は流紋岩の破片で、沢から出土したものと

接合している。

［小結］掘り込みの浅い住居跡であるため、全体を確認することができなかった。床面出土土器はII7 

類であり、構築時期は縄文時代前期後半と思われる。 （畠山）

第13号竪穴住居跡 (SI -13) (図41-44)

［位置］北側丘陵上の標高34.0-35.0m、AR・A S -57・58に位置する。

［重複］東壁の上部が第14号竪穴住居跡と重複し、これよりも古い。

［平面形・規模］平面形が隅丸長方形、規模が長軸6.06m、短軸4.54mで、床面積は23.49m'である。

［壁・床面・周溝］壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は北壁79cm、東壁67cm、南壁27cm、西壁61cmで

ある。床面はほぼ平坦である。炉の南東側と北西壁に接して貼り床の範囲を確認した。炉の南東側は

長軸2.8m・ 短軸1.74mの不整形であり、北西壁では長軸1.34m・短軸1.lmの不整方形である。厚さは

ほぼ5cm前後で第X層土と暗褐色土が2-3層程度の互層になっている。また、炉を縦断するように掘

り込まれた2条の溝を検出した。いずれも長さ約lm、幅6-lOcm、深さ3-8cmである。炉と接した南
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図40第12号住居跡
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

側の溝は貼床検出面で確認しており、炉とほぼ同時期に使用した可能性が高い。

［炉• その他］住居跡中央に長軸1.04m・ 短軸84cm・深さ16cmの土坑を検出した。土坑の位置と堆積

土に炭化粒を含むことから炉と考えられる。この他炉の北東壁に接してピット状に若干深く掘り込ま

れた痕跡が見られた。また、住居跡の長軸線上に平面形が方形で長軸30cmの焼土範囲を確認し、この

焼土範囲の直下から長軸50cm・短軸41cmの長方形のピットを確認した。この堆積土中からは灰や炭化

種子が検出されている。このピットは、堆積状況から掘り方の東半分を最初に掘り込んで、繰り返し

使用したと考えられ、灰と互層になる堆積状況を示す。この東半分にある程度土が堆積したところで

西半分にも同様の掘り込みを構築している。こちらも灰と互層になる堆積状況を示す。炭化種子や灰

は東側及び西側から多く出土している。炭化種子は10数点出土し、残存規模は径1cm前後である。

［柱穴・ピット]37個検出し、 14個は位置と規模から壁柱穴、 5個は主柱穴の可能性が考えられる。14

個の壁柱穴は、規模にバラッキがあり、径10cm前後のものから径28cm、深さ5-47cmのものまで様々

である。東壁及び西壁の壁柱穴の間隔は1.04-l.4m、北壁の壁柱穴間隔は46-79cmである。北壁側の

壁柱穴は他と比較して規模が小さいのが特徴である。柱穴は地面に対してほぼ垂直に掘り込まれてい

るのが大半で、南墜柱穴や西壁柱穴の一部に斜めの掘り込みが見られるのみである。

主柱穴と考えられるのはピット 1-4で平面形が円形、規模は径25-38cm、深さ60-76cmである。柱穴

の間隔はピット 1・2が2.32m、ピット2・4が1.8m、ピット4・3が2.66m、ピット3・1が2.16mであり、

桁と梁同士の形状はほぼ長方形となる。堆積土は地山とほぼ同色であり、この土を埋め戻したと考え

られる。ピット 1-3は掘り込みが地面に対して斜めであり、住居跡の内側に柱が傾くと考えられる。

また、炉脇に近接して東西に各1基ずつピットが検出されており、他住居跡の検出例からこれも主柱

穴かそれに準ずる役割があったと思われる。

［堆積土］褐色土から暗褐色土主体の8層に分けられる。堆積土上位は黒褐色土主体、堆積土中位から

下位は褐色土が主体である。堆積土全体にロームブロックを多量に含み、埋め戻しの可能性が高いと

考えられる。

［出土遺物］土器は319点、 5,476g、このほか剥片27点、礫類15点が出土した。1・2層でその大多数

を占め、住居跡北側の上位から中位にかけて上器片を主体とした遺物が多く出土した。42-1はほぼ1

個体の土器が住居跡北側の堆積土下位から検出されている。これらの遺物は住居跡内を埋め戻した際

もしくはその後に混入した可能性が高い。II3類は42-2-8で、口縁部に単軸絡条体を回転施文するも

の (42-2-6)、隆帯を持つもの (42-5・8)、縄文原体を押圧して文様帯を区画するもの (42-7) がみ

られる。II4類は43-1-4で、結束縄文を回転施文し、その上から縄文を横走させている。II5類は43-5

-7で、口縁部に単軸絡条体を押圧している。43-9はII6類で、口唇部を面取りし、複節縄文を施文し

ている。 II7類は、単軸絡条体第1類を施文するもの、単軸絡条体第5類を施文するもの、複節縄文を

施文するものなどに分かれる。43-23・25などの底部は内面に炭化物が多量に付着している。43-19は

胎土に繊維を含まず、焼成も堅緻であることから、 III6類かIII7類と考えられる。地文縄文施文後、浅

＜沈線を描く 。43-11は横位にハケメ状の沈線を施文し、 Nl類と考えられる。

石器は剥片石器類27点、礫石器類5点である。剥片石器類は縦型石匙5点 (44-1-5)、スクレイパー

4点 (44-6・8-10) フレイク3点、 Uフレイク4点 (44-11)、フレイク10点、不明1点 (44-7) である。

43-27は住居跡床面北東側の浅い長方形のピット底面から出土した。44-1は両面加工により石錐状に加
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第13号住居跡(SI-13)

第 1層 暗褐色土 IOYR3/3 炭化粒・ローム粒・ローム塊微量混入。

第 2層 褐色土 IOYR4/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 3層 黄褐色土 IOYR5/8 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 4層 褐色土 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 5層 暗褐色土 IOYR3/3 黄褐色土との混合土、ローム粒微量混入。

第 6層 褐色土 IOYR5/6 炭化粒少量混入。ローム塊との混合士。

第 7層 にぶい黄褐色士 IOYR5/4 炭化粒微葦混入。

第 8層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム塊・炭化粒微量混入。

炉脇ピット、ピット51・52上部

第 1層 黄褐色土 IOYR5/6 白色粘土塊・砂礫•赤色粒（鉄分）微量混入。
第 2層 褐色士 IOYR4/6 白色粘土・炭化粒・焼土粒微量混入。

炉

第 1層 褐色土 IOYR4/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 2層 黄褐色土 IOYR5/6 ローム粒微量混入。

第 3層 暗褐色士 IOYR3/3 炭化粒・ローム粒微量混入。

ピット1

第 1層 褐色土 IOYR4/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 2層 黄褐色土 IOYR5/6 浮石微量混入。

ピット2

第 1層 褐色土 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

ピット3

第1層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

ピット4

第 1層 褐色土 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 2層 褐色土 IOYR4/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 3層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 ローム粒微量混入。

第 4層 褐色土 IOYR4/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

ピット51
第 1層 黄褐色土 IOYR5/8 炭化粒（炭化種子）・浮石・

白色粘土粒・灰？微量混入。

第 2層 明黄褐色土IOYR6/6 炭化粒・白色粘土粒微量混入。

ピット52
第 1層 明褐色土 7.5YR5/8 白色粘土粒・灰・

炭化粒（炭化種子）微量混入。

第 2層褐色土 7.5YR4/6 灰・炭化粒・

白色粘土粒微量混入。

第3層 にぶい黄褐色土 IOYR6/4 砂礫微量混入。

図41 第13号住居跡1
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図42第13号住居跡2
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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工された石匙で、先端部には光沢痕と摩耗痕が見られる。また、44-2・3・5の裏面にも光沢痕が見ら

れる。さらに44-9のスクレイパーの刃部裏面にも刃部に沿って幅の狭い光沢痕が観察されている。ま

た、44-10は両面加工の石器で、石槍か石箆の基部の可能性がある。器種不明の44-7は分厚い石器で、

左側縁に微細剥離が見られる。急斜度の調整が見られ、このままで利用された可能性が高いが、未製

品の可能性もある。礫石器類は敲磨器2点、半円状扁平打製石器1点、石皿1点、台石1点(43-28)で

ある。敲磨器は磨石1点(43-27)と凹石の破片1点である。また、43-26は石皿の破片で、両面に擦痕

図44第13号住居跡4
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

が明瞭に観察されることから、砥石として利用されていた可能性もある 。43-28は中央に大きな凹孔

が認められる台石である。43-26は安山岩、 43-28ば凝灰岩を石材としている。

［小結］炭化種子については次年度の種子の項目でまとめて報告することとする。炉を縦断する溝に

ついては、当初、占い段階の住居跡の壁溝と考えたが、隣接する第14号住居跡でも同様の溝が検出さ

れているため建て替え等はなかったと判浙した。住居跡の構築時期は出土土器から縄文時代前期中葉

～後薬と考えられる。 （坂本）

第14号住居跡 (SI-14) (図45-52)

第14号住居跡は同じ場所で繰り返し建て替えが行われたと考えられるため、住居跡の最も新しいも

のから順に第14A・ 第14B・ 第14C号住居跡として報告する。床面のピットがどの住居跡に伴うのか、

繰り返し使用したものか不明なものも多いため、各々の住居跡に伴う可能性の裔いピットを掲載した。

全ピットは掘り方の図面でまとめて掲載することとする。

第14A号住居跡

［位置］北側丘陵斜面上の標高34.0-35.0m、AQ・A R-55-57に位置する。

［重複］第13号住居跡と本住居跡の西壁の一部が重複し、これよりも新しい。

［平面形・規模］平面形が楕円形、規模が開口部長軸7.96m、短軸6.3m、床面長軸7.84m、短軸6.2m

で、床面積は36.80面である。

［壁・床面］壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は北壁46-85cm、東壁24-77cm、南壁0-24cm、西壁5

-34cmである。南壁の一部は斜面下部にあたり、崩落もしくは削平のため検出できなかった。床面は

第X層に構築されており、ほぼ平坦である。炉の周辺から住居跡北西側、北東側主柱穴の周辺、南西

側主柱穴の周辺、住居跡南東側に貼床範囲を確認した。規模は炉の周辺のものが最大で、長軸3.3m、

短軸2.8m、この他の範囲はlm前後である。貼り床は明黄褐色土・黄褐色土・褐色上の互層となって

おり、確認できただけで5層に分層できた。全体の厚さは約5cmである。

［溝］壁に沿って一部周溝が検出された。北壁から北東にかけての壁で長さ7.8m、幅10cm、深さ5-8

cmである。また、炉を中心として3方向に広がる溝を3条検出した。それぞれ、北西壁から炉に向かっ

て掘り込まれているもの、北東壁から炉の中心に向かって掘り込まれているもの、炉の中心から南壁

方向に掘り込まれ、そのまま沢に向かっているものである。北西壁からの溝は全長約2.4m、幅10-

25cm、深さ15cmで、壁の内側を掘り込んで構築されている。内側の掘り込みは高さ46cm、奥行40cmで

ある。北東壁からの溝は全長2.18m、幅16cm、深さ5-lOcmである。一部蛇行して炉に向かって掘り

込まれている。炉から南壁に向かっている溝は、全長4.9m、幅20-30cm、深さ約20cmで、南壁の外

側では谷地形の傾斜に沿って傾斜角度も大きくなっている。床面で検出した溝と谷側で検出した溝の

比高差は約50cmである。これらは床面もしくは貼り床の直下で検出している。

［炉］住居跡中央に長軸1.28m、短軸96cm、底面長軸l.lm、短軸84cm、深さ34cmの土坑を検出した。

位置関係から炉の可能性が高い。

［柱穴・ピット]29個検出し、このうち11個は住居外柱穴、 13個は壁柱穴、 5個は主柱穴と考えられる。

住居外柱穴と考えられるものは、住居外側の北西ー北東ー南東を巡っている。これらは径16-48cm、

深さ20-70cmで、径30cm前後の規模のものが多く見られる。堆積土は黒褐色土主体である。掘り方は
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第14号住居跡(SI-14)

第 1層黒色土 IOYRl.7/1ローム塊微量混入。

第 2層 黒褐色土 IOYR2/2 ローム塊・褐色土少量混入。

第3層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム塊・ローム粒少量混入、炭化粒・焼土粒微量混入。

第 4層 褐色土 !OYR4/4 ローム粒少量・炭化粒微量混入、しまりあり。

第 5層 褐色土 IOYR4/6 ローム塊・白色粘土塊・褐色土塊微量混入、しまりあり。

第 6層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 ローム塊・炭化粒・焼土粒微量混入。

第7層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム塊・ローム粒少量、炭化粒微量混入。

第 8層 褐色土 IOYR4/4 ローム塊少量・炭化粒微量混入、しまりあり。

第 9層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム粒微量混入。

第10層 黒褐色土 IOYR2/3 ローム塊少量混入、砂礫との混合土、かたくしまる。

第11層 黒褐色土 !OYR3/2 ローム塊少量、炭化粒・焼士粒微量混入、かたくしまる。

第12層 暗褐色士 IOYR3/3 ローム塊微量混入。

図45 第14A号住居跡1 。
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図46第14A・14B号住居跡2
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第 1層 褐色土 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。 壁オ主穴
第 2層 暗褐色土 IOYR3/3 炭化粒・ローム粒・白色粘土微量混入。

第 3層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 ローム粒・炭化粒微量混入。

第 4層 褐色土 IOYR4/4 ローム粒•炭化粒微量混入。
第 5層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム塊・ローム粒・炭化粒微量混入。

第 6層 黄褐色土 IOYR5/6 ローム塊・白色粘士粒•砂粒少量混入。
第 7層 黄褐色士 IOYR5/6 ローム塊主体、炭化粒微量混入。

~34.Sm i~ 34.smi s-

14A溝

第 1層 黄褐色土 !OYRS/6 ローム粒微量混入。

第 2層 褐色土 !OYR4/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

第3層 明黄褐色土!OYR6/8 ローム粒・炭化粒微量混入。

第 4層 明黄褐色土!OYR7/6 炭化粒微量混入。

14A壁柱穴

第 1層 褐色土 !OYR4/4 浮石・炭化粒微量混入。

14A貼床

第 1層 明褐色土 7.SYRS/8 砂粒・赤色粒（鉄分）・炭化粒微量混入。

第 2層 暗褐色士 !OYR3/3 砂粒・炭化粒微量混入。

第 3層 明黄褐色土!OYR7/6 砂粒・炭化粒微量混入。

第 4層 褐色土 !OYR4/4 砂粒・炭化粒微量混入。

第 5層 にぶい黄褐色土 !OYR7/3 砂粒微蓋混入。
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IOYR4/4 浮石・ローム粒・炭化粒微量混入。

IOYR4/6 ローム粒•炭化粒微量混入。
IOYR4/4 ローム塊・黒褐色土微蓋混入。

IOYRS/6 明褐色土との混合土。

IOYR4/6 明褐色土少量混入。
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14Aピット2

第 1層 褐色土 IOYR4/4 浮石少量・炭化粒・ローム粒微量混入。

第 2層 黄褐色土 IOYR5/6 浮石微量混入。

第 3層 明黄褐色土 IOYR6/8 砂礫微量混入。
14Aピット6

第 1層褐色土

第2層褐色土

第 3層褐色土

第 4層黄褐色士

第 5層褐色土

14Aピット5

第 1層 褐色土 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒・明褐色土微量混入。

第2層 黄褐色土 IOYR5/8 黒色土・明褐色土微量混入。
14Aピット7

第1層黒褐色土

第 2層黄褐色土

第 3層褐色土

第 4層黄褐色土

IOYR2/3 浮石・ローム粒・炭化粒微量混入。

IOYR5/6 ローム粒・炭化粒微量混入。

IOYR4/4 炭化粒微量混入。

IOYR7/6 明褐色土混入。
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第 1層 褐色土 10YR4/4 ローム粒•黒褐色土微量混入。
第 2層 黄褐色土 !OYRS/6 ローム粒・黒褐色土微量混入。

第 3層 黄褐色土 lOYRS/8 炭化粒・ローム粒・黒褐色土微量混入。

第 4層 明黄褐色土 10YR6/6 ローム粒微量混入。

第 5層 にぶい黄褐色土 lOYRS/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 6層 褐色土 10YR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

14Bピット26

第 1層 暗褐色土 10YR3/4 炭化粒微量混入。

第 2層 黄褐色土 !OYRS/6 ローム粒・褐色土微量混入。

14Bピット44

第 1層褐色土 10YR4/6 ローム粒微量混入。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒微量混入。

第 3層 黒褐色土 10YR3/2 ローム粒微量混入。

第 4層 にぶい黄褐色土 IOYRS/4 ローム粒微量混入。
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第 1層 褐色土 IOYR4/4 ローム粒・炭化粒微量混入。

第2層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 ローム粒・炭化粒微量混入。

第 3層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4炭化粒微量混入。

第 4層 褐色土 IOYR4/4 炭化粒•ローム粒微量混入。

14Bピット46

第 1層 暗褐色士 IOYR3/4 炭化粒微量混入。

14Bピット35・36

第 1層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム粒・褐色土微量混入。

図46 第14A・14B号住居跡2
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岩渡小谷(3)・ (4)遺跡

地面に対して斜めに掘り込まれているもの、垂直に掘り込まれているものなどが見られる。

壁柱穴と考えられるものは北壁から東壁にかけて検出されており、平面形は円形か楕円形で、径18

cmから36cm、確認面からの深さ8cmから87cmである。住居跡の確認面で検出できたピットもあれば、

床面で確認したものもあるため、深さにバラッキが生じる。壁の一部を上部から掘り込んで検出され

たものは、柱材がほぼ垂直に打ち込まれていると考えられる。また、 壁柱穴の間隔は48cm-2.6mと

幅があるが、全体的にlm前後となるものが多い。堆積土は住居跡外側に位置するピットと同様に黒

褐色土主体である。

主柱穴と考えられるものは5個で、平面形は円形基調、規模は径36-51cm、深さ34-62cmで、掘り

込みは地面に対して垂直である。堆積土は褐色士主体で、堅くしまり、埋め戻しされた可能性がある。

これらの間隔はピット5・2で3.58m、ピット2・1で2.68m、ピット 1・6で3.28m、ピット6・5で2.62m

で、桁・梁を結んでできる形状は長方形となる。

［堆積土］黒褐色上から褐色土主体の12層に分けられる。住居跡南側1I層起源の黒色土がレンズ状に

堆積しており、自然堆積と考えられる。北側から南東側にかけての堆積状況は褐色土主体でロームブ

ロックを多く混入しており、人為堆積の可能性が高い。

［出土遺物］土器は281点、6,113g、剥片類30点、礫類6点が出土した。堆積土上位の1・2層出土もの

が巾心である。

II 3類と考えられるのは、 50-3-12で、多くが単軸絡条体を回転施文している。50-4・5は、口縁部

文様帯に単軸絡条体第1類を回転施文し、胎土等から同一個体と考えられる。隆帯を貼付けるものは

50-7・8で、 50-7は隆帯に沿って上下に横走沈線を施し、隆帯の上部や口縁部には縄文を押圧する 。

50-10・11は口縁部と胴部の境界に横走沈線と隆帯を施し、胴部は複節縄文である。胎土や原体の特

徴から同一個体と考えられる。50-9・12は口唇部直下に2条の横走沈線を施す。焼成は堅緻である 。

50-13-23はII5類で、口緑部に単軸絡条体を押圧するものがほとんどである。50-13は縄文を押圧して

いる。口縁部と胴部の境界に微隆帯を持つもの (50-14-17・19)、境界付近で屈曲するもの (50-23)

もみられる。50-24-26はII6類で、単節縄文を回転施文する50-26がみられる。50-26は口端が細く、

三角形状である。50-24は口端部が面取りされている。50-27-33はII7類で、この内、 50-31-33は底

部を含む。複節縄文を施文するもの50-28・31、単軸絡条体を施文するもの50-30、単節縄文を施文す

るもの50-27・29、撚戻縄文を施文するもの50-33、無文のもの50-32である。いずれも内外面とも炭化

物が多量に付着し、器面全体が摩耗している。

51-1はI群で、外面は器面を調整した後、貝殻腹縁文を施文している。51-2は波状口縁のIII1類で、

縄文原体を押圧し、一部円形の刺突文を深く施文する。51-3-6は文様構成や使用エ具から同一個体

と考えられる。波頂部は楕円形で、口縁部文様帯は粘土紐と紐の間に円形の刺突文を密に施す。51-

7・8は、胎土等から同一個体と考えられる。波状口縁で、口縁部文様帯にには粘土紐を貼り付けてい

る。51-9ば深鉢の胴部で結束縄文を施文する III9類である。

石器は剥片石類30点、礫石器類5点が出士した。剥片石器類は石鏃2点、石匙5点、スクレイパー7点、

uフレイク2点、不明1点、フレイク13点である。石鏃は凹甚無茎鏃 (51-10) と平基無茎鏃 (51-11)

である。石匙はすべて縦型であり、 51-14、51-13では裏面に光沢痕が観察される。スクレイパーの51-

18の基部はドリ）レ状に作出されているもので、末端辺には微細剥離が顕著である。不明とした52-1は
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左側縁に微細剥離痕、先端部に摩耗?が見られる。石錐の可能性がある。礫石器類は敲磨器2点、半

円状扁平打製石器1点、石皿の小破片1点、砥石1点、不明礫1点である。敲磨器のうち52-3は遺構外

(AS-56)と接合し、もう1点は小破片である。52-3の石材は流紋岩、小破片の石材は輝緑岩である。

また、不明礫としたものは敲磨器の破片の可能性がある。石材は凝灰岩である。半円状扁平打製石器

(52-4)は凝灰岩の板状礫を素材とするもので、加工は縁辺部に行われ、片面には旧剥離面を広く残

している。52-5の砥石は流紋岩の楕円礫を石材とし、器面全体が滑らかであるが、片方の平坦面が特

に顕著である。

第14B号住居跡

[平面形・規模]主柱穴の配置と周溝・壁柱穴の距離から、平面形が楕円形基調になると考えられる。

規模は開口部長軸6m、短軸5.7mと推定される。

[壁・床・周溝]壁は確認できなかった。床は第14A号住居跡と同じ床面を使用している。貼床は第

14B号住居跡に伴うものか判断が付かなかった。周溝は全長約5.2m、幅15～23㎝、深さ5～18㎝で住

居跡北側に弧状に巡っている。

図47第14C号住居跡3
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

左側縁に微細剥離痕、先端部に摩耗？が見られる。石錐の可能性がある。礫石器類は敲磨器2点、半

円状扁平打製石器1点、石1IIlの小破片1点、砥石1点、不明礫1点である。敲磨器のうち52-3は遺構外

(AS-56) と接合し、もう 1点は小破片である。 52-3の石材は流紋岩、小破片の石材は輝緑岩である。

また、不明礫としたものは敲磨器の破片の可能性がある。石材は凝灰岩である。半円状扁平打製石器

(52-4) は凝灰岩の板状礫を素材とするもので、加工は縁辺部に行われ、片面には旧剥離面を広く残

している。 52-5の砥石は流紋岩の楕円礫を石材とし、器面全体が滑らかであるが、片方の平坦面が特

に顕著である。

第14B号住居跡

［平面形・規模］主柱穴の配買と周溝．壁柱穴の距離から、平面形が楕円形埜調になると考えられる。

規模は開口部長軸6m、短軸5.7mと推定される。

［壁・床・周溝］壁は確認できなかった。床は第14A号住居跡と同じ床面を使用している。貼床は第

14B号住居跡に伴うものか判断が付かなかった。周溝は全長約5.2m、幅15-23cm、深さ5-18cmで住

居跡北側に弧状に巡っている。
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14Cピット20

第 1層 褐色土 10YR4/6 ローム粒・炭化粒微量混入。

第 2層 暗褐色土 10YR3/4 ローム粒微量混入。

第 3層 褐 色土 IOYR4/4 ローム粒微量混入。

第 4層 黄褐色土 IOYR5/8 砂粒黒色土微量混入。

14Cピット21

第 1層 褐色土 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 2層 黄褐色土 IOYR5/8 砂粒微量混入。
第 3層 褐色土 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

14Cピット22

第 1層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム粒・炭化粒微量混入。

第 2層 黒褐色土 IOYR2/3 ローム粒・炭化粒微量混入。

第 3層 明黄褐色土 IOYR6/8 黒褐色土微量混入。

14Cピ・J卜23

第 1層 暗褐色士 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 2層 褐色土 IOYR4/4 炭化粒・ローム粒微量混入。
第 3層 黒褐色士 10YR2/3 ローム粒・褐色土微量混入。

第 4層 褐 色土 IOYR4/4 炭化粒微量混入。

第 5層 黄褐色土 10YR5/6 炭化粒微量混入。

14C炉

第 1層 黄褐色土 IOYR5/8 炭化粒・ローム粒•砂粒・白色粘土粒微量混入。

14Cピット24

第 1層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒・炭化粒微量混入。

第 2層 昔褐色土 IOYR5/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

第3層褐色土 !OYR5/8 炭化粒微量混入。
第4層 黄褐色土 IOYR5/8 炭化粒・ローム粒微量混入。

14Cピ介31

第 1層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム塊・ローム粒微量混入。

第 2層 黄褐色土 IOYR5/8 砂粒・里色土微量混入。
第 3層 明黄褐色土 IOYR6/8 砂粒少量混入。

14Cピット47

第 1層 褐色土 IOYR4/4 ローム粒・白色粘土粒・黒褐色土微量混入。

第 2層 にぶい黄褐色土 IOYRS/4 炭化粒・ローム粒徴量混入。

第 3層 黄褐色土 !OYR5/6 ローム塊・砂礫微量混入。
第 4層 明黄褐色土 IOYR6/6 砂粒・黒色土微量混入。

第 5層 明黄褐色土 IOYR6/8 白色粘土•明褐色土微量混入。

図47 第14C号住居跡3
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

［炉］住居跡中央で、平面形が円形で、径1.16m、深さ50cmの土坑を検出した。14A・14C号竪穴住

居跡の炉と同じ位置である。

［柱穴・ピットJ10個検出し、 6個は壁柱穴、 4個は主柱穴の可能性が考えられる。壁柱穴と考えられ

るものは、住居跡東側から南側にかけて検出されている。平面形が円形で、規模は開口部径16-20cm

前後、深さ18-48cmである。壁柱穴同士の間隔は、 70cmからIm前後である。

主柱穴と考えられるものは、ピット7・8・26・44である。柱穴は平面形が円形で、規模は、径17-

32cm、深さ30-67cm、である 。ピットの間隔はピット 7・8が1.74m、ピット 8・26が3.lm、ピット

26・44が1.68m、ピット44・7が3.22mである。堆積土は地山とほぼ同色で、この土を埋め戻したと考

えられる。
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ピット25
第 1層褐色土 !OYR4/6 ローム粒 •炭化粒微盤混入。
第 2層 黄褐色士 IOYR5/6 ローム粒・炭化粒微盪混入。
第 3層 黄褐色土 !OYR5/8 ローム塊•黒褐色土微量混入。
第4層褐色土 IOYR4/6 明褐色土との混合土。
第 5層 明黄褐色士 IOYR6/6 明褐色土少温混入。

第 6層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4 ローム粒・炭化粒微最混入。

第 7層 にぶい黄褐色士 IOYR6/4 砂粒少量混入。 --0:1 
＼ ＼ ＼ 

ピット33 マ／
第 1層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒微最混入。

第 2層 黄褐色土 IOYR5/8 炭化粒・白色粘士粒•砂粒少量混入。

住居外溝

第 1層 褐色土 !OYR4/4 ローム粒少量、炭化粒微醤混入。

第 2層褐色土 10YR4/4 ローム粒少量混入。

図48 第14A~C号住居跡4
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

第14C号住居跡

［平面形・規模］主柱穴の配置と壁柱穴・周溝の距離間から、平面形が円形甚調になると考えられる。

規模が開口部長軸約5.lm、短軸約4.4mと推定される。

［壁・床・周溝］壁は確認できなかった。床は第14A・14B号住居跡と同じ床面を使用している。周

溝は住居跡東～南側にかけて弧状に検出された。規模は全長約2.4m、幅約10cm、深さ 1-3cmで、南

東側では一部周溝が途切れて検出されている。

［炉］住居跡中央で、平面形が円形で、径1.16m、深さ50cmの土坑を検出した。第14A・14B号住居

跡の炉と同じ位置である。

［柱穴・ピット]15個検出し、10個は壁柱穴、 4個は主柱穴の可能性が考えられる。壁柱穴と考えられ

るものは、住居跡東から南側にかけて検出されている。平面形が円形で、規模は開口部径14-20cm前

後、深さ29-53cmである。壁柱穴同士の間隔は、 40cmから50cm前後である。
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図50第14A～C号住居跡6
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図51第14A～C号住居跡7

一77一

第3編岩渡小谷(4)遺跡
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主柱穴と考えられるものは、ピット31・47・24・23である。柱穴は平面形が円形で、規模は径34～

40㎝、深さ45～67㎝である。ピットの間隔はピット31・47が1.62m、ピット47・24が2.28m、ピット

24・23が1.84m、ピット23・31が2.46mである。堆積土は地山とほぼ同色で、この土を埋め戻したと

考えられる。

[小結]3軒の住居跡は炉を中心としながら主に東側に広がっている。炉は常に同じ場所で繰り返し使

用されており、堆積土中にはロームや白色粘土で炉壁を固定したような跡が見られる。第14A号住居

跡の段階で炉から三方に延びる溝が構築されたと考えられるが、溝の機能については暗渠や間仕切り

などの可能性もあるが実際のところは不明である。重複関係から、縄文時代前期後葉～末葉かこれ以

前と考えられる。(坂本)

図52第14A～C号住居跡8

一78一

岩渡小谷(3)・(4)遺跡

主柱穴と考えられるものは、ピット31・47・24・23である。柱穴は平面形が円形で、規模は径34~

40cm、深さ45~67cmである。ピットの間隔はピット31・47が1.62m、ピット47・24が2.28m、ピット

24・23が1.84m、ピット 23・31が2.46mである。堆積土は地山とほぼ同色で、この土を埋め戻したと

考えられる。

［小結]3軒の住居跡は炉を中心としながら主に東側に広がっている。炉は常に同じ場所で繰り返し使

用されており、堆積土中にはロームや白色粘土で炉壁を固定したような跡が見られる。第14A号住居

跡の段階で炉から三方に延びる溝が構築されたと考えられるが、溝の機能については暗渠や間仕切り

などの可能性もあるが実際のところは不明である。重複関係から、縄文時代前期後薬～末菓かこれ以

前と考えられる。 （坂本）
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

第15号住居跡 (SI-15) (図53・54)

［位置］北側丘陵上の標高36.0-37.0m、AU・A V -57・58に位懺する。

［重複］本住居跡の堆積上上部に第9号住居跡が掘り込まれており、これよりも古い。

［平面形・規模］平面形が隅丸長方形、開口部規模が長軸6.06m、短軸4.72m、床面の規模が長軸5.86

m、短軸4.44mで、床面積は24.12m'である。

［壁 ・床面・周溝］壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は北壁1.06m、東壁58cm、南壁18cm、西壁50cm

である。床面はほぼ平坦である。周溝は、住居北西壁直下で不連続に検出されており、全長約1.5m、

幅10-18cm、深さ3-5cmである。堆積土は単層で、住居内堆積土と同様である。

［炉］住居跡中央で、平面形がほぼ円形で長軸lm、短軸80cm、深さ 13cmの土坑を検出した。堆積土全

体に炭化粒が混入し、 1層中に焼土粒を微鼠含むことから炉と考えられる。

［柱穴・ピット・土坑]20個検出し、 6個は位霞と規模から壁柱穴、 5個は主柱穴の可能性が考えられ

る。住居跡東側には土坑が1碁見られる。6個の壁柱穴は、住居の東側半分で検出されており、平面形

が円形で、規模は開口部径8-lOcm、深さ4-6cmである。壁柱穴の間隔は50cm-2m前後でバラッキが

見られ、西壁には東壁と対応する壁柱穴は見られなかった。主柱穴は、位置と規模から、ピット 1-4

と考えられる。ピット 1に接してもう 一基のピットが検出されており、ピット 1よりも古い時期のもの

である。主柱穴は平面形が円形で、規模は、径24-30cm、深さ26-86cmである。ピット間の距離はピ

ット 1・3で2.06m、ピット 3・4で2.44m、ピット 4・2で1.8m、ピット 2・1で2.53mであり、これらの

ピットをつなぐとほぼ長方形を呈する。土坑は住居中央の長軸線上の東側に位謹し、床面で検出した。

径88cmの円形で、壁がほぼ垂直に立ち上がる。堆積土にはローム塊を含み、埋め戻しの可能性が高い。

［堆積土］褐色士から黄褐色土主体の7層に分けられる。堆積土中にブロック等も少ないことから、 自

然堆積の可能性が高い。

［出土遺物］上器は47点、 1,703gが出土している。住居跡内からの出士遺物は少なく、堆積土下位で

少景の上器片が出土している。床面やピットの堆積土からの出土例も見られる。54-1・8は床面出土

遺物であるが、器面の摩耗が激しく、施文原体を特定出来なかった。ただ、器厚が薄いことや原体の

条方向、ピット堆積土出土遺物 (54-2) がIll6類であることから、 1l1群の可能性が高い。 54-2は、地文

縄文施文後に沈線文を施し胸骨文に類似した文様を構成する。口唇部にば沈線を1条施文する 。54-3

はII5類で、単軸絡条体を押圧している。54-4-7・9・10はII7類で、単軸絡条体を回転するもの、不

明のもの (54-5)、結束縄文を施文するものなどがみられる。石器は剥片石器類2点、礫石器類3点で

ある。剥片石器類はスクレイパー1点 (54-11)、フレイク1点である。

礫石器類は北海道式石冠1点 (54-12)。砥石1点 (54-13) である。北海道式石冠は土坑1の底面から

出土している。54-12は安山岩質凝灰岩を石材とし、敲打とスリによる整形が施され、広いスリ面を

有している。 54-13は凝灰岩を石材とし、滑らかな平坦面に線条痕が見られる。

［小結］出土遺物から縄文時代中期中菓と考えられる。 （坂本）
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図53第15号住居跡1
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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ピット1

第 1層 褐色土 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。 P3 じ

ピ‘ノト2

第 1層 黄褐色土 IOYR5/6 炭化粒微量混入、

淡黄色土との混合土。

ピット3

第 1層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

A 

ピ介4

第 1層 褐色土 IOYR4/6 ローム粒・炭化粒微量混入。

ピ‘ノト6
第 1層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

ピ介7

第 1層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒徴量混入。

ピット11

第 1層 暗褐色土 10YR3/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/3 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 3層褐色土 IOYR4/6 炭化粒。ローム粒微量混入。

炉
第 1層 暗褐色土 IOYR3/3 炭化粒・ローム粒・焼土粒微量混入。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 3層 暗褐色土 IOYR3/3 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 4層 黄褐色土 !OYR5/6 炭化粒微量混入。

図53

54~\ 

54-12 

P4 
＇ 37.9m~ 

54-13 
I 54-3 

-I .54r<54-~ 

第15号住居跡 (SI-15)

第 1層 黒褐色土 IOYR2/3 炭化粒・ローム粒・焼土粒微量混入。

第 2層 黒色土 !OYRl.7/1 ローム粒•炭化粒・焼土粒微量混入。
第 3層 暗褐色 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒微量混入、

褐色土との混合土。

第 4層 褐色上 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 5層 黄褐色士 IOYRS/6 炭化粒微量混入、灰黄褐色土少量混入。

第 6層 褐色土 IOYR4/4 炭化粒・ローム粒微量混入、

にぶい黄褐色士との混合土。

第 7層 黄褐色土 IOYRS/8 炭化粒・ローム粒微量混入。

土坑l

第1層 黒褐色土 IOYR2/3 炭化粒・ローム粒微量混入。

褐色士との混合士。

第 2層褐色土 IOYR4/6 炭化粒•ローム粒微量混入。

第15号住居跡1
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第 3編岩渡小谷 (4)遺跡
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図54 第15号住居跡2

第16号住居跡 (SI-16) (図55-62)

［位置］調査区北側の斜面、標高35.8-37.0mのAR -A T -53-55に位置する。

［重複］第17-20号住居跡及び第7号焼土遺構と重複している。第17号-20号住居跡よりも新しく、第

7号焼土遺構より古い。

［平面形 ・規模］平面形は隅丸長方形、規模は長軸10.42m、短軸7.95mで、長軸方向はN-75°-Eであ

る。長軸方向は東西に長く、等高線に斜交するように構築されている。南西隅の部分が確認できなか

ったが、推定床面積は75.0m'であり、本遺跡では最大の規模である。

［壁・床面］斜面下方の南側から西側にかけての壁は確認できなかった。壁高は北壁30-llOcm、東壁

40-llOcm、南壁3-30cmである。床面には若干の凹凸が認められたが、ほぼ平坦である。また、部分

的に貼り床も施されていた。

［炉］焼けた痕跡は認められなかったが、床面の中央に位置するピット 68が炉と考えられる 。長軸

1.15m、短軸lmの楕円形で、深さ8cmである。底面にはさらに径54cm、深さ32cmの円形のピットが掘

り込まれている。
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[柱穴・ピット]多数のピットが検出されたが、最終段階かこれに近い時期のものを図55に示す。本

住居跡の主柱穴はピット1、2、3、5、8、9の6本である。これに、ピット19とピット73が伴う可能性

がある。また、ピット5はピット6と、ピット8はピット7とそれぞれ同規模のピットと重複している。

同位置での建て替えの可能性が考えられるかもしれない。また、北壁と東壁の一部及び南壁際に多数

の小ピットが検出されたが、これらは壁柱穴と考えられる。とくに南壁の小ピットは連なるように検

出されているが、建て替えや壁の補修などの要因によるものと思われ、本来はある程度の間隔をもっ

ていたものと考えられる。なお、東壁南側では3個の壁柱穴が1.2m前後の間隔で検出されている。

[壁溝]検出できなかった。

[堆積土]15層に分層できた。堆積土の大半は暗褐色土と黒褐色土であり、北壁から東壁寄りのとこ

ろでは黄褐色土やにぶい黄褐色土も厚く堆積している。

[出土遺物]覆土上位から床面直上にかけて多く出土した。土器片は覆土から539点(7,055g)、床面

から10点(184.4g)が出土した。58-5～17はⅡ3類である。58-5～7は口縁部文様帯に単軸絡条体を施

文する。58-5・6は口縁部と胴部の境界に縄文を押圧する。58-7は波状口縁である。58-12～17は口端

上部に複節縄文を施文し、口縁部文様帯に単軸絡条体第5類を施文し、口唇直下に2条の横走沈線を巡

らせている。胎土には長石等を含み、焼成は堅緻である。58-12は口縁部文様帯に単軸絡条体第5類を

施文する。58-8・9・11は胴部に単軸絡条体を縦位に回転施文する。58-18はⅡ4類で、結束縄文施文後、

単軸絡条体を押圧している。58-1～3・19・20、59-1～4はⅡ5類で、58-1・19・20は21・23と同一個体

と考えられることから本類に含めることとする。口縁部文様帯に単軸絡条体を押圧するものがほとん

どで、58-1と59-3のみ縄文を押圧する。58-1は器壁が厚く、口縁部の文様帯が広く外反しているのが

特徴で、文様帯の境界には刺突列を施す。58-2・3は胴部上半に結束縄文を施文する。59-1は文様帯の

境界に微隆帯を施す。Ⅱ7類は58-22、59-5～12で、底部は59-10～12である。59-5・8は胎土・炭化物の

付着、原体の特徴から同一個体と考えられる。単節縄文を施文するものは59-6、複節縄文を施文する

ものは59-5・8・10・12、単軸絡条体を施文するものは59-7、結束縄文と単軸絡条体を施文するものは

58-22である。

石器は剥片石器類32点、礫石器類14点である。大半が覆土からの出土であるが、60-3の砥石はピッ

ト4からの出土である。剥片石器類は石匙3点、石箆2点、スクレイパー5点、Uフレイク1点、フレイ

ク21点である。石匙は1点が完形であるが、他は頭部破片である。また、スクレイパーとした59-18は

石匙の刃部破片の可能性がある。石箆は両面加工のもので、完形である(16、17)。礫石器類は敲磨

器6点、半円状扁平打製石器2点、石皿2点、砥石2点、不明2点である。敲磨器は磨石2点、敲石2点、

凹石2点である。604は凝灰岩を石材とし、礫の縁辺に加工を加えているが、機能面(刃部)の加工

はほとんど見られない。60-3は平坦面に凹孔が見られるもので、片方の面(右面)の凹孔は深く、溝

状になっている部分がある。また、長軸端及び側面の一部には敲打痕が見られる。石材は安山岩であ

る。60-7・8は流紋岩の棒状礫の端部に敲打痕が見られる敲石で、いずれも器面は滑らかである。8に

は両面に凹孔が見られる。60-1・2は凹孔のみが見られる石器で、1は凝灰岩の扁平礫を素材とし、2

は楕円礫を素材としている。半円状扁平打製石器の60-5・6は凝灰岩の扁平礫を素材とし、縁辺に加

工が加えられている。5は両面に原石面を残しており、6では片面に大きな旧剥離面、他方の面には原

石面を残している。60-4の砥石の片方の面は平坦となっており、多数の擦痕と溝が見られる。反対の

一82一

岩渡小谷 (3)・(41逍跡

［柱穴・ピット］多数のピットか検出されたが、最終段階かこれに近い時期のものを図55に示す 本

住居跡の主柱穴はピット 1、2、3、5、8、9の6本である。これに、ピット 19とピット 73が伴う可能性

がある，また、ピット 5はピッ l、6と、ピット 8はピット 7とそれぞれ同規模のピ')卜と重複してしヽる。

同位置での建て替えの可能性が考えられるかもしれない。また、北壁と東壁の一部及び南壁際に多数

の小ピットが検出されたが、これらは煎柱穴と考えられる。とくに南舷の小ピットは連なるように検

出されているが、建て替えや壁の補修などの要因によるものと思われ、本来はある程度の間隔をもっ

ていたものと考えられる 0 なお、東峨南側では3個の壁柱穴が1.2m前後の間隔で検出されている。

［壁溝］検出できなかった。

［堆積土] 15層に分層できた。堆積±.の大半は暗褐色士と黒褐色士であり、北壁から東壁窃りのとこ

ろでは黄褐色土やにぶい黄褐色上も原＜堆積している。

［出土逍物］覆t上位から床面直上にかけて多く出十．した。七器片は覆七から539点 (7,055g)、床面

から10点 (184.4g) が出土した(、 58-5-17はII3類である 0 58-5-7は口緑部文様帯に単軸絡条体を施

文する C 58-5• 6はD緑部と胴部の境界に縄文を押圧する。 58-7は波状D縁である。 58-12-17は口端

上部に複節縄文を施文し、口緑部文様帯に単帷絡条体第5類を施文し、 n唇虹下に2条の横走沈線を巡

らせている。胎土には長f,"等を含み、焼成は堅緻である。 58-12は口縁部文様帯に単軸絡条体第5類を

施文する。 58-8・9・11は胴部に単軸絡条休を縦位に回転施文する 0 58-18はII4類で、結束縄文施文後、

単軸絡条休を押圧している 0 58-1-3 . 19 . 20、59-1-4はII5類で、 58-1・19・20は21・23と同一個体

と考えられることから本類に含めることとする」口緑部文様帯に単軸絡条休を押圧するものがほとん

どで、 58-1と59-3のみ縄文を押圧する。 58-1は沿整が厚く、口縁部の文様帯が広く外反しているのが

特徴で、文様帯の境料には刺突列を施すこ， 58-2・3は胴部上半に結束縄文を施文する 0 59-1は文様帯の

境界に微降帯を施す。 II7類は58-22、59-5-12で、底部は59-10-12である。 59-5・8は胎土・炭化物の

付着、原体の特徴から同一個体と考えられる。単節縄文を施文するものは59-6、観節縄文を施文する

ものは59-5・8・10・12、単軸絡条体を施文するものは59-7、結束縄文と単軸絡条体を施文するものは

58-22である 0

石器は剥片石器類32点、礫石器類14点である。大半が覆tからの出士であるが、 60-3の砥石はピッ

l、4からの出土である J 剥片石器類は石匙3点、石箆2点、スクレイハー5点、 Uフレイク1点、フレイ

ク21点である C 伍匙は1点が完形であるが、他は頭部破片である。また、スクレイパーとした59-18は

石匙の刈部破片の可能性があるぐ石箆は両面加工のもので、完形である (16、17) 礫石器類は敲磨

器6点、半円状扁平す」製伍器2点、石llil.2点、砥伍2点、不明2点である。敲届器は翡石2点、敲石2点、

凹石2点である。 60-4は凝灰岩を石材とし、礫の縁辺に加工を加えているが、機能面（刃部）の加工

はほとんど見られない。 60-3は平坦面に凹孔が見られるもので、片方の面（右面）の凹孔は深く、溝

状になっている部分がある。また、長軸端及び側面の一部には敲打痕が見られる。石材は安山岩であ

る。 60-7・8は流紋岩の棒状礫の端部に敲打痕が見られる敲石で、いずれも器面は滑らかである。 8に

は両面に凹孔が見られる。 60-1・2は凹孔のみが見られる石器で、 1は凝灰岩の扁平礫を素材とし、 2

は楕円礫を素材としている。半円状扁平打製石器の60-5・6は凝灰岩の扁平礫を素材とし、縁辺に加

工が加えられている。 5は両面に原石面を残しており、 6では片面に大きな旧剥離面、他方の面には原

石面を残している。 60-4の砥石の片方の面は平坦となっており、多数の擦痕と溝が見られる。反対の
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図55第16号住居跡1
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡 第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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第10層 オリーブ褐色土 2.5Y4/3 細粒。硬い。

第II層 褐色土 IOYR4/6 ローム粒中量混入。

第12層 暗褐色土 !OYR3/4 ローム粒多量、炭化物少量混入。やや硬い。

第13層 暗褐色土 IOYR3/4 やや硬い。チビキ浮石混入。

第14a層 オリーブ褐色土 2.5Y4/4 やや硬い。

第14b層黄褐色土 !OYR5/6

第14c層 黄褐色土 2.5Y5/3 シラス質。

第15a層明褐色土 7.5YR3/4

第15b層黒褐色土 2.5Y3/2

撹乱 36.6m互

第16号住居跡(SI-16)

第 1層褐色土 7.5YR4/4 ローム粒混入。

第2層 黒褐色土 7.5YR3/2 ローム粒少量混入。

第 3層 褐色土 IOYR4/4 ローム粒中量、炭化物少量混入。やや硬い。

第 4層 暗褐位土 IOYR3/3 ローム粒、炭化物少量混入。

第 5層 にぶい黄褐色土 10YR4/3 ローム粒多量混入。やや硬い。

第 6層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4 ローム粒中量混入。やや硬い。

第 7層 明褐色土 7.5YR3/4 ローム粒中量、炭化物少量混入。

第 8層 黄褐色土 2.5Y5/6 ローム粒多醤、炭化物少量混入。やや硬い。

第 9層 オリープ褐色土 2.5Y4/6 やや粘土質。ローム粒、炭化物少量混入。

゜
S=l/60 

2m 

図55 第16号住居跡1
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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ピット1

第 1層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒中最混入。やや硬い。

第2層 明褐色土 7.5YR5/6 粘土質。やや硬い。

第 3層暗掲色土 IOYR3/3

第 4層 黒褐色土 IOYR2/3 ローム粒少量混入。

ピット2

第 1層 暗褐色土 IOYR3/3 浮石少量、ローム粒微量混入。

第2層 明黄褐色土 IOYR6/6 粘土質。

第 3層 褐 色土 7.5YR4/6

第4層 暗褐色土 !OYR3/4 浮石粒少量混入。

第5層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 

第6層 明黄褐色土 IOYR6/8 ローム粒少量混入。

第 7層黄褐色土 IOYR5/8

ピ‘ノト3
第 1層 暗褐色土 !OYR3/4 ローム粒、炭化物少量混入。

第 2層褐色土 IOYR4/4

第 3層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 

ピット4、ピット14

第 1層暗褐色土 IOYR3/4

ピ；；ト5、ピ‘ノト6

第 1層暗褐色土 IOYR3/3

第 2層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 

第 3層暗褐色土 IOYR3/4

第 4層 褐 色土 IOYR4/4

第 5層黄褐色土 IOYR5/8

第6層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 

ピット7

第 1層褐色土 IOYR4/4 硬い。浮石多量混入。

第2層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3

第 3層 褐 色土 IOYR4/6 やや硬い。

第 4層黄褐色土 IOYR5/8

第 5層明黄褐色土 IOYR6/8

ピット8

第 1層暗褐色土 IOYR3/4 硬い。

第 2層暗褐色士 IOYR3/4

ピット9

第 1層 褐色土 IOYR4/6 ローム粒少量混入。やや硬い。

ピ‘ノト15
第 1層 褐色土 IOYR4/4B ローム粒中量混入。やや硬い。

ピット16

第 1層褐色土 IOYR4/4 ローム粒中量混入。

第2層暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒多量混入。

ピット17

第 1層暗褐色土 IOYR3/4

第2層暗褐色土 IOYR3/3

第3層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4

ピット19

第 1層褐色土 IOYR4/4 ローム粒中量混入。やや硬い。

ピット20

第 1層褐色土 IOYR4/6 硬い。

ピット21

第 1層 黒褐色土 IOYR3/2 やや硬い。ローム粒中量混入。

第2層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒多量混入。上部に張り床？。

第 3層 黒褐色土 2.5Y3/l ローム粒少量混入。硬い。

第 4層褐色土 7.5YR4/4 軟らかい。

第 5層 にぶい黄褐色土 !OYR3/2 硬い。ローム粒多量混入。

第6層 明褐色土 (7.5YR5/6)と暗褐色士 (7.5YR3/3)との混合士

ピット24

第 1層暗褐色土 IOYR3/4

第2層 暗褐色土 JOYR3/3 下部にローム粒多量混入。

ピット61

第 1層褐色土 IOYR4/4 ローム粒少量混入。

第 2層橙色土 7.5YR6/6 ローム質土。

ピット62

第 1層 褐色土 !OYR4/6 やや硬い。ローム粒中量混入。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒多量混入。

第3層 にぶい黄褐色土 IOYRS/4 ローム質。硬い。

ピット68

第 1層褐色土 IOYR4/4 ローム粒少量混入。

第2層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒中量混入。

図56 第16号住居跡2
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第 3編 岩渡小谷(4)遺跡
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図60第16号住居跡6
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図61第16号住居跡7
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図62第16号住居跡8(掘り方全図)
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

面にはすり鉢状の凹孔が見られ、その内面には同心円状の擦痕が見られる。60-3は棒状礫の平坦面が

滑らかなものである。60-3・4ともに石材は流紋岩である。石皿の5は板状の凝灰岩を素材とし、片面

加工である。6は安山岩の大礫を素材としたもので、両面加工である。両面とも窪んでいるが片方の

面は特に滑らかであり、もう片方の面はザラついている。不明の2点は輝緑岩と輝緑凝灰岩の小破片

であり、これら礫石器類の破片である。

［小結］本遺跡では最大規模の住居跡である。主柱は6本と考えられ、柱穴の重複から柱の建て替えの

可能性も考えることができる。また、壁柱穴は南壁の斜面下方側で多数検出されているが、深く掘り

込まれた斜面上方の北壁側ではほとんど検出されていない。このことから、北壁側では垂木が壁外の

近くにすえられ、南壁側では狭い間隔で壁柱を立て、側壁がつくられていた可能性が考えられる。

また、床面を剥いだ段階で多数のピットと壁溝を検出した。その結果、検出した壁溝とわずかながら

も連続する段差から3軒の住居跡（第18-20号）を確認することができた。これ以上は明確にはでき

なかったが、それでもなお多数の柱穴が存在している事実は、本住居の下にまだ数軒の住居跡が存在

している可能性をうかがわせる。本住居跡の構築時期は、縄文時代前期後葉から末菓と思われる。

（畠山）

第17号住居跡 (SI-17)(図63)

［位置］調査枢北側の斜面、標高37.0m付近の AS-52に位置する。

［重複」第16号住居跡と重複し、これより古い。また、第18号住居跡と重複している可能性も考えら

れるが、新旧関係は不明である。

［平面形・規模］ほとんど第16号住居跡に破壊されており、東壁の一部しか検出できなかった。検出

できた部分から推定して、平面形は隅丸（長）方形か楕円形と思われる。規模は不明である。

［壁・床面］検出した部分の壁高は30-40cmである。床面は平坦である。なお、第16号住居跡の床面

より30cm高い。

［炉］検出できなかった。

［柱穴・ピット ］壁際に5個のピットを検出した。壁柱穴と思われる。深さ16-30cmであるが、ピット

10は2cmの深さしかない。

［壁溝］検出できなかった。

［堆積土］ローム粒を含む暗褐色土の堆積を確認している。

［出上遺物］なし。

［小結］本住居跡の構築時期は、縄文時代前期後葉～末莱と思われる。

-92-
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第 3編 岩 渡小谷(4)遺跡

AT-53 ¥ 
＋ 

R PlO・11 

W~36.8m 

Pll 

P12・13 
W. .§36.7m 

□

3
 

ビット10

第 1層褐色土 7.5YR4/3

ビット11

第 1層暗褐色土 10YR3/3

第 2層 黒褐色土 !OYR2/2
第 3恩 にぶい黄褐色土 !OYR4/3 

ピット12、13
第 1層 にぶい黄褐色土 !OYR4/3 ローム粒多筵混入。硬い。

第 2層 黒褐色土 10YR2/3 ローム粒少量混入。やや硬い。
第 3層 黒褐色土 10YR2/2 軟らかい。
第 4層 暗褐色土 10YR3/4 ローム粒多是混入。軟らかい。

第 5層褐色土 10YR4/4 ローム粒少量混入。硬い。

゜
S=:cl/60 2m 

図63 第17号住居跡

第18号住居跡 (SI-18) (図62・64)

［位置］調査区北側の斜面、標高37.0m付近のAS-54に位置する。

［重複］第20号住居跡より新しく、第16号住居跡よりも古い。また、第19号住居跡との関係は確認で

きなかったが、これよりも古い可能性が高い。

［平面形・規模］平面形はほぼ円形で、規模は長軸7.0m、短軸6.4m、推定床面積は35.5m'である。

［壁・床面］第16号住居床下からの検出であるため、壁は検出していない。床面は、ほぼ平坦である。

［炉］ピット 69が炉と考えられ、住居跡の中央に位置する。径約80cm-100cmの楕円形で、 30cmほど掘

り込まれている。

［柱穴・ピ ット ］多数のピットが検出された。このうち、深さ30cm以上のしっかりしたピットは30個

近くあり、この中のいずれかのピットが本住居跡のものと思われる。

［壁溝］北東側に幅20cm前後、 深さ8cm前後の壁溝を検出した。一部に二軍になっている部分も見られ

ており、改修あるいは改築の可能性や他の住居跡の壁溝との重複の可能性もある。

［間仕切り溝］壁溝から炉にいたる幅25-35cm、深さ10-15cmの溝を検出した。間仕切り溝と考えら

れる。

［出土遺物］なし。

［小結］第16号住居跡の床下から検出した住居跡である。東側の壁溝と西側で確認した硬床の部分が

対応していることから、本住居跡のプランを確定することができた。さらに、炉と考えられるピット

が中央に位置し、間仕切り溝がこのピットと壁溝とを繋がって検出されたことも判断材料の一つであ

る。以上のことから、平面形が楕円形で、中央に炉を持つ住居跡と判断した。本住居の構築時期は縄

文時代前期後半のものと思われる。 （畠山）
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第19号住居跡 (SI-19)(図62・64)

［位罹］調査区北側の斜面、標高37.0m付近のAS-53・54に位置する。

［重複］第20号住居跡より新しく、第16号住居跡よりも古い。また、第18号住居跡との関係は確認で

きなかったが、これよりも新しい可能性が高い。

［平面形・規模］平面形は隅丸長方形で、規模は長軸8.50m、短軸7.0m、推定床面積は53.9m'である 。

［壁・床面］第16号住居跡床下からの検出であるため、壁は検出していない。床面はほぼ平坦である。

［炉］ピット 67かピット 74が炉と考えられ、住居跡の中央に位置する。重複が激しいので、 若干規模

や形状は本来のものと異なっている可能性が高い。ピット67が炉とすれば現状で径約40cmの円形、ピ

ット 74とすれば径約50cmの不整楕円形である 。いずれも深さ30cmである。

［柱穴・ピット］多数のピットが検出された。このうち、深さ30cm以上のしっかりしたピットは30個

近くあり、この中のいずれかのピットが本住居跡のものと思われる。

［壁溝］検出できなかった。

［出土遺物］なし。

［小結］第16号住居跡の床下から検出した住居跡である。炉には二通りが考えられたが、重複のため

どちらとも判断しがたい。また、第16号住居跡の炉（ピット68) や第18号住居跡の炉（ピット 69) と

も重複しており、これらの炉がほぼ同位置につくられていることがわかる。また、炉の位置や住居の

規模が順次拡大傾向にあることから、第18号→19号→16号住居跡の順に拡張が行われた可能性も考え

られる。なお、確認した住居跡の数と柱穴と思われるピットの数を比べても、まだピットの数が上回

っている。また、炉と思われる浅い掘り込みも数個存在している。確認することができなかったもの

の、まだ数軒の住居跡の存在をうかがうことができる。本住居跡の構築時期は縄文時代前期後半と思

われる。 （畠山）

R 
(20住）

(17住）

゜
S= 1/80 4m 

図64 第18号・第19号住居跡
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

第20号住居跡 (SI -20) (図65)

［位置］調査区北側の斜面、標高35.8-37.0mのAS・AT-53に位置する。

［重複］第16号及び第18号、 19号住居跡より古い。第17号住居跡との関係は不明である。

［平面形・規模］平面形は東西に長い台形を星する。規模は壁溝の外周での計測で、長軸4.40m、短

軸3.73mである。また、壁の規模が東西南北で異なるので各墜の規模を記すと、北壁4.05m、東壁

2.40m、南壁4.80m、西壁3.50mである。床面積は14.44m'である。長軸方向は、 N-73°-Eで、第16号

住居跡とほぼ同じである。

［壁・床面］北壁と東壁は第16号住居跡の壁に接している。北壁は100cm前後、東壁は80-lOOcmであ

る。床面は平坦である。

［炉］検出できなかった。

［柱穴・ピット］壁溝の内側から8個、壁溝と重複して5個検出したが、本住居跡に伴うかどうかは不

明である。

［壁溝］北東隅で途切れるが、ほぼ一周している。幅15cm前後、深さ3-9cmである。

［出土遺物］なし

［小結］第16号住居跡の床面を剥いだ段階で検出した住居で、壁溝の存在で本住居の存在が判明した

ものである。第16号住居跡の床下から検出した住居跡の中で、もっとも古い時期の住居跡である。本

住居跡の構築時期は縄文時代前期後半と思われる。 （畠山）
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図65 第20号住居跡
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第21号住居跡 (SI -21) (図66)

［位置］調査区北側の斜面、標高37.4-38.4mのAU-51に位置する。

［璽複］本住居跡の下位に第22号住居跡があり、これよりも新しい。

［平面形・規模］平面形は楕円形、規模は長軸4.75m、短軸3.76mであるが、短軸についてはもう少し

ふくらむ可能性もある。推定床面積は13.3而である。

［壁・床面］斜面下方の南側の壁は確認できなかった。壁高は北壁30-47cm、東・西壁10-40cmであ

る。床面はほぼ平坦であるが、北側から南側へといくぶん傾斜している。北側の床面と南側の床面と

のレベル差は約20cmである。

［炉］床面の中央から少し南側へずれた場所に位置している 。長軸70cm、短軸65cmのほぼ円形で、深

さ4cmである。底面中央では焼土が確認され、この焼上を掘り込んで径17-22cm、深さ 17cmの楕円形

の小ピットが検出されている。何かを据えていた可能性を考えることができる。

［柱穴・ピット］炉の固辺から5個、壁際に2個検出した。炉の周辺から検出されたものは、全体とし

ては、五角形状に配寵されている。炉の両脇にはピット 1とピット 2、ピット4とピット 5が2個一対と

なって検出されている。そしてピット3はピット 1とピット4に対し二等辺三角形の頂点に相当する位

岡に検出されている。また、西壁に検出したピット 7は内側に傾斜して掘り込まれている。住居確認

面からは深さ36cm、床面からは9cmである。

［壁溝］検出できなかった。

［堆積土］第22号住居の床面まで7層に分層できた。第1層、 2層は自然堆積で、第1層には白頭山火山

灰の混入が見られる。その下位にはローム粒を多量に含んだ暗褐色土の堆積が見られる。そして住居

跡の床面を広く覆っているのは、第4層と第5層の褐色土である。人為堆積と考えられる。第6層は貼

り床であり、第7層は第22号住居跡の堆積土である。

［出士遺物］土器は覆土から床面直上にかけて25点 (355g) の破片が出土した。66-1・3・5はII5類

で、口縁部に単軸絡条体を押圧する。 66-4は原体が特定出来ないが、条が横走しており、この類に含

まれる可能性がある。3は口唇部が外傾する形状である。5は胴部に結節回転文を施文している。66-

2・6-9はII7類である。6・9は底部を含む。複節縄文を施文するものは8・9、結束縄文と撚戻縄文を

施文するものは2、単節縄文を施文するものは7である。石器は覆土からスクレイパー1点と扶入扁平

磨製石器1点が出土した。10は刃部破片で、比熱による火ハジケが見られる。11も器体の半分以上を

欠損したもので、刃部の作出や端部の状況など半円状扁平打製石器に似ているが、器体に施された顕

著なスリ整形から挟入扁平磨製石器に含めた。石材は石英安山岩である。

［小結］南壁は斜面下方にあるため確認できなかったが、本住居跡が斜面上方を切り土、斜面下方を

盛り士する方法で構築されていたとすると、もう少し南側へ張り出していた可能性も考えられる。ま

た、本住居跡で特徴的なのは炉と炉の周辺に配置された柱穴配置である。炉は中央からやや南側へず

れた場所に位置している、炉の中央に掘り込まれたピットは「何か」が据えられた跡の可能性がある。

また、 1i角形の柱穴配置も特徴的である。これには5個のピットすべてが主柱となる場合と3個が主柱

の場合が考えられる。後者の場合、他の2個は別の機能をもったものと考えられ、それは炉の中央に

見られたピットとも密接な関係を持つと思われる。本住居跡の構築時期を明確にはできないが、出土

遺物から縄文時代前期後半と思われる。 （畠山）
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図66第21号住居跡
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岩渡小谷(4)遺跡
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第21号住居跡(SI-21)

第 1層 黒色土 IOYR2/l 基本層序第11、III層相当。白頭山火山灰少量混入。

第 2層黒褐色土 IOYR2/3

第 3層暗褐色土 IOYR3/3

第 4層褐色土 IOYR4/4

第 5層褐色土 IOYR4/6

第 6層黄褐色土 IOYRS/8

第 7層暗褐色土 IOYR3/3

ローム粒多量、炭化物少量混入。

ローム粒・炭化物微量混入。やや硬い。

ローム質。炭化物ごく微量混入。

シラス質。上面硬い。21住張り床。

ローム粒少量混入。22住覆土。

炉

第 1層

第 2層

第 3層

第 4層

第 5層

ピット1
第 1層
第 2層

第3層

ビット3

第 1層 暗褐色土 10YR3/3 ローム粒少量混入。

第 2層褐色土 10YR4/4 ローム粒多量混入。

ピット4

第1層

黒褐色土

暗褐色土

褐色土

暗褐色土

暗褐色土

IOYR2/3 

IOYR3/3 

IOYR4/6 

IOYR3/3 

IOYR3/3 

焼土粒微量混入。

焼土粒少量混入。

ローム質。

ローム粒少量混入。

炭化物・ローム粒混入。

暗褐色土 IOYR3/4 炭化物少量混入。

にぶい黄褐色土 IOYR4/3 L.B混入。

黄褐色土 IOYRS/8 L.B混入。

暗褐色土 IOYR3/3 炭化物・ローム粒混入。

—’ 

ー口．． ぶ’
，
 

ぷぷ

ざ
．
ゑ
尋

i:
．ぷ

{
E

ヽ
.

.

 4
 9

.

 

ゞ

,・
 

•• 

、
.
~

,
＇
}
 

ぃ
’
‘
・
'
,
・

.`~ 

2
 0
 

.＇`・＂

万
日
叫
3

塁
1

苓心＂，．
｛ふ・い、g

 

冒―凡

゜

＠10 

応
＇

k
 

＇ 

亡
S=l/2 5cm 

ー位心’
ー

゜
S=l/3 10cm 

゜
S=l/3 10cm 

図66 第21号住居跡

-97 -



第22号住居跡(SI-22)(図67)

[位置]調査区北側の斜面、標高37.4～38.4mのAU-51に位置する。

[重複]第21号住居跡の床下から検出し、これよりも古い。

[平面形・規模]平面形は楕円形で、規模は長軸4.02m、短軸3.47mである。床面積は11.08㎡である。

[壁・床面]第16号住居跡の床面より、5～15㎝低い位置に床面を検出した。壁高は北壁40～60㎝、

東・西壁20～5㎝である。ほぼ平坦であるが、北側から南側へといくぶん傾斜している。北側の床面

と南側の床面とのレベル差は約10㎝である。

[炉]検出されなかった。

[柱穴・ピット]検出されなかった。

[壁溝]東・北・西側の三方で検出した。幅10～18㎝、深さ5～15㎝であるが、東壁際の壁溝は他に比

べて細く、浅い。

[間仕切り溝]北壁からもう1本の溝が検出された。壁溝との交点部分には新旧関係が見られなかった

ので、本住居跡に伴う施設と考えられた。幅12㎝前後、深さ3～8㎝である。

[堆積土]暗褐色土の堆積が見られた。上部には第21号住居跡構築の際の貼り床が見られた。

図67第22号住居跡
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第22号住居跡 (SI -22) (図67)

［位置］調査区北側の斜面、標高37.4~38.4mのAU-51に位置する。

［重複］第21号住居跡の床下から検出し、これよりも古い。

［平面形・規模］平面形は楕円形で、規模は長軸4.02m、短軸3.47mである。床面積は11.08面である。

［壁・床面］第16号住居跡の床面より、 5~15cm低い位置に床面を検出した。壁高は北壁40~60cm、

東・西壁20~5cmである。ほぼ平坦であるが、北側から南側へといくぶん傾斜している。北側の床面

と南側の床面とのレベル差は約10cmである。

［炉］検出されなかった。

［柱穴・ピット］検出されなかった。

［壁溝］東・北・西側の三方で検出した。幅10~18cm、深さ5~15cmであるが、東壁際の壁溝は他に比

べて細く、浅い。

［間仕切り溝］北壁からもう 1本の溝が検出された。壁溝との交点部分には新旧関係が見られなかった

ので、本住居跡に伴う施設と考えられた。幅12cm前後、深さ3~8cmである。

［堆積土］暗褐色土の堆積が見られた。上部には第21号住居跡構築の際の貼り床が見られた。
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

［出土遺物］第21号住居跡の貼り床下から4点の土器片 (110g) の土器片が出土した。同一個体と考

えられる土器で、口縁部は単軸絡条体第5類を回転施文する。口縁部と胴部の間には隆帯が付き、こ

の上部・下部には縄文が押圧施文され、胴部には複節縄文が施文される。

［小結］第21号住居跡の床下から検出した住居跡で、第21号住居跡の拡張前の可能性が考えられる。

（畠山）

第23号住居跡 (SI -23) (図68-70)

［位置］調査区南側の沢に面する斜面、標高34.5-35.0mのAK・A L -58・59に位置する。遺物包含

層の下位で検出した。

［重複］下位に第29号住居跡が存在し、本住居跡の方が新しい。また、南墜は風倒木による撹乱を受

けている。

［平面形・規模］平面形は直径4.0mから4.lmの円形である。床面積は11.51m'である。

［壁・床面］壁高は北壁30-40cm、東壁40-60cm、南壁50-60cm、西壁30-50cmである。床面は平坦

であるが、いくぶん北側へ傾斜している。

［炉］中央に位置するが、焼土は確認されなかった。径54cmの円形で、 15cmほど窪んでいる。

［柱穴・ピット］炉の北側に1個、壁に11個検出した。炉の北側に検出したピット 1は最深部が西側へ

偏在し、深さ50cmである。主柱穴と思われる。壁に検出したピットは外側へ張り出すように掘り込ま

れたものや直接壁に掘り込まれたものとがある。前者にはピット 2とピット3、後者にはピット4があ

り、ピット 1に対応するように西壁と東壁に位置している。ピット2は40cm、ピット4は23cmの深さが

あり、柱穴と思われる。また、壁に検出した小ピットには内側に傾斜するように掘り込まれたものが

あり、おそらく垂木を据えた穴と思われる。とくに南西壁に検出された6個のピット（ピット 5、7-

11) の間隔は東から西側へ75cm、70cm、35cm、57cm、70cmとなっていて、 70cm-80cmの間隔が甚本で

あったように思われる。なお、本住居跡の周辺からも若干のピットが検出されているが、本住居跡と

の関係は不明である。

［壁溝］検出できなかった。

［堆積士]11層に分層できた。上部にはローム粒を多量に含んだ暗褐色上の堆積が見られるが（第1層、

2層、 5層）、このうち第1層は縄文時代前期の上器、石器を多量に含んでおり、南斜面に広く見られた

捨て場の包含層に相当する。また、住居廃絶後に短期間に廃棄されたものと思われる黄褐色士が床面

を広く、厚く覆っている。

［出上遺物］第1層、第2層から多量の遺物が出土した。これよりも下位でも遺物は出土しているが、

上記ほどではない。出土した土器は、第1層から599点 (5,494g)風倒木痕から467点 (4,600g)、覆

土から193点 (2,968g)、床面直上19点 (453g)、床面144点 (1,860g) である。70-3・5はI群で、

器面を調整した後、 70-3は貝殻腹縁文を施し、 70-5は沈線を施す。器厚は厚手で、焼成は堅緻である。

69-10は結節回転文をする II2類である。外面には炭化物が付着している。69-15は口縁部が丸味を帯び、

単軸絡条体を回転施文している。69-26は口縁部に結束縄文を回転施文した後、縄文原体を押圧する。

69-1-3・5・17-25、70-1・11・12はII5類で、口緑部文様帯は単軸絡条体を施文するものがほとんど

である。 2・18・19は口縁部文様帯との境界に微隆帯を持ち、その上から刺突列を施す。口縁部文様

帯に幾何学文を施すものは69-3・20・21・23-25で、 22は横位文・縦位文を組合わせた文様、 5は横
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走させて施文している。25は波状口縁で、口唇直下に単節縄文を回転施文している。69-4・8・9・11

～14、70-4・6～10はⅡ7類でこの内、69-13・14、70-8～10は底部を含む。撚戻縄文を施文するものが

69-12～14、70-4・7、複節縄文を施文するのが69-4・11、単節縄文を施文するものが70-8、結束縄文・

複節縄文を施文するものが69-8である。70-9は内面に炭化物が付着している。

石器は剥片石器類7点、礫石器類4点が出土した。剥片石器類は石匙2点、ブレイク5点である。70-

14は床面からの出土で、刃部片であるが石匙と判断した。13の石匙の裏面には光沢痕が観察されてい

る。礫石器類は敲磨器2点、搬入礫2点である。16は敲石で、棒状礫の両端に敲打痕が見られる。器面

は滑らかで、擦痕と凹孔が見られる。石材は流紋岩である。15は石皿片の両面に凹孔が見られる石器

図68第23号住居跡1
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

走させて施文している。 25は波状口縁で、口唇直下に単節縄文を回転施文している。 69-4・8・9・11

~14、70-4・6~10はII7類でこの内、 69-13・14、70-8~10は底部を含む。撚戻縄文を施文するものが

69-12~14、70-4・7、複節縄文を施文するのが69-4・11、単節縄文を施文するものが70-8、結束縄文・

複節縄文を施文するものが69-8である。 70-9は内面に炭化物が付着している。

石器は剥片石器類7点、礫石器類4点が出土した。剥片石器類は石匙2点、フレイク5点である。 70-

14は床面からの出土で、刃部片であるが石匙と判断した。 13の石匙の裏面には光沢痕が観察されてい

る。礫石器類は敲磨器2点、搬人礫2点である。 16は敲石で、棒状礫の両端に敲打痕が見られる。器面

は滑らかで、擦痕と凹孔が見られる。石材は流紋岩である。 15は石皿片の両面に凹孔が見られる石器
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第23号住居跡(SI-23)

第1層 黒褐色士 IOYR2/3 ローム粒・塊多量、炭化物少量混入。
土器多量含む。

第2層 黒褐色土 IOYR2/2 ローム粒・塊多量、炭化物少鍼混入。
土器少量含む。

第3層 黒色土 IOYR2/I ローム粒・塊少量混入。
第4層 暗オリープ褐色土 2.5Y3/3 ローム粒・塊中量混入。
第5層 黒褐色士 IOYR3/2 ローム粒多量、炭化物少量混入。
第6層 黒色土 IOYRl.7/1 ローム粒・塊多量、炭化物混入。
第7層 褐色士 IOYR4/4 ローム粒少量、炭化物微量混入。
第8層 黄褐色土 IOYRS/6 ローム質。炭化物少量混入。
第9層 黒褐色土 7.5YR2/2 ローム粒中量、炭化物少量混入。
第10層 黒色土 7.5YR2/I ローム粒、炭化物少量混入。
第11層 褐色土 IOYR4/6 ローム質。炭化物微量混入。

第⑧層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒、炭化物徴量混入。
土器多量含む。

第R層 黒色土 IOYRl.7/1 ローム粒・塊、炭化物少量混入。
土器多量含む。

第c層 暗褐色土 7.5YR3/3 ローム粒少量混入。
（第R-c層は風倒木痕）

ピット1

第1層褐色士 IOYR4/4 ローム塊混入。

ピット2

第1層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒微量混入。
第2層 暗褐色土 IOYR3/3 上部にローム粒中量、下部に炭化物多量混入。
第3層褐色土 IOYR4/4 ローム粒中量混入。
第4層褐色士 IOYR4/6 炭化物混入。

ピット4

第1層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒多量、炭化物少量混入。
第2層褐色土 IOYR4/6 ローム粒多量混入。

ピット5
第1層 極暗褐色土 7.5YR2/3 ローム粒・炭化物混入。

炉
第1層 暗褐色士 IOYR3/4 焼士、ローム塊混入。

図68 第23号住居跡1
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図69第23号住居跡2
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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図70第23号住居跡3
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

で、石材は石英安山岩である。また、 2点の搬入礫は柱状節理の流紋岩で、破片である。うち1点は床

面直上から出土している。

［小結］本住居跡は縄文時代前期の包含層の下位に検出されたものである。平面形は円形で、直径4m

前後の規模である。中央に炉と思われる円形の浅いピットがあり、その脇に柱穴がある。また、これ

を中心とした両側の壁にも主柱穴と思われるピットが検出されている。さらに部分的ではあるが、壁

には垂木を受けるためと考えられる小ピットがおよそ70cm-80cmの間隔で見られている。床面から出

土した遺物は少ないために構築時期を決めかねるが、少なくとも縄文時代前期後薬～末薬かそれ以前

と考えられる。 （畠山）

第24号住居跡 (SI -24) (図71・72)

［位置］調査区南側の沢に面する斜面、標高34.5m付近のAK・A L -59・60に位置する。遺物包含層

の下位で検出した。

［重複］第27号住居跡と重複し、これよりも古い。第25号住居跡と南壁の一部が接している。

［平面形・規模］平面形は隅丸長方形で、規模は長軸3.85m、短軸2.62m (推定）、推定床面積は約8.2

面である。

［壁・ 床面］壁高は北壁10cm前後、東壁10-20cm、南壁20-25cm、西壁25cm前後である。床面はほぼ

平坦であるが、南東側から北西側に若干傾斜している（比高差約10cm)。また、北西側が第27号住居

により破壊されている。

［炉］床面のほぼ中央に位置するピットが炉と考えられる。径約50cmの円形で、 8cm窪んでいる。

［柱穴・ピット］炉の両脇に2個、壁及び壁際に18個、壁外にも多数のピットを検出した。炉の両脇の

ピット 8とピット 9、東壁のピット 2、西壁のピット 7は長軸の中央を結んだ線上に位置し、主柱の可能

性が考えられる。ピット 2、7はともに内側に傾斜している。また、北東隅のピット 1、南東隅のピッ

ト5も柱穴と考えられる。また、壁際に検出した径10cm前後の小ピットは深さ5-lOcmで、その一部は

内側に傾斜して検出された。おそらく垂木を据える穴と思われる。なお、壁外に検出したピットは深

さ30-50cmであるが、本住居跡との関連は不明である。

［壁溝］検出できなかった。

［堆積土]3層に分層できた。暗褐色土と褐色土の堆積が主体となっている。なお、第1層の褐色士は

本住居跡と第27号住居跡の廃絶後に堆積したものである。

［出土遺物］出土遺物の大半は覆土上位からのもので、下位からはほとんど出土しなかった。床面か

らは擦切具、台石、石剣の破片が出土した。

土器片は1,178点 (12,473g) が出土した。72-8はII3類で、口縁部に単軸絡条体を回転施文する。5

-7・9・10・12-14がII5類で、口縁部に単軸絡条体を押圧するものと縄文原体を押圧するものに分

かれる。文様帯の境界に微隆帯をもち、その上から刺突を施すもの (9) もみられる。 10は極細の縄

文原体を使用している。14は器壁が厚い。5を除いた II5類は口縁部直下に結束縄文を回転施文してい

る。 15、16はII7類で、 16は底部である。撚戻縄文を施文する15、単節縄文を施文する16がみられる。

15は上げ底で、底外面はT寧に磨いている。

石器は剥片石器類2点、礫石器類3点が出土した。剥片石器類は甚部を破損した石箆1点 (1) とフレ
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図71第24号住居跡1
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第 1層褐色土 IOYR4/4 ローム粒多量、炭化物少量混入。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒・塊、炭化物多量混入。

第 3層 褐色士 IOYR4/4 ローム粒混入。粘性、締まりなし。

炉

第 1層 暗オリーブ褐色土 2.5Y3/3 炭化物多量混入。

第 2層 黄褐色士 IOYR5/6 炭化物、焼土粒混入。

ピット6

第1層 黄褐色土 IOYR5/6 締まりなし。

ピット7

第 1層 黄褐色土 IOYR5/6 締まりなし。

ピット1

第1層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 締まりなし。
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第 2層褐色土 IOYR4/6 ローム粒混入。
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図72第24号住居跡2
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

イク1点である。礫石器類は前述の床面から出土した3点である。2は完形の擦切具で、石英安山岩の

板状礫を素材としている。縁辺加工により丁寧な器体整形が行われ、両端には打ち欠きによる扶りが

見られる。また、刃部には光沢が見られ、幾分摩耗している。形状や製作技法には半円状扁平打製石

器や挟人扁平磨製石器と通じる部分がある。 4は扁平な頁岩を素材とし、平坦面に無数の小さなキズ

が見られる石器である。3は石剣の破片で、石材は輝緑岩である。

［小結］中央に炉と考えられるピットを有するほぼ隅丸方形の住居跡である。柱穴は長軸線上に位置

する東西の壁の2個と炉の両脇の2個と考えられる。また、壁には垂木の押さえと思われる小ピットが

まばらに見られる。遺物包含層の下位に検出されたことから、縄文時代前期後半かそれ以前と考えら

れる。 （畠山）

第25号住居跡 (SI -25) (図73-80)

［位置］調査区南側の沢に面する斜面、標高34.6m-35.5mのAJ・A K -59・60に位置する。遺物包

含層の下位から検出した。

［重複］第24号住居跡と北壁の一部が接しているが新1日関係は不明である。

［平面形・規模］平面形は円形で、規模は長軸3.70m、短軸3.45m、床面積は9.34m'である。

［壁・床面］壁高は北壁17-30cm、東壁30-60cm、南壁60-BOcm、西壁20-50cmである。床面はほぼ

平坦である。

［炉］床面のほぼ中央に位置するピット2が炉と考えられる。径約60cmの不整円形で、 15cmの深さであ

る。

［柱穴・ピット］炉の周辺に4個、壁際に4個検出した。また、南東壁と南西壁では、床面から5-Scm

上の部分が袋状に掘り込まれたピットが2個ずつ検出された。炉の周辺から検出されたピットは深さ

36-47cmのしっかりしたもので、主柱穴と思われる。この4個のピットに対して、北西壁のピット 6、

7及び南東壁及び南西壁に袋状に掘り込まれた4個のピットは図73(右上段）のように対応するものと

考えられる。また、床面を剥いだ段階で北壁際に3個、中央付近に1個のピットを検出した。古い段階

の施設跡と考えられる。

［壁溝］検出できなかった。

［堆積土］第1-3層は遺物包含層に相当し、多鼠の土器が出土している。中位にはローム粒．塊を多

量に含んだ暗褐色土（第③層）の堆積が見られるが、遺物の出土はあまりない。壁際では暗褐色上

（第⑨層）やローム粒・塊を多量に含んだ黒色土（第⑦層）の堆積が部分的に見られるが、大部分は

第⑤層の黒褐色土と第⑩層の暗褐色土である。人為堆積と考えられる。

［出土遺物］覆土上位からは多量の土器が出土しているが、中位から床面直上にかけては少ない。覆

土から6,949点 (29,954g)、床面直上から147点 (3,503g)、床面から1点 (25g) が出土した。図73

下段に示したものは床面に近いレベルでの出土状況で、完形に近い土器が出土している。

I群から III3類までの土器がみられる。主体は II4類である。I群は78-1で貝殻腹縁文を斜位に押圧

し施文している。78-2-5はII3類で、単軸絡条体を回転施文し、その上から縦位に単軸絡条体を押圧

する (3) と縦位に縄文原体を押圧する (4) がある。Il4類は、結束縄文施文後に縄文原体を横位に

押圧し、胴部との文様帯境界としている。波状口縁～小波状口縁のものは波項部直下に縦位に縄文を
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

押圧する例がみられる。II5類は、台付底部と口縁部に単軸絡条体を押圧するものがほとんどである

が、縄文原体を押圧するものもみられる。胴部との境界に隆帯の貼付をもつもの (78-18) もある 。

口縁部の文様構成は三角形文・菱形文等の幾何学文を描く 。胴部の文様帯境界直下には結束縄文を回

転施文する例が多い。このほかに結節回転文が施文される例 (78-10・13) もみられる。 II6類は77-1、

78-21・25で、複節縄文を施文する77-1と結束縄文を施文する78-21がある。 78-25は無文であるが、胎

土や焼成からこの類に含めた。II7類は、複節縄文を施文するもの (77-7-9)、撚戻縄文を施文する

もの (75-3)、単節縄文を施文するもの、単軸絡条体を施文するものに分けられる。 78-23は単節縄

文・結束縄文を施文している。78-26はII8類で、大木6-7a式併行期の深鉢と考えられる。

石器は剥片石器類29点、礫石器類6点である。剥片石器類は石鏃2点、石匙7点、石箆1点、楔形石器

1点 (79-13)、Rフレイク2点 (12)、Uフレイク3点、異形石器1点 (3)、フレイク12点である 。石鏃

には凸基有茎鏃 (1) と平甚無茎鏃 (2) の二種類がある 。1には被熱による火ハジケが見られる。石

匙は縦型5点 (4、5、7-9)、横型1点 (10)、両面加工で槍先状の尖頭部を持つ石器1点 (6) である。

とくに6にはT寧な調整が両面に施されている。また、 4、5、9の裏面には光沢痕が観察され、 7は折

損後も利用されている 。11は両面加工が施された石箆である。また3は、基部に突起が付されたもの

である。異形石器に分類したが、永野遺跡や畑内遺跡では石鏃か石槍あるいは石匙等に類品がある 。

先端部を欠損しているが、石鏃か石槍に近い石器と思われる。礫石器類は磨製石斧1点、敲磨器3点、

半円状扁平打製石器1点、搬人礫1点である 。79-14の磨製石斧は基部を破損したもので、刃部には刃

潰れが見られる。石材は緑色細粒凝灰岩である。敲磨器は磨石2点 (80-1、2)、敲石1点 (3) である。

1は欠損品で、石材は流紋岩。 2は完形品で石材はヒン岩。3は扁平な輝緑岩を石材とし、端部に敲打

痕が見られる敲石である。4は半円状扁平打製石器で、扁平な流紋岩を素材としている。搬人礫は柱

状節理の流紋岩で、破片である。以上の石器のうち、床面からは79-6、8、10の石匙、 80-4の半円状扁

平打製石器、床面直上からは79-13の楔形石器と80-1の敲磨器が出土している 。

［小結］中央に炉と考えられるピットを有する円形の住居跡である。主柱穴は炉の周辺の4個と思われ、

これに北西壁の2個のピットと南壁側の4個のピットが対応するものと考えられる。屋根をつくる斜め

材を据える跡と考えられる。構築時期は縄文時代前期後菓かそれ以前と考えられる。 （畠山）
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-108一

岩渡小谷(3)・(4)遺跡

r~@ 

A-

A-

B
、

3
5
.
9
m
 -ー

jt:c 
(24住）

-Pl 
も

2
 

ps

勾ーロ如’
、.,'夕）

◎
 

一{-喜

'
◎
氏
（

四

想定される柱穴配置

A
 Pl 

W 旦34.6m

w 
P3 

~134.6m 

百L.B

B、

A ’ 
35.0m-

第25号住居跡(SI-25)
第 1層暗褐色土 IOYR3/4
第2層黒色土 IOYRl.7/1
第3層掲色土 IOYR4/6
第①層黒色土 IOYRl.7/1
第②層黒褐色土 IOYR2/3
第③層暗褐色土 IOYR3/3
第④層褐色土 IOYR4/6
第⑤層黒褐色土 IOYR2/2
第⑥層黒褐色土 IOYR2/3
第⑦層黒色土 IOYR2/l
第⑧層黒褐色土 IOYR4/2
第⑨層暗褐色土 IOYR3/4
第⑩層褐色土 IOYR4/3

ローム粒、炭化物微量混入。土器多数含む。
ローム粒少量、炭化物微量混入。土器多数含む。
ローム粒中量、炭化物少量混入。

ローム粒少量混入。
ローム粒中量、炭化物少量混入。やや硬い。
ローム粒・塊多量、炭化物中量混入。焼土粒混入。

ローム粒・炭化物少量混入。
ローム粒中量混入。

ローム粒多量、炭化物少量混入。
ローム粒多量混入。

ローム粒少量混入。
ローム粒少量混入。

ローム粒少量混入。 O S=l/60 2m 

P2 

W. 3 2 1 t 

デピット1

第 1層 黒褐色土 IOYR2/3 ローム粒混入。

P2,4 

~34.6m.S. 

三

ビット2(炉）
第 1層 黒褐色土 IOYR2/2 ローム塊混入。
第 2層 黒褐色土 IOYR2/3 炭化物少量混入。
第 3層褐色土 IOYR4/4 ローム粒混入。
第4層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化物少量混入。

ピット3
第 1層褐色土 IOYR4/4 ローム塊混入。
第2層黒褐色土 IOYR2/3

況

4
面

状

80
床こ

土出物遺のでま

亨ー叫釦”ー
i□

D
 

床

＼
 

公巳
[

79-13 

床直

乙 79-6 

床面

ち
望
輝

ー

＼

]
 

岱
四
疇

巴じ
り
ー

1
_
~t゚

図73 第25号住居跡1

-108 -



図74第25号住居跡2

-109一

第3編 岩渡小谷(4)遺跡

.... 

z 

ー

3
5
.
9
m

E
 

C (77-1) 

,, 
E (76-8) 

F (75-6) 

H (76-1) 
I (76-7) 

二1
N (77-11) 

J (75-1) 
O 10cm 

I . 

図74 第25号住居跡2

-109-



図75第25号住居跡3
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図76第25号住居跡4
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図77第25号住居跡5
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図78第25号住居跡6
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図79第25号住居跡7
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図80第25号住居跡8

第26号住居跡(SI-26)(図81～86)

[位置]調査区南側の沢に面する斜面、標高34.0～34.5mのAK-61に位置する。遺物包含層の下位か

ら検出した。

[重複]住居跡内堆積土に第84号、85号土器埋設遺構が構築されており、これよりも古い。

[平面形・規模]平面形は円形か楕円形で、規模は径4.82m、床面積は16㎡以上である。

[壁・床面]壁高は北壁10㎝前後、東壁20～60㎝、南壁30～60㎝である。床面はほぼ平坦であるが、

東側から西側に若干傾斜している(比高差約10㎝)。

[炉]床面の中央から東側へ位置するピットが炉と考えられる。平面形は長軸96㎝、短軸80㎝の楕円

形である。底面には長軸53㎝、短軸38㎝、深さ25㎝の不整楕円形のピットが掘り込まれている。

[柱穴・ピット]炉の周辺に2個、南壁際に1個と径10㎝の小ピットを8個検出した。柱穴配置は不明で

あるが、ピット1、2、3は柱穴と思われる。また、南東壁の3個のピット(ピット4～6)は壁に直接掘

り込まれているが、床面まで達していない。ピット4は確認面からピット底面まで14㎝、底面から床

面までは29㎝である。また、ピット5は確認面から底面まで22㎝、底面から床面までは39㎝、ピット6

は確認面から底面まで43㎝、底面から床面までは22㎝である。斜め材あるいは垂木を支えるためのピ

ットと思われる。

[壁溝]検出できなかった。
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第3編岩渡小谷(4)遺跡
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図80 第25号住居跡8

第26号住居跡 (SI -26) (図81~86)

［位置］調査区南側の沢に面する斜面、標高34.0~34.5mのAK-61に位買する。遺物包含層の下位か

ら検出した。

［重複］住居跡内堆積土に第84号、85号土器埋設遺構が構築されており、これよりも古い。

［平面形・規模］平面形は円形か楕円形で、規模は径4.82m、床面積は16m'以上である。

［壁・床面］壁高は北壁10cm前後、東壁20~60cm、南壁30~60cmである。床面はほぼ平坦であるが、

東側から西側に若干傾斜している（比高差約10cm)。

［炉］床面の中央から東側へ位置するピットが炉と考えられる。平面形は長軸96cm、短軸80cmの楕円

形である。底面には長軸53cm、短軸38cm、深さ25cmの不整楕円形のピットが掘り込まれている。

［柱穴・ピット］炉の周辺に2個、南壁際に1個と径10cmの小ピットを8個検出した。柱穴配置は不明で

あるが、ピット 1、2、3は柱穴と思われる。また、南東壁の3個のピット（ピット4~6) は壁に直接掘

り込まれているが、床面まで達していない。ピット4は確認面からピット底面まで14cm、底面から床

面までは29cmである。また、ピット5は確認面から底面まで22cm、底面から床面までは39cm、ピット6

は確認面から底面まで43cm、底面から床面までは22cmである。斜め材あるいは垂木を支えるためのピ

ットと思われる。

［壁溝］検出できなかった。
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

［堆積士]5層に分層できた。第1層は遺物包含層に相当し、多量の遺物が出土している。この下位に

は褐色士やオリーブ褐色土の堆積が主体となっていて、ローム粒やローム塊が多量に含まれている。

また、壁際の床面には黄褐色土の堆積が見られている。なお、南壁寄りの堆積士中には、 2基の士器

埋設遺構が構築されていた。

［出土遺物］覆土上位から多量の遺物が出土しているが、本来は遺物包含層の一部を形成していたも

のである。遺物は中央付近に集中していたので、図81に示したようにAから Kの小グリッドに分割し

て一括して取り上げている。覆土からは4,889点 (69,755g)、床面直上から220点 (6,351g)、床面か

ら2点 (25g) が出土した。82-1は床面直上から出土したほぼ完形の土器である。第4層の上位から出

土したもので、本住居跡には供伴しない。

82-1・84-5・6はII4類の土器で、口縁部文様帯に結束縄文を施文した後、縄文を縦位・横位に押圧

する。82-4~9、83-1~6、84-1~3、86-4はII5類で、口縁部に単軸絡条体を押圧するものがほとんどで

あり、胴部には結束縄文・単節縄文が施文される。83-4は口縁部に条の異なる縄文を押圧している。

口唇部に単節縄文を回転施文する例もみられる。86-4は台付底部である。84-7、85-1・2はII6類で、

結束縄文を器面全体に施文している。82-2、84-4、85-3~12、86-1~3・5はII7類で、単節縄文を施文

するものがほとんどである。複節縄文を施文するものは85-9~11、86-1・2、撚戻縄文を施文するもの

は86-3、単軸絡条体を施文するものは85-5、結束縄文を施文するものは82-2、86-5である。

石器は剥片石器類18点、礫石器類1点である。剥片石器類は石鏃1点 (86-7)、スクレイパー1点 (8)、

uフレイク2点 (9)、フレイク14点 (10) である。すべて覆土から出土した。 7は円基鏃で、完形であ

る。8は刃部破片、 9は横長剥片の一辺に微細剥離痕が見られるものである。また、 10はフレイクに含

めたが、両面加工が施されており、石箆か石槍の未製品の可能性がある。礫石器類の86-6はその他に

分類したもので、安山岩の棒状礫を素材とし、器面が滑らかに整形されているものである。

［小結］全体を調査できなかったが、平面形は円形か楕円形と考えられる。炉は中央からやや東側に

偏在している。床面直上の出土遺物や本住居跡の廃絶後に2甚の土器埋設遺構が構築されていること、

縄文時代前期の遺物包含層の下位に検出されていることなどから、少なくとも本住居跡の構築時期は

縄文時代前期中薬から後葉にかけてと考えられる。 （畠山）
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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第26号住居跡(SI-26)

第 1層 暗褐色土 !OYR3/4 ローム粒、炭化物少量混入。締まりなし。

土器多量含む。

第 2層 褐色土 !OYR4/6 ローム粒・塊多量混入。炭化物、焼土粒混入。

第 3層 褐色士 !OYR4/4 ローム粒・塊多醤混入。炭化物、焼土粒混入。

第 4層 オリープ褐色士 2.5Y4/6 ローム粒・塊、炭化物多量混入。焼土

粒微羹混入。締まりなし。

第 5層黄褐色 土 IOYR5/6

炉
第 1層 暗褐色土 !OYR3/4 ローム塊、炭化物少量混入。

第 2層 暗褐色土 !OYR3/3 ローム粒混入。やや締まる。
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図81 第26号住居跡1

- 117 -



図82第26号住居跡2
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図82 第26号住居跡2
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図83第26号住居跡3
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第3編岩渡小谷(4)遺跡
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図84第26号住居跡4
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図84 第26号住居跡4
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図85第26号住居跡5
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第27号住居跡 (SI -27) (図87-91)

［位置］調査区南側の沢に面する斜面、標高34.3m-34.0mのAL-60に位置する 。遺物包含層の下位

から検出した。

［重複］第24号住居跡と重複し、これよりも新しい。

［平面形・規模］平面形は楕円形で、規模は長軸4.65m、短軸3.57m、床面積は13.40面である。

［壁・ 床面］壁高は北壁2cm前後、東壁10-45crn、南壁35cm前後、西壁10-35crnである 。床面はほぼ平

坦であるが、南東側から北西側に若干傾斜している （比高差約20cm)。
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［炉］床面のほぼ中央に位置するピットが炉と考えられる 。長軸93cm、短軸77cmの楕円形で、 11cm窪

んでいる。炉内部の東側には深さ33cmのピットが掘り込まれている。

［柱穴・ピット、土坑］炉の西側に1個、壁際に3個、北東壁近くに1個のピットを検出した。柱穴配償

は不明であるが、東壁際の中央及び南壁際に検出したピットは柱穴と考えられる。また、北東壁近く

に検出したピットは長軸1.07m、短軸95cmの楕円形で、深さ 13cmの浅い土坑である。底面には若干の

凹凸がある。

［壁溝］検出できなかった。

［堆積土]3層に分層できたが、ほとんどローム粒やローム塊、炭化物を多量に含んだオリーブ褐色士

（第2層）で占められている 。なお、第1層は遺物包含層に相当し、多量の遺物が出土している。

［出土遺物］覆土上位から巾位にかけて多量の遺物が出土しているが、床面直上から床面にかけては

少ない。土器片は覆土から3,264点 (38,975g)、床面直上から109点 (1,705g)、床面から19点 (165

g)、炉から18点 (12g) が出土した。90-1はIl3類で、 90-1は口縁部に単軸絡条体を回転した後、縄

文原体を押圧している。88-1・3・5、89-2・7、90-6-8はIl4類で、結束縄文を施文後に縄文原体で押

圧している。胴部の文様に附加条縄文を使用している例 (88-1) もみられる。Il5類は口縁部に単軸

絡条体を施文するものがほとんどで、縄文原体を施文するものがみられる 。89-8・9、90-3・10はIl6 

類で、 89-9は口縁部に結束縄文を施文することから Il4類の可能性もある 。90-10は口縁部と胴部の境

界が屈曲する土器である。胴部には結束縄文が施文されている。 90-19・20・91-1-7はIl7類で、撚戻

縄文を施文するもの (90-20)、単節縄文を施文するもの (91-1・3・4・6・7)、結束縄文と単節縄文

(90-19、91-5)、単軸絡条体を施文するもの (91-2) がみられる。

石器は剥片石器類13点、礫石器類4点である。すべて覆士からの出土である 。剥片石器類は石匙1点

(91-8)、スクレイパー5点、フレイク7点である。石匙は縦型で裏面に光沢痕が観察される。また、ス

クレイパーの91-9、10は片面部分加工の掻器、 12は周縁加工の尖頭状削器である。11はフレイクに含

めたが、両面加工が施されており、石箆の未製品の可能性がある 。礫石器類は敲磨器（磨石） 1点、

半円状扁平打製石器1点、石皿1点、不明1点である 。91-13は磨石で、泥岩を石材としている 。縁辺の

加工は粗雑で、大きな剥離痕が見られる石器である。15は半円状扁平打製石器の破損品で、安山岩の

板状礫を素材としている。14は石皿の大きな破片で、石英安山岩の板状礫を素材としている。片面を

利用しており、中央付近は特に滑らかである 。

［小結］平面形は楕円形あるいは隅丸長方形ともとれる形状で、中央に炉と考えられるピットを有す

る住居跡である。西壁及び北壁際には検出されなかったが、東壁際の中央と南壁際に検出したピット

が柱穴と考えられることから、東西に長軸を持ち、線対称で構成される柱穴配置が想定される。縄文

時代前期後葉～末葉を主体とする遺物包含層の下位から検出されていることから、本住居跡の構築時

期は縄文時代前期後葉と考えられる。 （畠山）
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図87第27号住居跡1
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第 2層 オリーブ褐色土 2.5Y4/6 ローム粒・塊、炭化物多量混入。
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図88第27号住居跡2
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第3編岩渡小谷(4)遺跡
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図89第27号住居跡3
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図90第27号住居跡4
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図91第27号住居跡5
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第 3編 岩渡小谷(4)遺跡

第28号住居跡 (SI -28) (図92)

［位置］調査区南側の沢に面する斜面、標高36.lm-36.6mのAJ -60・61に位置する。

［重複］第15号焼土遺構が堆積土上部で検出されており、これよりも古い。

［平面形・ 規模］平面形は円形で、規模は長軸2.62m、短軸2.50m、床面積は4.48面である。

［壁・床面］壁高は北壁7-30cm、東壁30-50cm、南壁15-50cm、西壁5-15cmである。床面はほぼ平

坦であるが、南東から北西に若干傾斜している（比高差約10cm)。

［炉］床面の中央に位置するピットが炉と考えられるが、焼土は確認されなかった。長軸58cm、短軸

30cmの楕円形で、深さ12cmである。

［柱穴・ピット］炉に近接して4個のピットを検出した。ピット 1とピット2が柱穴と思われる。

［壁溝］検出できなかった。

［堆積上]2層に分層できた。ほとんどがローム粒を多量に含む暗褐色土で、南壁から東壁にかけて褐

色土の堆積が若干見られる。

［出土遺物］覆土から10点 (157g)の土器片が出土しただけである。縄文時代前期の細片である。

［小結］中央に炉と考えられるピットを有する、ほぼ円形の住居跡である。本遺跡では最小の規模で、

柱穴は炉を挟んだ両脇にあったと思われる。炉や柱穴配置は第6号住居跡や第24号住居跡と共通する

部分がある。本住居跡の構築時期は縄文時代前期後半と考えられる。 （畠山）

第29号住居跡 (SI -29) (図93・94)

［位置］調査区南側の沢に面する斜面、標高34.5-35.0mのAK・A L -58・59に位置する。

［咀複］第23号住居跡の下位にあり、本住居跡が古い。

［平面形・規模］平面形は径3.56mの円形で、床面積は9.90niである。

［壁・床面］壁高は北壁40-50cm、東壁50-70cm、南壁70-80cm、西壁40-60cmである。床面にはロ

ーム質土の張り床が部分的に施されているが、大半は地山を床面とし、概して平坦である。

［炉］中央に位置するピットが炉と思われるが、焼土は確認されなかった。長軸65cm、短軸55cmの楕

円形で、深さ20cmである。
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~Pl 

疇。
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第28号住居跡(SI-28)
第 1層 暗褐色土 10YR3/3 ローム粒多益混入。炭化物、焼土ブロック少量混入。

第 2層 褐色 土 10YR4/6 ローム粒、炭化物徴最混入。

ピットl

第 1層 暗褐色土 10YR3/4 柔らく締まりなし。ローム粒徴量混入。

第 2層 褐色土 10YR4/6 柔らく締まりなし。ローム粒多董混入。

ピット2

第 1層 褐色士 10YR4/6 柔らく締まりなし。ローム粒微呈混入。

第 2層 黄褐色土 10YR5/8 やや硬い。締まりなし。ローム質。

炉
第 1層 暗褐色土 10YR3/4 軟らかく、締まりなし。ローム粒微量混入。

第 2層 黄褐色土 lOYRS/6 やや硬い。ローム質。

第 3層 褐色土 10YR4/6 軟らかく、締まりなし。ローム粒多量混入。炭化物微量混

入。

A 36.8m _ A ’ ~ ~35.4m 
1 2 1 1 

言
Pl 炉 P2

図92 第28号住居跡 ゜
S=l/60 2m 
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

［柱・ピット］炉を切るように1個、炉の南側に近接して1個、墜際に2個検出した。また、床下からも

壁際に近い場所に1個検出した。柱穴配置は不明であるが、炉の脇に検出されたピットを主柱とする

可能性もある。

［壁溝・溝］壁溝は検出できなかったが、住居内の炉から壁外へと掘り込まれている溝を検出した。

幅15cmで、深さ7cmほどの浅いもので、壁外では1.6mまでの長さを確認することができた。溝は北側

の沢へ向かって掘り込まれ、底面は徐々に低くなっている。

［堆積土]2層に分層できた。ローム粒やローム塊を主体とする黄橙色士で覆われている。

［出土遺物］覆土第1層からと沢に向かう溝跡から少量の上器が出土した。覆土からは10点 (383g)、

溝からは74点 (1,600g) の出土である。同一個体と考えられる93-1・2はII3類で、口縁部文様帯に単

軸絡条体を回転施文し、胴部との境界には縄文を押圧する。胴部は撚戻縄文を施文している。

石器は石匙2点 (5、6)、スクレイパー1点 (7)、Uフレイク1点が出土した。5、6の裏面には光沢痕

が観察される。 7は削器で、片側縁に簡単な調整加工が加えられている。

［小結］ 炉から壁外へ掘り込まれている溝が特徴である。沢を挟んだ対岸に位置する第14号住居跡で

も見られており、やはり沢に向かって掘り込まれた溝が検出されている。また、本住居跡は第23号住

居跡の下位に検出されており、改築前の可能性もある。出土した士器から本住居跡の構築時期は、縄

（畠山）

1 

溝P-9

~{\\~ 

゜
S=l/3 , 10cm 

□二4 

溝P-9

‘ 
5 

＜二二二> 。 S=l/2 5cm 

図93 第29号住居跡1

-130 -



図94第29号住居跡2
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溝
第 1層褐色土 IOYR4/6 ローム粒、炭化物混入。

炉

第 1層 褐色土 IOYR4/6 ローム粒・塊、炭化物混入。
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遺物出土状況

第29号住居跡(SI-29)
第 1層 黄橙色士 10YR7/8 硬く締まりあり。ローム粒・塊主体。部分的にローム主体

の張り床(2層）が見られるが、連続しない。

第2層 明黄褐色土 10YR6/8 部分的な張り床。硬い。ローム質。

>Q,,

乙 93-6

ー

ー
·
;
~
ー

_
i
4
3

\
，
＇
札

'
’
9
,＂
9
t
~
[．
牙
‘
.
，
'
、

9

5it・ 

Y
 .
 

.

.
 ]▲
 吉

＂
ん
し”-｛ 

i
^
 

r
 

荘
d

c
r
 "▲

 

凸厨
屈

＝
 

訊ニ
93-4 

図94 第29号住居跡2

-131 -



第2節土坑

土坑は計22基検出された。調査区全体から検出されており、構築時期は縄文時代前期・中期・後期

のもの、縄文時代ではあるが時期不明のもの、平安時代のものなどに分けられる。

図95土坑の分布

一132一

岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第 2節土坑

土坑は計22基検出された。調査区全体から検出されており、構築時期は縄文時代前期・中期・後期

のもの、縄文時代ではあるが時期不明のもの、平安時代のものなどに分けられる。
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第 3編岩渡小谷(4)逍跡

第 1号土坑 (SK-1・2) (図96)

［位買と確認］北側丘陵頂部の標高38.0m、BJ-51に位置する。調査時に2基の土坑としたが、土坑の

平面形状や堆積土に2基の土坑の明確な差違が見られなかったため、 1基の土坑として報告する。

［平面形・規模］平面形は円形で、規模は径lm、深さ25-33cmである。

［壁・底面］壁は、全体的に緩やかに立ち上がり、底面は中央付近がやや深く、起伏がみられる。

［堆積士］黒褐色士と暗褐色土主体の3層に分けられる。堆積状況から、自然堆積と考えられる。

［出土遺物]1-3はII7類で、 1・2は同一個体と考えられる。器壁がやや厚く、内外面に炭化物の付着

がみられる。1層から土器片利用の円盤状土製品の破片が1点出土した。

［小結］構築時期は、出土遺物から縄文時代前期と考えられる。 （坂本）

第3号土坑 (SK-3) (図96)

［位置］北側丘陵頂部の標高41.0m、BC-56に位置する。

［平面形・規模］開口部の平面形は楕円形であるが、底面は円形を呈する。規模は開口部長軸1.26m、

短軸1.14m、底面径1.54m、深さ1.60mである。

［壁・底面］壁は、底面から中位に直線的に立ち上がり、中位で40cm程内側にすぼまる。中位から開

口部にかけて開くように立ち上がり、断面形がおおよそフラスコ状を呈する。底面は南側がやや高く

なるが、ほぼ平坦である。

［堆積土］暗褐色土主体で11層に分けられる。堆積土中位から底面にかけては埋め戻しと自然崩落に

よる堆積、堆積土上位から中位にかけてはおおむね自然堆積と考えられる。

［出土遺物］北東側の壁際の底面直上から1個体の土器が横転し、潰れた状態で出土している (5)。こ

の土器は、 N3類で底面が上げ底の土器である。内面には炭化物の付着がみられ、外面には吹きこぼ

れ痕も付着している。また、堆積土上位の1層から土器片が出土した。6-8はII5類で、摩耗が激しい

が、内面に赤色顔料が塗布されている。

［小結］出土遺物から、縄文時代後期中葉～後葉に構築されたと考えられる。 （坂本）

第4号土坑 (SK-4) (図97)

［位置］調査区北側の斜面、標高40.4mのBB-58に位置している。南側に第5号住居跡が、北側に第2

号焼土遺構、西に第3号土坑が隣接している。

［重複］第5号上坑の上に構築されており、これより新しい。

［平面形・規模］楕円形を呈し、長軸2.50m、短軸2.20mである。深さ52cmである。

［壁・底面］壁は段状になっていて、緩やかに立ち上がる。底面は隅丸長方形を呈し、長軸1.75m、

短軸1.37mである。底面は硬く踏み締まり、中央付近には焼土と炭化物が検出されている。焼土は炉

跡の可能性が高く、酸化面を確認できた。また、底面の北東側に径40cm前後のピットを検出した。深

さ54cmで、柱跡と考えられる。

［堆積土]11層に分層できた。上部は暗褐色土や黒褐色土で自然堆積と思われ、下位の褐色土や明褐

色土、黄褐色土等は人為堆積と考えられる。また、底面の上部には炭化物が薄く分布している。
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[出土遺物]縄文土器の破片が少量と石器2点が出土した。土器は覆土から27点(308g)、底面直上か

ら2点(27g)が出土した。97-5は下位の第5号土坑第1層出土土器と接合関係にある。

Ⅱ3・Ⅱ7・Ⅲ6類の土器片が出土した。1はⅡ3類で、波状口縁であり、単軸絡条体を施文する。Ⅱ7

図96第1・3号土坑

一134一

岩渡小谷(3)・(4)遺跡

［出土遺物］縄文土器の破片が少量と石器2点が出土した。土器は覆土から27点 (308g)、底面直上か

ら2点 (27g) が出土した。 97-5は下位の第5号土坑第1層出上土器と接合関係にある。

Il3・II7・III6類の土器片が出土した。 1はII3類で、波状口縁であり、単軸絡条体を施文する。 II7

第1号土坑

句 p:) I I n 

> 3
P-2 

゜
S=l/3 

10cm ' 

A A' — 38.7m-
，和 96-3

~ 
第1号土坑(SK-I・2)

第 1層 黒色士 IOYR2/2 ローム粒・炭化粒混入。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒微量混入。

第 3層 黄褐色土 IOYR5/6 暗褐色土との混合土、炭化粒微量混入。

I 

二 。 S=l/2 5cm 

第3号土坑

R//-――----"" ~::r>;,~
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A A' 
41.lm -

霞~
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O S = 1/25 50cm 
'''  

10 

第3号土坑(SK-3)
第 1層 褐色土 IOYR4/4 ローム塊少量、炭化粒微量混入。

第 2層 暗褐色士 IOYR3/4 ローム塊・炭化粒少量混入。

第 3層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム粒・炭化粒少量混入。

第 4層 暗褐色士 IOYR3/4 黄褐色土との混合土、ローム塊・炭化粒少羅混入。

第5層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム塊・炭化粒少量混入。

第 6層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム粒・炭化粒微量混入。

第 7層 にぶい黄褐色土 IOYR5/3 ローム粒微量、黄褐色士少最混入。

第 8層 褐色土 IOYR4/4 ローム粒微量混入。ぽそぽそした士。

第 9層 暗褐色士 IOYR3/4 褐色士との混合士、ローム粒微量混入。

第10層 褐色土 IOYR4/4 ローム粒・炭化粒徴量混入。

第II層褐色土 IOYR4/6 ローム粒微量混入。

第3号士坑出土遺物
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゜
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図96 第1• 3号土坑
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第 3編 岩渡小谷(4)遺跡

類は単節縄文を施文するもの (8・9・6) と摩耗して原体の特定が出来ないもの (3-5・7) に分けら

れる。4・5・7は第5号土坑出土土器と内面の状態に共通性がみられる。2・10はill6類で、 2は砂粒を

多く含み、かなり摩耗している。石器は第1層からフレイク1点、底面直上から石皿の破片1点 (11)

が出土した。中央部が窪んでおり石材は安山岩である。

［小結］底面から検出された焼土は地床炉と思われる。また、底面が硬く踏みしまっていることや柱

穴の存在から、仮小屋的な機能をもつものと考えられる。出土土器から、本土坑の構築時期は縄文時

代前期後半と考えられる。 （畠山）

第5号土坑 (SK-5) (図97)

［位置］調査区北側の斜面、標高40.4mのBB-58に位置している。第4号土坑の真下に位置している。

［重複］第4号土坑と重複し、これよりも古い。

［平面形・規模］上部は第4号土坑の構築時に破壊されているため不明であるが、第4号上坑の底面の

場所では、径1.70mの不整な円形である。深さ52cmである。

［壁・底面］壁は袋状に掘り込まれ、断面形はフラスコ状を呈している。底面はほぼ平坦である。

［堆積土]9層に分層できた。暗褐色土や明褐色土、黄褐色土等が互層をなして見られる。人為堆積と

考えられる。

［出土遺物］少量の遺物が覆土上位から出上した。また、第1層から出土した土器片が第4号土坑出上

の土器片と接合関係にある (97-5)。内面に付着した炭化物の状態からも分かるように、かなり被熱

しているため、摩耗が激しい。胎土や内面の状態からも12-15は同一個体である。16に関しては判断

できなかった。いずれも単節縄文を施文していたと考えられる。

［小結］出土土器及び第4号土坑との重複関係から、構築時期は縄文時代前期後半と思われる。（畠山）

第6号土坑 (SK-6) (図98)

［位置］北側丘陵頂部の標高41.0m、BC-54で、第3・10号住居跡のほぼ中央に位習する。

［重複］第3・10号竪穴住居跡と重複し、本遺構が新しい。

［平面形・規模］平面形は円形であるが、底面は開口部より全体に約20cm北方向に位搬し、やや不整

円形を呈する。規模は開口部径1.6m、底面長軸1.9m・ 短軸1.54m、深さ1.62mである。

［壁・底面］壁は、底面から中位にかけてややすぼまり、中位から開口部にかけて開くように立ち上

がり、断面形がフラスコ状を呈する。底面は第X層に構築されており、ほぼ平坦である。

［堆積土]30層に分けられ、堆積土中位から下位は第X層土を主体としており、埋め戻しの可能性が

高い。堆積土中位の11・15-22層は崩落土、堆積土上位はおおむね自然堆積と考えられる。

［出土遺物] 1・2はII5類、 3-6はill6類である。堆積土上位から ill6類が出土し、堆積土中位からは1

が出土している。II5類は口縁部に単軸絡条体を押圧し、結束縄文を回転施文している。 ill6類は4・6

が各々同一個体である。いずれも口唇部に沈線が1条施文される。石器は覆土からフレイク1点が出土

した。

［小結］フラスコ状土坑の断面は壁の崩落により変形している可能性が高い。土坑の構築時期は縄文

時代前期後薬～末薬の可能性が高い。 （坂本）
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図97第4・5号土坑
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第4号士坑 (SK-4)

第 1層褐色土 IOYR4/6 ローム粒、炭化物混入。

第 2層 黒褐色土 IOYR2/3 ローム粒、炭化物混入。軟ら

かい。

ローム粒、炭化物混入。
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ローム粒、炭化物混入。
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第5号土坑(SK-5)

第 1層 黄褐色土 IOYR5/6 焼土塊混入。褐色土がまばらに、水平に堆積。

非常に硬い。

ローム粒・塊混入。黄褐色土が水平に混入。

第V層土主体。

シラス質、チビキ浮石混入。焼土塊含む。

第 2層

第 3層

第 4層

暗褐色士 IOYR3/4 

明黄褐色土IOYR6/8

黄褐色土 IOYR5/8 
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灰黄褐色土IOYR4/2 非常に硬い。シラス質、砂粒混入。

暗褐色土 IOYR3/4 

にぶい黄褐色土 IOYRS/3 シラス質主体。

黒褐色士 !OYR2/3 黄褐色土混入。

にぶい黄橙色土 IOYR6/3 シラス質主体。黄褐色土混入。

。
S=l/50 2m 

図97 第4・5号土坑
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第 3編 岩渡小谷(4)遺跡

第7号土坑 (SK-7) (図98)

［位置］北側丘陵頂部の標高40.0m、BD-57に位置する。

［平面形・規模］平面形は長方形で、規模は開口部長軸1.24m、短軸82cm、深さ23cmである。

［壁・底面］壁は、ほぼ垂直に立ち上がる。一部北西側に立ち上がりが不明瞭な場所が見られる。底

面には、若干起伏が見られる。

［堆積土］褐色土主体の6層に分けられる。2層に焼上が見られる。堆積状況から埋め戻しの可能性が

考えられる。

［出土遺物］上坑中央の坑底から、土器1個体が口縁部を北に向け横転し、潰れた状態で出土している

(7)。土器は三波状口縁で、 ms類である。外面上半に炭化物の付着がみられる。口縁の波頂部には横

にした S字状の貼付が施される。また、南側の底面から磨石の欠損品が出土している。

石器は第3層からフレイク1点、敲磨器1点が出土した。8は磨石の欠損品で、器面にはスリ整形が施

されている。石材は安山岩である。

［小結］出土遺物から縄文時代中期中葉と考えられる。 （坂本）

第8号土坑 (SK-8) (図99)

［位買］北側丘陵斜面の標高39.0m付近、 AV・AW-55に位置する。

［平面形・規模］平面形は円形で、規模は開口部径76cm、底面径68cm、深さ26-52cmである。

［壁・底面］壁は、底面からほぼ垂直に立ち上がり、底面は第X層に構築され、ほぼ平坦である。

［堆積上]3層に分けられ、おおむね自然堆積と考えられる。

［出土遺物］なし

［小結］堆積土から縄文時代の可能性が高い。

第9号土坑 (SK-9) (図99)

［位置］調査区北側の斜面、標高40.5mのAY-54に位置している。

［重複］第2号住居跡と重複し、これよりも新しい。

［平面形・規模］長軸1.04m、短軸95cmの円形と思われ、深さ37cmである。

［壁・底面］壁はやや急に立ち上がる。底面は幾分窪み、丸底状である。

（坂本）

［堆積土]3層に分層したが、 1層は基本層序の第11I層に相当する。暗褐色土と褐色土で占めらている。

［出土遺物］なし。

［小結］縄文時代ではあるが、明確な時期は不明である。

第10号土坑 (SK-10) (図99)

［位置］北側丘陵頂部の標高36.0m、AU-58に位置する。

［重複］第15号竪穴住居跡と重複し、本遺構が古い。

［平面形・規模］平面形は円形で、規模は開口部径68cm、底面径58cm、深さ51cmである。

［壁・底面］壁は垂直に立ち上がり、底面は第X層を底面とし、ほぼ平坦である。

［堆積土］褐色土主体の4層に分けられる。堆積状況から埋め戻しの可能性が考えられる。
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図98第6・7号土坑
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

＼｛ 

坑

＼
土

＼

号

p

6

[

 一

第A)
／
 

ィ
＼

＼ 

I 

/~
／ 

ヽ
ヽ ／ 

A 
41.3m -

A' ，
 

f 客 刀

S=!/3 

28 29 

第6号土坑 (SK-6)

第 1層 黒褐色士 IOYR2/2 炭化物・ローム粒微量混入。

第 2層 黒褐色土 IOYR2/3 炭化物少量、ローム粒微量混入。

第 3層 黒褐色土 IOYR2/2 炭化粒少量、ローム粒微量混入。

第 4層 黒褐色土 IOYR3/2 炭化粒・ローム粒微量混入。

第5層 暗褐色土 IOYR3/3 炭化物・ローム微量混入。

第 6層 黒色土 IOYR2/l 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 7層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒•黒褐色土混入。
第 8層 暗褐色土 IOYR3/3 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 9層 にぶい黄褐色土 IOYRS/3 炭化粒・ローム粒少量混入。
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褐色土 IOYR4/6 炭化粒微量混入。

にぶい黄褐色土 IOYRS/4 暗褐色土との混合土、炭化物・ローム粒微量混入。

にぶい黄褐色土 IOYRS/4 炭化粒微量混入。

暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

褐色土 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

暗褐色土 IOYR4/4 炭化粒・ローム粒・黒褐色土混入。

褐色土 IOYR4/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

赤褐色土 5YR4/4 炭化粒微量混入、かたくしまる。

にぶい黄褐色土 IOYRS/4 暗褐色土との混合土、炭化粒微量混入。

褐色土 IOYR4/4 炭化物・焼士粒微量混入。

にぶい黄褐色土 IOYRS/4 ローム粒微量混入。

にぶい黄褐色士 IOYRS/4 ローム粒微量混入。

褐色土 IOYR4/6 炭化粒微量混入。

暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒•ローム粒微量混入。
にぶい黄褐色土 IOYRS/4 炭化粒微量混入。

褐色土 IOYR4/4 炭化粒微量混入。

オリーブ褐色土 2.5Y4/6 黒褐色土との混合士、炭化粒・ローム粒微量混入。

にぶい黄褐色土 IOYRS/3 黒褐色士との混合土、炭化粒・ローム粒微量混入。

灰黄褐色土 IOYR4/2 黄褐色土との混合土、炭化粒・ローム粒微量混入。

にぶい黄褐色土 IOYRS/3 黒褐色土との混合土、炭化粒・ローム粒微量混入。

にぶい黄褐色士 IOYRS/4 黒褐色土との混合土、炭化粒・ローム粒微量混入。

7
 

□) 
゜
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第7号土坑(SK-7)

第 1層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・ローム塊微量混入。

第 2層 明赤褐色土 5YR5/8 炭化粒・ローム粒・褐色土微量混入。

第 3層 褐色土 7.5YR4/6 焼土粒・炭化粒微量混入。

第 4層 褐色士 IOYR4/4 ローム粒微量混入、ぽそぽそした土。

第 5層 黄褐色土 IOYRS/6 褐色士微量混入。

第 6層 褐色士 IOYR4/6 ローム粒中量、焼土粒微量混入。

O S=l/50 10cm 2m 

図98 第6・7号土坑
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第 3編 岩渡小谷(4)遺跡

［出土遺物］土坑中央の堆積土中位の、 2層から打製石斧の刃部片が出土した。石材は頁岩である。

［小結］甫複関係から縄文時代中期かそれ以前と考えられる。 （坂本）

第11号土坑 (SK-11) (図99)

［位置］調査区北側の斜面、標高38.5mのAU-50に位買している。

［平面形・規模］不整な長方形を呈し、長軸1.47m、短軸1.07m、深さ 10cmである。

［壁・底面］壁は垂直に近く立ち上がる。西壁では壁面が焼けている。また、底面はほぼ平坦である。

［堆積土]3層に分層できた。第1層には白頭山火山灰が混入している。また、確認面における観察で

は10層が確認され、①～⑥層が本土坑に相当する。②層は白頭山火山灰に相当する。③層、⑥層には

炭化物の混入が見られ、 ⑤層は壁が焼上化した部分である。また、⑦、 ⑧層も本土坑に由来する可能

性がある。

［出土遺物］なし。

［小結］構築時期は白頭山火山灰の降下以前、 10世紀前半と思われる。 （畠山）

第12号土坑 (SK-12) (図99)

［位置］調査区北側の斜面、標高39.SmのAV-49に位猶している。

［平面形・規模］長・短軸とも1.02mの方形を呈する。深さ 10cmである。

［壁・底面］壁は垂直近く立ち上がる。北壁の一部が焼けている。底面は平坦であるが、北側から南

側へ傾斜している。

［堆積土]3層に分層できた。第1層上部には白頭山火山灰の混入が見られ、炭化材を少量含んでいる。

また、確認面における観察では4層が確認された。①層は白頭山火山灰、 ②層は黒色土で上記の第1層

に、 ③層は第2、3層に相当する。

［出土遺物］なし。

［小結］構築時期は白頭山火山灰の降下以前、 10世紀前半と思われる。 （畠山）

第13号土坑 (SK-13) (図99)

［位置］調査区北側の斜面、標高39.0m前後のAS-47に位置している。

［平面形・規模］長軸1.18m、短軸l.Omの方形を呈する。深さ15cmである。

［壁・底面］壁は垂直に近く立ち上がる。底面は平坦であるが、斜面下方側へやや傾斜している。

［堆積土]4層に分層できた。第1層は白頭山火山灰を含む層である。第3層は底面を覆っている黒色土

で、炭化物を多量に含んでいる。第4層は黒褐色土で、掘り方の埋土である。

［出土遺物］なし。

［小結］構築時期は白頭山火山灰の降下以前、 10世紀前半と思われる。 （畠山）

第14号土坑 (SK-14) (図100)

［位置］調査区北側の斜面、標高38.7mのAS・AT-48に位置している。

［平面形・規模］長軸2.10m、短軸1.8mの長方形を呈する。深さ73cmである。
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図99第8～13号土坑
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第8号士坑(SK-8)

第 1層褐色土 IOYR4/4 ローム粒微量混入。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム粒微量混入。

第 3層 褐色土 IOYR4/6 白色ロームとの混合士。

第9号土坑(SK-9)

第 1層褐色土 IOYR4/3 2号住居跡第1層と同じ。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/4 黒色土中量、ローム粒少量混入。

第 3層 褐色土 IOYR4/4 ローム粒、炭化物微量混入。
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第11号土坑(SK-11)

確認面

①黒色士 10YR2/l
②オリープ褐色土 2.5Y4/6 白頭山火山灰。

③黒色土 !OYR2/l 炭化物混入。

④黒褐色土 10YR2/3 ローム粒、炭化物混入。

⑤明赤褐色土 5YR5/8 壁面焼土化。

⑥黒褐色土 10YR2/2 炭化物混入。

⑦暗褐色土 !OYR3/4 

⑧黄褐色士 10YR5/6 
⑨ 色土 !OYR4/4

⑩黒褐色士 !OYR2/3 

第 1層黒色土 !OYRl.7/1
第 2層 オリープ褐色土 2.5Y4/6 白頭山火山灰。

第 3層 黒褐色土 !OYR3/2 炭化物混入。

ン第12号土坑確認面 第12号土坑
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R 第13号土坑確認面

④ 第13号土坑

①
 

A' 

A A' 
- 139.7m― 
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2 

第12号土坑 (SK-12)
確認面

①オリープ褐色士 2.5Y4/4 白頭山火山灰。

②黒色土 2.5Y2/l 炭化材少量混入。

③暗褐色士 !OYR3/4 
④にぶい黄褐色士 IOYR4/3

第 1層 黒色士 IOYR2/l 上部に白頭山火山灰が堆積。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒混入。

第 3層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒、焼土粒混入。

A' 

④ 

⑤’ 

A A' 
- 1 239.2m-

三

。
S=l/50 2m 

第13号土坑(SK-13)

確認面

①オリープ褐色士 2.5Y4/6 白頭山火山灰

②黒褐色土 IOYR2/2 炭化物混入。

③黒褐色士 IOYRl.7/1 炭化物混入。

④褐色土 7.5YR4/6
⑤暗褐色土 IOYR3/3 

第 1層 暗オリーブ褐色土 2.5Y3/3 白頭山火山灰含む。

第 2層 黒褐色土 IOYR2/3 白頭山火山灰、炭化物混入。

第 3層黒色士 IOYR2/l 炭化材多量含む。

第4層 黒褐色土JOYR2/3十褐色上IOYR4/6

図99 第8~13号土坑
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

［壁・底面］壁は垂直に近く立ち上がり、ほとんどの壁面が焼けている。底面はほぼ平坦である。壁

面ほどではないが、被熱の痕跡が認められている。

［施設］東壁、西壁の上部が若干張り出している。東壁では67cm、深さ0~18cm、西壁では22cm、深さ

O~lOcmである。

［堆積上]9層に分層できた。このうち、中位では白頭山火山灰の堆積が見られる。第7層は黒褐色土

で、炭化材を多量に含んでいる。第8層は褐色土の貼り床で、第9層は掘り方の埋土である。

［出士遺物］第2層から縄文時代前期の土器片が2点 (33g)が出土した。2点とも摩耗が激しい土器で、

1・2とも II7類である。 2は単軸絡条体を施文している小型の上器である。1は原体を特定出来なかっ

た。また、出土した炭化材は丸太状である。

［小結］構築時期は白頭山火山灰の降下以前、 10世紀前半と思われる。炭窯と思われる。 （畠山）

第15号土坑 (SK-15) (図100)

［位置］調査区北側の斜面、標高37.7mのAT-52に位置している。

［重複］第21号住居跡と重複しているが、新旧関係は不明である。

［平面形・規模］長軸70cm、短軸57cmの楕円形を呈する。深さ50cmである。

［壁・底面］壁は垂直に近く立ち上がる。底面はほぼ平坦である。

［堆積土]3層に分層できた。褐色土が主体で、上部に暗褐色土が堆積している。

［出土遺物］なし。

［小結］縄文時代のものと思われるが、明確な時期は不明である。

第16号土坑 (SK-16) (図100)

（畠山）

［位置］調査区南側の斜面頂部、標高約40.4mのAF-57に位置している。すぐ南側には第18号土坑が

隣接している。

［平面形・規模］長軸77cm、短軸67cmの不整な円形を星し、深さ24cmである。

［壁・底面］壁は垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

［堆積上]3層に分層できた。暗褐色土と褐色上の堆積が見られた。

［出土遺物］覆土から、縄文時代前期の土器片が2点 (22g) と底面からフレイク1点が出土した。土

器はいずれも小片で、 4はII5類、 3はII7類である。4は微隆帯に縄文を押圧している。3は結束縄文を

施文している。

［小結］出土土器から、構築時期は縄文時代前期～中期と思われる。 （畠山）

第17号土坑 (SK-17) (図100)

［位置］調査区南側の斜面、標高39.5mのAF-59に位置している。周辺には多数の土器埋設遺構が検

出されている。

［平面形・規模］確認面では長軸87cm、短軸68cmの規模の楕円形、底面は長軸1.30m、短軸1.10mの楕

円形を呈している。深さ45cmである。

［壁・底面］墜は袋状に掘り込まれている。底面は若干の凹凸をもって西側へ傾斜している。また、
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

底面西側に長軸31cm、短軸25cm、深さ10cmのピットが掘り込まれている。

［堆積土J6層に分層できたが、ほとんどが褐色土である。

［出土遺物］覆土から15点 (162g) の土器が出土した。いずれも小片で、すべて II7類である 。結束

縄文を施文するもの (8)、単節縄文を施文するもの (5)、撚戻縄文を施文するもの (7・9)、複節縄

文を施文するもの (6) がみられる。7・9は胎土や原体の特徴から同一個体の可能性が高い。

［小結］出土土器から、構築時期は縄文時代前期後半と考えられる。 （畠山）

第18号土坑 (SK-18) (図100)

［位置］調査区南側の斜面頂部、標高約40.4mのAF-57に位置している 。

［平面形・規模］長軸65cm、短軸61cmの円形を呈している。深さ46cmである。

［壁・底面］壁は垂直に立ち上がる。底面は、いくぶん丸底状である。

［堆積土]4層に分層できた。褐色土や黄褐色土系の土が堆積している。人為堆積と思われる。

［出土遺物］縄文時代前期の土器片1点 (19g) が出土した (10)。土器は II7類で、器内面は炭化物が

若干付着し、やや摩耗している。単軸絡条体を施文している。

［小結］出士士器から、構築時期は縄文時代前期と考えられる。 （畠山）

第19号土坑 (SK-19) (図101)

［位置］調査区南側の南西斜面、標高39.0m付近のAD-59に位置している。周辺には多数の土器埋設

遺構が検出されている。

［平面形・規模］平面形は楕円形で、長軸1.45m、短軸1.09mである。深さ51cmである。

［壁・ 底面］壁は垂直に立ち上がり、底面は平坦である 。底面東側に径13cm、深さ20cmの小ピットが

掘り込まれている。

［堆積土]5層に分層できた。大半が黒褐色土や褐色土がブロック状に混人した暗褐色土で占められて

いる。

［出土遺物］底面北側寄りの場所で、土器と石器3点が重なり合って出土した。土器は縄文時代前期の

深鉢型土器で、完形である (1)。横転状態もしくは横位の状態で出土した。この土器の下には挟入扁

平磨製石器 (S-2;2) とUフレイク2点 (S-3;4、S-4 ; 5)が重なって出土した。また、西壁寄り

の底面直上から石箆1点 (S-1; 3) が出土した。

土器はII4類で、底部は上げ底であり、胴部に複節縄文を施文後、口縁部に縄文原体を4条押圧して

いる。内外面とも炭化物が付着し、とくに底面内部に多くみられる。

石器の3は両面加工の石箆で、刃部には急斜度の調整が加えられている。また、 2の扶入扁平磨製石

器は完形品で、玄武岩の板状礫を素材とし、黒色である。器面にはスリ整形が全面に施されているが、

下側辺には剥離痕が痕跡として残されている。片端が先細に整形され、もう一方の片端には扶りが加

えられ、さらにスリ整形により溝状に仕上げられている。

［小結］出土土器から、構築時期は縄文時代前期後葉と考えられる。また、堆積状況は人為堆積であ

り、遺物の出土状況から、募としての機能が考えられる。 （畠山）
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図100第14～18号土坑
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第3層 褐色土 IOYR4/6 炭化物・ローム粒少量混入。

第16号土坑(SK-16)

第 1層 暗褐色土 !OYR3/4 ローム粒、炭化物、小礫少量混入。

第 2層褐色土 IOYR4/6 ローム粒、炭化物、小礫微量混入。

第 3層褐色土 IOYR4/4 ローム粒、炭化物、小礫少量混入。

第17号土坑(SK-17)

第 1層褐色土 IOYR4/6 ローム粒、炭化物少量混入。
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第 6層褐色土 IOYR4/6 ローム粒、炭化物微量混入。
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図101第19号土坑
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第19号土坑

A 

第19号土坑(SK-19)
第 1層 暗褐色土 10YR3/3 黒褐色土と褐色土がプロック状に混入。

ローム粒少量、炭化物微量混入。
第 2層 暗褐色土 10YR3/4 黒褐色土と褐色土がプロック状に混入。

A' ローム粒微量混入。
—一 第 3層褐色土 10YR4/4 黒色土がプロック状に混入。ローム粒微

量混入。
第 4層黄褐色土 10YR5/6
第 5層褐色土 10YR4/6 ローム粒混入。
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

第20号土坑 (SK-20) (図102)

［位置］調査区南側の斜面項部付近、標高約40.0mのAD-58に位置している。周辺には多数の土器埋

設遺構が検出されている。

［平面形・規模］平面形は楕円形で、長軸87cm、短軸80cm、深さ35cmの小型の土坑である。

［壁・底面］壁は垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

［堆積土]4層に分層できた。褐色士とにぶい黄褐色土が主体であり、人為堆積の様相を呈している 。

［出上遺物］覆土から 16点 (668g) の土器片が出土した。土器は、 6がII5類、 3-5がII7類、 1がill3

類、 2が皿9類である 。3-5は土器内面の摩耗が激しい。 6は台付底部で、台の高さがやや低い。外面

には単節縄文を施文する。 4は結束縄文、 3・5は単節縄文を施文する。3の底外面は丁寧に磨かれてい

る。 1は波状口縁の弁状突起で、中央を穿孔している 。粘土紐を貼り付け縄文を押圧した後、剌突を

施す。2は太い原体を使用した結束縄文を施文している。

［小結］出土土器から、構築時期は縄文時代前期から中期と思われる。 （畠山）

第21号土坑 (SK-21) (図102・103)

［位置］調査区南側の沢に面する斜面、標高38.BmのAH-55・56に位置している。

［平面形・規模］東側が調査区域外にあるため完掘できなかったが、径1.85m前後の円形と思われる 。

深さ 1.35mである。

［壁・底面］壁は袋状に掘り込まれている。底面は平坦である。

［堆積土] 14層に分層できた。上部は暗褐色土や黒褐色土がレンズ状に堆積している。下部は褐色土

や暗褐色土、黄褐色土等が水平に近い堆積状態で観察される。この間の、特に南側では底面付近から

中程にかけて黄褐色系の土が多量かつ不規則に堆積している。下位には縄文時代前期の深鉢型土器が

埋設されており、この上に黄褐色系の土を覆い被せたものと考えられる。

［出土遺物］土器片は覆土から30点 (446g)、底面直上から40点 (2,094g) 出土した。底面直上（底

面から約10cm上）から土器埋設遺構が検出された。土器は底部を抜いたもので、南側の壁に接して倒

立させて埋設している。士器内部の底面には石Jillに似た形状の軽石製品 (103-8) を埋納している。

103-1・7はII4類、 103-2-5はII7類である。 103-7は四波状口縁で、胴部下半が欠損している 。口縁

部に結束縄文を回転施文し、その上から縄文を押圧して、胴部と区画している。胴部には撚戻縄文を

施文している。103-1も同様であるが、胴部文様に複節縄文を施文している。II7類の内、底部は103-3

である。撚戻縄文を施文するものは103-3、複節縄文を施文するものは103-2、単軸絡条体を施文する

ものは103-4である。 103-5は縄文施文後に沈線？を施している。胎土や原体の特徴から、 103-3は土器

103-7と同一個体の可能性が高い。また、周辺から少量の土器片や敲磨器（凹石、 103-6)が出土している。

［小結］覆土からの出土土器及び埋設土器から、構築時期は縄文時代前期後葉と考えられる。本土坑

の廃絶に伴って再利用がはかられ、土器が埋設されている。なお、同様の事例は住居廃絶の跡地に2

基の土器埋設遺構が検出された例 (84号、 85号）がある。 （畠山）

第22号土坑 (SK-22) (図104)

［位憤］調査区南側の沢に面する斜面、標高38.0m付近のAI-55に位置している。
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

R 第20号土坑

ご
第20号土坑(SK-20)
第 1層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 ローム粒、炭化物粒

極微量混入。

第 2層 褐 色土 IOYR4/4 ローム粒、炭化物粒極微量

混入。

第 3層 黄褐色土 IOYRS/6 ローム粒・塊微饂混入。

第4層 褐 色土 IOYR4/6 ローム粒、炭化物粒混入。
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第21号土坑(SK-21)
第 1層 暗褐色土 10YR3/4 砂粒、ローム粒微量混入。

第 2層 暗褐色土 10YR3/3 砂粒少量、小礫、ローム粒微量混入。

第 3層 黒褐色土 10YR2/3 ローム粒少呈、砂粒微量混入。

第4層 黄褐色土 !OYR5/6 砂質ローム主体。暗褐色土微量混入。

第 5層 褐 色土 10YR4/6 ローム質。軟らかい。

第 6層 にぶい黄褐色土 10YR5/4 砂質。ローム粒少贔混入。硬い。

第 7層 にぶい黄褐色土 10YR5/4 砂質。硬い。

第 8層 にぶい黄褐色土 10YR5/4 砂質ローム主体。

第 9層 暗褐色土 10YR4/4 ローム塊多量、砂粒少量混入。

第10層 暗褐色土 10YR3/3 ローム粒多最、砂粒少量、炭化物微量混入。

第11層 にぶい黄褐色土 10YR5/4 砂質。やや硬い。

第12層 明黄褐色土 10YR6/8 ローム塊主体。暗褐色士少量、砂粒微批混入。

やや硬い。

第13層 暗褐色土 10YR3/4 ローム粒少呈、炭化物微最混入。軟らかい。

第14層 褐色土 10YR4/4 ローム粒多量、砂粒少屎混入。

土器内 (P-5)
第①層 にぶい黄褐色土 暗褐色士混入。砂質。やや軟らかい。

第②層 暗褐色土 ローム粒・塊混入。やや粘土質。締まりあり。

土器(P-5)は土坑内第12層の直上に倒立状態であり、

第9層中に埋まっている。

゜
S=l/50 2m 

図102 第20・21号土坑
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図103第21号土坑出土遺物

[重複]第23号土坑と重複し、これよりも古い。

[平面形・規模]全体形は不明である。調査できた部分から推定して径1.20mの円形かこれを長軸と

する楕円形と思われる。

[壁・底面]西壁はほぼ垂直に立ち上がっているが、南壁は袋状に掘り込まれている。底面はほぼ平

坦である。

[堆積土]3層に分層できた。大半がローム粒・塊を多量に含んだ暗褐色土で占められている。

[出土遺物]確認面から3点(38g)の土器片、底面から石棒1点(4)が出土している。石棒は完形品

で、器面は滑らかである。石材は安山岩である。また、出土した土器はいずれも小片で、1はⅡ3類、

2・3はⅡ7類である。1は単軸絡条体施文後、縄を押圧している。3は複節縄文を施文している。胴部

一147一

第3編岩渡小谷(4)遺跡
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図103 第21号土坑出土遺物

［重複］第23号土坑と重複し、これよりも古い。

［平面形・規模］全体形は不明である。調査できた部分から推定して径1.20mの円形かこれを長軸と

する楕円形と思われる。

［壁・底面］西壁はほぼ垂直に立ち上がっているが、南壁は袋状に掘り込まれている。底面はほぼ平

坦である。

［堆積土]3層に分層できた。大半がローム粒．塊を多量に含んだ暗褐色土で占められている。

［出土遺物］確認面から3点 (38g)の土器片、底面から石棒1点 (4) が出土している。石棒は完形品

で、器面は滑らかである。石材は安山岩である。また、出土した土器はいずれも小片で、 1はIl3類、

2・3はIl7類である。 1は単軸絡条体施文後、縄を押圧している。 3は複節縄文を施文している。胴部
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

の曲線からやや小型の土器と思われる 。2は単節縄文を施文していると思われるが器面が摩耗してお

りはっきりしなかった。

［小結］確認面からの土器片や遺構の重複関係から、構築時期は縄文時代前期と思われる。 （畠山）

第23号土坑 (SK-23) (図104)

［位置］調査区南側の沢に面する斜面、標高38.0mのAI -55に位置している。

［重複］第22号土坑と重複し、

［平面形．規模］径85cmの円形を呈している。

［壁・底面］壁は垂直に近い立ち上がりで南壁は袋状に掘り込まれている。底面は平坦である。

これよりも新しい。

［堆積土J3層に分層できたが、大半はローム質の褐色土で占められている。

［出土遺物］覆土から11点 (108g)の上器片が出土した。いずれも小片で、 6はIl5類、 5・7-9はIl7

類である 。6は口縁部文様帯に単軸絡条体を押圧している 。

II 7類は、単軸絡条体を施文するもの

(7) に分けられる。9は薄手の土器である 。

器内面は丁寧に磨かれている。

口唇上部には単節縄文を施文している 。

(8)、複節縄文を施文するもの

(5)、結束・単節縄文を施文するもの

［小結］出土土器から、構築時期は縄文時代前期後半と思われる。 （畠山）
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第3節土器埋設遺構
土器埋設遺構は75基検出された。その分布は北側斜面中腹で8基、南側丘陵頂部から斜面にかけて

67基が検出されている。埋設状態は、正立・倒立・合わせ口・入れ子状などが見られる。すべて縄文

時代前期後半の土器で、竪穴住居跡と重複する遺構もみられる。

図105土器埋設遺構の分布1

-149一

第 3編岩渡小谷(4)遺跡

第 3節土器埋設遺構

土器埋設遺構は75碁検出された。その分布は北側斜面中腹で8基、南側丘陵頂部から斜面にかけて

67基が検出されている。埋設状態は、正立・倒立・合わせロ・入れ子状などが見られる。すべて縄文

時代前期後半の士器で、竪穴住居跡と重複する遺構もみられる。
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図105 土器埋設遺構の分布1
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図107土器埋設遺構の種類
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第1号土器埋設遺構(SR-1)(図108)

[位置と確認]調査区北側の沢に面する斜面、標高38.6mのAV-52に位置している。第Ⅳ層下部で確

認した。西側に第12号住居跡、北側に第6号住居跡、南東に第22号住居跡が隣接している。

[土器、掘り方、堆積土]口縁部と底部を欠いた土器が正立状態で埋設されていた。掘り方は長軸30

㎝、短軸25㎝の楕円形、深さ30㎝で、土器よりも若干広い。掘り方の底部には暗褐色土を10㎝の厚さ

で埋め、外側には黄褐色土を用いて土器を固定している。土器内部には締まりのない黒褐色土が充填

していた。土器はⅡ3類で、底部が欠損した口縁部と胴部中央付近の部位である。上部・下部の破損

部位はほぼ同じである。口縁部・胴部には単軸絡条体を施文している。

[小結]土器の特徴から、縄文時代前期中葉～後葉と考えられる。(畠山)

第2号土器埋設遺構(SR-2)(図108)

[位置と確認]調査区北側の斜面、標高38.9mのAV-52に位置する。第12号住居跡の北東隅で検出し

たが、新旧関係は不明である。東側には第1号土器埋設遺構が、西側には第5号、南側には第4号土器

埋設遺構が隣接している。

[土器、掘り方、堆積土]口縁部を欠いた土器が正立状態で埋設されていた。掘り方は土器とほぼ同

規模で、黄褐色土が土器外側に充填されていた。土器はⅡ3類で、口縁部と胴部の境界に隆帯がつく。

胴部には単軸絡条体を施文している。胎土に繊維を含み、焼成は堅緻である。内面の胴部下半から底

部にかけて炭化物が多く付着している。

[小結]土器の特徴から縄文時代前期中葉～後葉と考えられる。(畠山)

第3号土器埋設遺構(SR-3)(図111)

[位置と確認]調査区北側の沢に面する斜面中腹、標高36.5mのAU-56に位置する。

[土器、掘り方、堆積土]ほぼ完形の土器が正立状態で埋設されているが、胴部の中程から口縁部に

かけての部分は南側へ傾いている。掘り方は土器より若干大きく、径40㎝の円形である。確認面から

の深さは42㎝である。掘り方内に土器を埋設してから、土器の周囲をにぶい黄褐色土や褐色土で固定し

ている。土器内部には暗褐色土や黒褐色土がみられた。土器はⅡ3類で、波状口縁である。口縁部文

様帯は広く、結節回転文を施文する。口縁部・胴部との境界には隆帯を貼り付けている。胴部は上半

が張り、単節縄文を施文する。炭化物は内面に付着していないが、外面上部に一部みられる。

[小結]土器の特徴から縄文時代前期中葉～後葉と考えられる。(畠山)

第4号土器埋設遺構(SR-4)(図109)

[位置と確認]調査区北側の沢に面する斜面中腹、標高38.0mのAU-53に位置する。北側には第12号

住居跡、第5号土器埋設遺構、東に第22号住居跡、西に第17号住居跡が隣接している。

[土器、掘り方、堆積土]ほぼ完形の土器が正立状態で埋設されていた。掘り方は長軸27㎝、短軸24

㎝の楕円形で、深さ34㎝である。掘り方の底部に褐色土を厚く埋め込んでから埋設し、外側を褐色土

で充填している。土器内にはサラサラした明褐色土の堆積が見られている。土器は13類で、波状口

縁である。口縁部と胴部の境界に隆帯を施す。隆帯上・胴部には複節縄文を施文する。内面の底部付
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第 1号土器埋設遺構 (SR-1) (図108)

［位置と確認］調査区北側の沢に面する斜面、標高38.6mのAV-52に位置している。第W層下部で確

認しに西側に第12号住居跡、北側に第6号住届跡、南東に第22号住居跡が隣接している D

［土器、掘り方、堆梢土］口縁部と底部を欠いた上器が正立状態で埋設されていfこ掘り方は長軸30

cm、短軸25cmの楕円形、深さ30cmで、土器よりも若干広い。掘り方の底部には賠褐色士を10cmの厚さ

で埋め、外側には黄褐色土を用いて上器を固定している。土器内部には締まりのない黒褐色土が充填

していた。土器は II3類で、底部が欠捐した口縁部と胴部中央付近の部拉である。上部・下部の破損

部位はほぼ同じである。口縁部・胴部には単軸絡条体を施文している。

［小結］土船の特徴から、縄文時代前期中葉～後華と考えられる。 （畠山）

第2号土器埋設遺構 (SR-2) (図108)

［位置と確認］調在区北側の斜面、標高38.9mのAV-52に位置する。第12号住居跡の北東隅で検出し

たが、新旧関係は不明である。東側には第1号土器埋設遺構が、西側には第5号、南側には第4号土器

埋設遺構が隣接している。

［土器、掘り方、堆積土］口縁部を欠いた土器が正立状態で埋設されていた。掘り方は土器とほぽ同

規模で、黄褐色上が土器外側に充填されていた。土器は II3類で、口緑部と胴部の境界に隆帯がつく。

胴部には単軸絡条体を施文している。胎土に繊維を含み、焼成は堅緻である。内面の胴部下半から底

部にかけて炭化物が多く付着している。

［小結］上器の特徴から縄文時代前期中葉～後葉と考えられる。 （畠山）

第3号土器埋設遺構 (SR-3) (図111)

［位置と確認］調査区北側の沢に面する斜面中腹、標高36.SmのAU-56に位岡する。

［土器、掘り方、堆積土］ほぼ完形の土器が正立状態で埋設されているが、胴部の巾程から口縁部に

かけての部分は面側へ傾いている。掘り方は土器より若干大きく、径40cmの円形である 3 確認面から

の深さは42cmである。掘り方内に土器を埋設してから、土器の周囲をにぶい黄褐色土や褐色土で固定し

ている。土器内部には暗褐色土や黒褐色土がみられた。土器は II3類で、波状口縁である。口縁部文

様帯は広く、結節回転文を施文する。口緑部・胴部との境界には隆帯を貼り付けている。胴部は上半

が張り、単節縄文を施文する。炭化物は内面に付着していないが、外面上部に一部みられる。

［小結］土器の特徴から縄文時代前期中薬～後薬と考えられる。 （畠山）

第4号土器埋設遺構 (SR-4) (図109)

［位置と確認］調査区北側の沢に面する斜面中腹、標高38.0mのAU-53に位置する。北側には第12号

住居跡、第5号土器埋設遺構、東に第22号住居跡、西に第17号住居跡が隣接している。

［土器、掘り方、堆積土］ほぼ完形の土器が正立状態で埋設されていた。掘り方は長軸27cm、短軸24

cmの楕円形で、深さ34cmである。掘り方の底部に褐色土を厚く埋め込んでから埋設し、外側を褐色土

で充填している。土器内にはサラサラした明褐色土の堆積が見られている。土器はII3類で、波状口

縁である。口縁部と胴部の境界に隆帯を施す。隆帯上・胴部には複節縄文を施文する。内面の底部付
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図108第1・2号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

近には炭化物の付着がみられる。

［小結］土器の特徴から縄文時代前期中葉～後葉と考えられる。 （畠山）

第 5号土器埋設遺構 (SR-5) (図109)

［位置と確認］調査区北側の沢に面する斜面中腹、標高38.6mのAV-53に位置している。第12号住居

跡と重複しているが新旧関係は不明である。南東に第4号土器埋設遺構が隣接している。

［土器、掘り方、堆積土］土器底部が正立状態で埋設されていた。底部のみの検出である 。掘り方は

径24cm前後の円形で、深さ8cmである。土器外側ではにぶいオリーブ褐色土、内部ではにぶい黄褐色

土が見られた。士器はII7類で、器面全体の摩耗が激しい。胴部に複節縄文が施文される。

［小結］上器の特徴から、縄文時代前期後半と思われる。 （畠山）
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図109 第4•5号土器埋設遺構
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第3編 岩渡小谷(4)遺跡

第6号土器埋設遺構 (SR-6) (図110)

［位罹と確認］調査区北側の沢に面する斜面、標高35.8mのAQ-54に位罹している。北側に第16号～

第20号住居跡があり、南側に第7号土器埋設遺構、西側に第14号住居跡が隣接している。

［土器、掘り方、堆積土］土器底部が正立状態で埋設されており、内部には2個の礫石器類 (110-2・3)

が埋納されていた。掘り方は径20cm前後の円形で、深さ8cmである。土器内部には暗褐色土、外部に

は褐色士が見られた。士器は II7類で、底部部分は摩耗が激しく、接合出来なかった。胴部も同様に

器面全体が摩耗している。複節縄文を施文している。石器は自然礫としてもよいものであるが、器面

が滑らかなことからその他に分類しておく 。いずれも長さ10cm、幅7cm、厚さ3cm前後の扁平礫で、石

材は流紋岩である。

［小結］土器の特徴から、縄文時代前期後半と思われる。 （畠山）

第7号土器埋設遺構 (SR-7) (図110)

［位置と確認］調査区北側の沢に面する斜面、標高35.8mのAQ-54に位置している。近辺には柱穴状

の小ピットが数個確認されているが、本遺構はそのうちの1個を破壊して構築している。なお、北側

に第16号～第20号住居跡や第6号土器埋設遺構、西側には第14号住居跡が隣接している。

［土器、掘り方、堆積土］底部を抜いた土器が正立状態で埋設されていたが、口縁部を含む上部破片

は内部に落ち込んでいた。掘り方は長軸40cm、短軸30cmの楕円形で、深さ60cmである。確認面から35

cmの深さまで黄褐色土と褐色土で埋めてから、土器を埋設している。土器の外側には褐色土と暗褐色

土を充填して固定している。土器内には軟らかな暗褐色土の堆積が見られた。土器は砂粒を多く含む

胎土で、接合面の風化が激しかったため、全体を復元できなかった。土器は II3類で、口縁部と胴部

の境界には隆帯を貼付けている。口縁・胴部には単軸絡条体を施文している。

［小結］土器の特徴から、縄文時代前期中葉～後葉と考えられる。 （畠山）

第8号土器埋設遺構 (SR-8) (図111)

［位置と確認］調査区北側の沢に面する斜面中腹、 標高36.2mのAT-56に位置している。小ピット群

の北端に位罹している。また、北側には第3号土器埋設遺構が隣接している。

［土器、掘り方、堆積土］底部を抜いた土器が斜立状態で埋設されていた。土器は斜面下方、南側に

傾斜している。掘り方は、土器とほぼ同規模である。土器内部の底部付近の第3層、第4層は人為的に

埋められたものと思われる。土器は Il3類で、口縁部には単軸絡条体を施文している。口縁部と胴部

の境界には縄文を押圧し、外面の口縁から胴部上半、内面の底部付近には炭化物の付着がみられる。

［小結］土器の特徴から、縄文時代前期中葉～後葉と考えられる。 （畠山）

第9号土器埋設遺構 (SR-9) (図112)

［位誼と確認］南側丘陵頂部の標高40m、AD-58に位置する。第1II層上面で径18cmの土器胴部を確認

した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から胴部上半及び底部を欠いた倒立状態で埋設されている。確認面

では胴部径よりも5cm程大きく掘り込まれた掘り方を確認した。掘り方は長軸41cm、短軸35cmの楕円

-155 -



図110第6・7号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図111第3・8号土器埋設遺構
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第3編岩渡小谷(4)遺跡
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第 1層 褐色土 IOYR4/4 ローム粒・炭化物微量混入。

第 2層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 炭化物微量混入。

第 3層 黄褐色土 IOYRS/6 ローム粒・炭化物微量混入。

第4層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒・炭化物微量混入。

第 5層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3 炭化物少量混入。
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第3号土器埋設遺構(SR-3)
第 1層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム粒・炭化物微量混入。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒少量、炭化物微量混入。

第 3層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒混入。

第4層 黒褐色土 IOYR3/2 ローム粒・炭化物微量。

第5層 にぶい黄褐色土 IOYR4/3
第6層褐色土 IOYR4/4 ローム粒・炭化物中量混入。
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図111 第3•8号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

形である。堆積土は褐色土主体の4層に分けられる。 4層は掘り方と考えられる。上器内の堆積土は周

囲の土とほとんど変わらない。上器はRLR縄文が斜位に回転施文されている。士器焼成時の変色を

除くと主に胴部上半に炭化物粒の付着が目立つ。内部では確認できなかった。繊維を多量に含むやや

厚手の土器である。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と考えられる。 （坂本）

第10号土器埋設遺構 (SR-10) (図113)

［位誼と確認］南側丘陵頂部の標高40.0m、AD-58に位置する。第lI1層上面で倒立状態の底部を確認

した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から底部を一部欠損した土器が倒立状態で埋設されている。底部は

口縁部よりも約15cm西側に偏った斜位の状態である。土器の残存状態は、原型を留めていたものの検

出時にはかなり破損していた。堆積土は褐色土主体の5層に分けられる。明確な掘り方は確認できな

かったが5層は掘り方の可能性がある。土器は四波状口縁で、底部からほぼ直線的に立ち上がる。ロ

縁部文様帯にはR縄文を側面圧痕し、波頂部から垂下する縦位文と横位文を施文している。胴部は結

束縄文を横位回転施文し、多軸絡条体を縦位に回転施文する 。 胎土は繊維•砂粒を含む厚手の土器で
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図112 第9号土器埋設遺構
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第3編 岩渡小谷 (4)遺跡
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第 3層 褐色 土 IOYR4/6 ローム粒・炭化粒微羹混入。

第 4層褐色 土 IOYR4/6 炭化粒微量混入。

第 5層 褐色土 IOYR4/4 ローム粒・炭化粒微最混入。

S=l/30 10cm 

図113 第10号土器埋設遺構

ある。内面は胴部下半から底部に炭化物の付着がみられ、外面は口縁部から胴部上半に同じく炭化物

の付着がみられる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後葉から末葉と考えられる。 （坂本）

第11号土器埋設遺構 (SR-11) (図114)

［位置と確認］南側丘陵頂部の標高39.0m、AD-59に位置する。第11I層上面で土器口縁部が約3/4周

巡っているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から底部を一部欠損した正立状態で埋設されている。確認面では胴

部径よりも5~10cm程大きく掘り込まれた掘り方を確認した。掘り方は長軸44cm、短軸36cmである。

堆積土は褐色土主体の5層に分けられ、 4・5層は掘り方と考えられる。土器内の堆積土は褐色土主体

で周囲の土とほとんど変わらない。土器 (1~4)は弱い波状口縁で、口縁部に単軸絡条体の側面圧痕に

より幾何学文が表現される。胴部は結束縄文の横位回転と RL縄文の斜位回転による施文が胴部下半
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図114 第11号土器埋設遺構

まで交互に繰り返される。炭化物の付着等はみられない。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後薬～末葉と考えられる。
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（坂本）

第12号土器埋設遺構 (SR-12) (図115)

［位寵と確認］南側丘陵頂部の標高39.0m、AD-59に位置する 。第m層上面で土器が円形に巡ってい

るのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］底部下半の土器が正立状態で埋設されている。堆積土は褐色土主体の3層に

分けられ、掘り方は確認できなかった。土器はRL縄文を斜位に回転施文したもので、底部は上げ底

である。胎土に繊維を多量に含む厚手の土器である。底面の内外面とも摩耗が激しいが、胴部を含め

て、炭化物は付着していない。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）
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第3編岩渡小谷(4)遺跡

第13号土器埋設遺構 (SR-13) (図115)

［位置と確認］南側丘陵項部の標高39m、AF-59に位置する。第III層上面で土器口縁部が楕円形に巡
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図115 第12・13号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

っているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から胴部を一部欠損し、底部を欠いている。西側に大きく偏った倒

立状態で埋設されている。掘り方は確認できなかった。堆積土は橙色土主体の3層に分けられる。土

器は弱い波状口縁で、口縁部文様帯付近から外反する器形である。単軸絡条体1類を側面圧痕し、波

頂部直下に三角形文を表す。胴部は結束縄文の横位回転、 RL縄文の斜位回転施文である。土器外面

に炭化物の付着がみられた。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉と考えられる。 （坂本）

第14号土器埋設遺構 (SR-14) (図116)

［位置と確認］南側丘陵頂部の標高40.0m、AF-58に位置する。第1II層上面で土器口縁部が楕円形に

巡っているのを確認したが、土器の周囲を掘り下げたため、掘り方を明確に確認できなかった。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部を欠損した胴部から底部で、胴部が西側に大きく傾いた正立状態で

埋設されている。掘り方は3・4層の可能性があり、土器内の堆積士は褐色土主体の2層に分けられる。

土器は、撚戻縄文を斜位に回転施文しており、胎土に繊維を含み、焼成は堅緻である。士器外面の胴

部上半2/3に炭化物の付着が見られる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と考えられる。 （坂本）

第15号土器埋設遺構 (SR-15) (図117)

［位誼と確認］南側丘陵頂部斜面の標高40.0m、AF-58に位置する。第11I層上面で士器胴部が円形に

巡っているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部を欠損し、胴部から底部までが正立状態で埋設されている。掘り方

は、土器の胴部径よりも3-5cm大きく掘り込まれ、 5層にあたる。土器内の堆積土は黄褐色土主体の4

層に分けられる。土器はRLR縄文を斜位に回転施文し、胎土には砂粒が多く含まれる。炭化物の付

着が土器外面の上部に若干見られる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と考えられる。 （坂本）

第16号土器埋設遺構 (SR-16) (図118)

［位置と確認］南側丘陵頂部の標高40.0m、AF-57に位置する。第m層上面で土器胴部が円形に巡っ

ているのを確認した。土器の周囲を掘り下げたため、掘り方を明確に確認できなかった。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部を欠いた胴部から底部が正立状態で埋設されている。土器内の堆積

土は暗褐色土主体の3層に分けられる。土器は、 RL縄文を斜位に回転施文している。施文は浅く、

全体的に器面が滑らかである。土器外面の胴部上半には炭化物の付着が若干みられる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と考えられる。 （坂本）

第17号土器埋設遺構 (SR-17) (図119)

［位置と確認］南側丘陵頂部の標高39.0m、AE-59に位置する。第皿層上面で口縁部が楕円形に巡っ

ているのを確認した。
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図117第15号土器埋設遺構
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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二図116 第14号土器埋設遺構

--- ,,0 ニニ)1
第14号土器埋設遺構(SR-14)
第 1層褐色土 IOYR4/6 ローム粒微量混入。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒微量混入。

第 3層 黄褐色土 IOYRS/6 ローム粒微量混入。

第4層褐色土 IOYR4/4
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第13号焼土遺構 第13号焼土遺構(SN-13)
第 1層 黄褐色士 IOYRS/6 焼土粒・塊中量、ローム粒微量混入。

第2層 黄褐色土 IOYRS/8 炭化物微量混入。

0
,
 

S=l/3 
, I I I 

A _ 40.4m...A_ 

ペ
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@ 

第15号土器埋設遺構(SR-15)
第 1層 黄褐色土 IOYR5/6 砂礫微量混入。

第 2層 黄褐色土 IOYR5/6 ローム粒・砂粒微量混入。

A ’ 40.4m~A ＇ 40.4m..A_ 

第 3層 黄褐色土 10YR5/8 ローム粒•砂粒微量混入、底面に黒褐
色土がうすく堆積。

O S=l/20 50cm第4層褐色土 10YR4/4 ローム粒微量混入。

• Iー,,1 I"''"■ "●● ,I 第 5層 明黄褐色土 10YR6/8 砂粒微量混入。

図117 第15号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第16号土器埋設遺構 (SR-16)

第 1層褐色土 IOYR4/6 ローム粒微量混入。

第 2層褐色土 IOYR4/4 ローム粒•砂粒微量混入。
第 3層 にぶい黄褐色土 IOYRS/4 砂粒微量混入。

第 4層 にぶい黄褐色土 IOYRS/4 ローム粒・炭化粒•砂粒微量混入。

図118 第16号土器埋設遺構

［土器・ 掘り方・堆積土］口縁部から胴部を一部欠損した正立状態で埋設されている。掘り方は確認

できなかった。土器内の堆積土は暗褐色土主体の3層に分けられる。土器 (1-3) は口縁部がやや外

傾する器形である。単軸絡条体の側面圧痕により、斜位・横位文を表す。胴部は結束縄文の横位と R

L縄文の斜位回転施文である。胎土に繊維を含む。土器外面に炭化物の付着がみられる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後薬～末菓の可能性が高い。 （坂本）

第18号土器埋設遺構 (SR-18) (図120)

［位置と確認］南側丘陵項部の標高39.0m、AD-59に位猶する。第11I層上面で2点の土器が重なりあっ

ているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］土器は2個体検出された。検出状況からこれらの土器を上部 (2) と下部 (1)

とする。上部は口縁部から底部までのほぼ完形に近い土器で、底部が西側に傾いた倒立状態で埋設さ

れている。ちょうど下部土器内に、倒立した上部土器が蓋を被せたような状態で検出されている。下

部は口縁部から底部までの正立状態で埋設され、口縁部が西側を向いた斜位の状態で検出されている。

また、上器内の堆積土は褐色上から暗褐色土主体の4層に分けられ、 5・6層が掘り方の可能性がある。

上部 (2) は弱い波状口縁で、底部から開くように立ち上がり、口縁部付近で外反する。口縁部付近

には結束縄文が横位回転され、胴部にはRLR縄文が斜位に回転施文される。外面の口縁部から胴部

上半にかけて炭化物が付着し、内面の胴部下半から底部付近にかけて炭化物の付着がみられる。下部
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第3編岩渡小谷(4)遺跡
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第17号土器埋設遺構
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第17号土器埋設遺構(SR-17)
第 1層 褐色土 !OYR4/4 ローム粒・砂粒微景混入。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム粒・炭化粒微量混入。

第 3層 暗褐色土 IOYR3/4 炭化粒・砂礫徴盪混入。

~ O S〒1/3 10cm 

図119 第17号土器埋設遺構

(1) は、断面形がバケツ形で、口縁部文様帯には単軸絡条体1類の側面圧痕によって幾何学文が表さ

れる。胴部は結束縄文の横位回転と RL斜位縄文の斜位回転施文が交互に繰り返される。外面の口縁

部から胴部上半にかけて炭化物の付着がみられる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉の可能性が高い。 （坂本）

第19号土器埋設遺構 (SR-19) (図121)

［位置と確認］南側丘陵頂部の標高39.0m、AD-59に位置する。第m層上面で土器胴部が巡っている

のを確認した。

［土器・ 掘り方・堆積上］口縁部から胴部を欠いた土器が正立状態で埋設され、この直下からはこの

土器を載せた状態で長さ約22cmの石皿が検出された。土器の掘り方は黄褐色土の3層にあたり、石皿

とほぼ同じ幅で掘り込まれている。また、土器内の2層中で東よりのところから、破損した磨石が出

土した。土器は胎土に繊維を含むが、焼成が堅緻で、薄手の土器である。胴部にはRL縄文を斜位に

回転施文している。炭化物などの付着はみられない。3は土器内に埋納されていたもので、ヒン岩を

石材する磨石の欠損品である。一部に加工が加えられているが、機能面は無加工である。2は土器の
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第18号土器埋設遺構(SR-18)
第 1層褐色 土 IOYR4/4

ローム粒微量混入。

第 2層暗褐色土 IOYR3/4

ローム粒微量混入。

第 3層褐色土 IOYR4/6

ローム粒・炭化粒・黒褐色土

微量混入。

第 4層黒褐色士 IOYR2/3

ローム粒微量混入。

第5層褐色土 IOYR4/4

ローム粒微量混入。

第 6層黄褐色土 IOYR5/6

ローム粒少羹、黒褐色土微蓋

混入。

S=l/3 10cm 

図120 第18号土器埋設遺構

下に埋置されていた石皿で、石材は石英安山岩である。両面とも平坦に加工されており、若千の凹凸

が見られるものの滑らかである。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半の可能性が高い。 （坂本）

第21号土器埋設遺構 (SR-21) (図122)

［位置と確認］南側丘陵頂部縁辺の標高40.0m、AG-57に位誼する。第m層上面で胴部が円形に巡っ

ているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部を欠いた胴部から底部までの土器で、正立状態で埋設されている。

胴部は若干北側に傾いている。掘り方は明確には確認できなかった。4層が掘り方埋土と考えられ、

土器内の堆積土は黄褐色土主体の3層に分けられる。土器 (1・2) はRL縄文を斜位に回転施文して

いる。胎土に繊維を含み、焼成は堅緻であるが、全体に摩耗が激しい。外面の胴部上半に炭化物が多

く付着している。

［出上遺物］土器内の3層中胴部下半付近で破損した磨石片が出土した。底部には石匙1点とスクレー

パー1点が出土している。 3、4は縦型石匙であり、 4の裏面には光沢痕が観察されている。5は半円
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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第19号土器埋設遺構(SR-19)
第 1層褐色土 IOYR4/4

第 2層 にぶい黄褐色士 IOYR4/3 

砂礫・ローム粒微量混入。

第 3層黄褐色土 IOYR4/6

砂礫・ローム粒・炭化粒微量混入。

2
 一゜図121 第19号土器埋設遺構

状扁平打製石器に似ている石器であるが、連続するスリ痕が観察されることから磨石とした。石材は

安山岩である。 6は凝灰岩を石材とする砥石である。使用面は2面あり、ともに線条痕が顕著であるが、

一方の面には浅い溝が形成されている。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）
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図122第21号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第22号土器埋設遺構(SR-22)(図123)

[位置と確認]南側丘陵頂部縁辺の標高40.0m、AG-57に位置する。第Ⅲ層上面で、土器片の集中と2

個体の土器胴部が円形に巡っているのを確認した。

[土器・掘り方・堆積土]土器は、入れ子状になった外側の土器(2)と内側の土器(1)の2個体が倒立

状態で埋設されている。外側の土器は、底部が欠損した口縁から胴部上半にかけての土器で、内側の

土器は、同じく底部が欠損した口縁から胴部下半にかけての土器である。掘り方は確認できなかった。

土器内の堆積土は褐色土主体の3層に分けられる。土器はいずれも口縁部がやや外側に外反する器形

で、口縁部文様帯が狭い。口縁部は単軸絡条体の側面圧痕で、胴部には結束・単節縄文を施文する。

胎土に繊維を含み、外面全体には炭化物の付着が見られる。内面にはあまり付着していない。

[小結]土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉と考えられる。(坂本)

図123第22号土器埋設遺構
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

第22号土器埋設遺構 (SR-22) (図123)

［位置と確認］南側丘陵頂部縁辺の標高40.0m、AG-57に位置する。第11l層上面で、土器片の集中と2

個体の土器胴部が円形に巡っているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］土器は、入れ子状になった外側の土器 (2)と内側の土器 (1)の2個体が倒立

状態で埋設されている。外側の土器は、底部が欠損した口縁から胴部上半にかけての土器で、内側の

土器は、同じく底部が欠損した口縁から胴部下半にかけての土器である。掘り方は確認できなかった。

土器内の堆積土は褐色土主体の3層に分けられる。土器はいずれも口縁部がやや外側に外反する器形

で、口縁部文様帯が狭い。口縁部は単軸絡条体の側面圧痕で、胴部には結束・単節縄文を施文する。

胎土に繊維を含み、外面全体には炭化物の付着が見られる。内面にはあまり付着していない。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉と考えられる。 （坂本）
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第 1層褐色土 10YR4/4 ローム粒微量混入。
第 2層褐色土 10YR4/6 ローム粒微量混入。
第 3層 黄褐色土 10YR5/6 ローム粒・炭化粒微量混入。 0 S= 1/20 50cm 
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図123 第22号土器埋設遺構
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第23号土器埋設遺構(SR-23)(図124)

[位置と確認]南側丘陵頂部縁辺の標高40.0m、AG-57に位置する。第Ⅲ層上面で土器片が集中して

いるのを確認したため掘り下げたところ、胴部が楕円形に巡っているのを確認した。

[土器・掘り方・堆積土]胴部から底部までの土器で、正立状態で埋設されている。胴部は若干北側

に傾いている。土器内の堆積土は黄褐色土主体の単層で、2層が掘り方埋土の可能性がある。埋設さ

れた土器は胴部から底部にかけて単節縄文を施文したものである。3・4は土器埋設遺構周辺から出土

した土器であり、弱い波状口縁で底部から開くように立ち上がる。口縁部文様帯は単軸絡条体1類を

側面圧痕し、波頂部の直下に幾何学文を表す。胎土は繊維・砂粒を含む厚手の土器で器外面の摩耗が

激しい。土器内部の底部付近に炭化物の付着がみられる。

[小結]土器の特徴により、埋設された土器は縄文時代前期後半と思われる。(坂本)

図124第23号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第23号土器埋設遺構 (SR-23) (図124)

［位置と確認］南側丘陵頂部縁辺の標高40.0m、AG-57に位置する。第川層上面で土器片が集中して

いるのを確認したため掘り下げたところ、胴部が楕円形に巡っているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］胴部から底部までの土器で、正立状態で埋設されている。胴部は若干北側

に傾いている。士器内の堆積土は黄褐色土主体の単層で、 2層が掘り方埋土の可能性がある。埋設さ

れた土器は胴部から底部にかけて単節縄文を施文したものである。 3・4は土器埋設遺構周辺から出土

した土器であり、弱い波状口縁で底部から開くように立ち上がる。口縁部文様帯は単軸絡条体1類を

側面圧痕し、波頂部の直下に幾何学文を表す。胎土は繊維•砂粒を含む厚手の土器で器外面の摩耗が

激しい。士器内部の底部付近に炭化物の付着がみられる。

［小結］土器の特徴により、埋設された土器は縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）
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第23号土器埋設遺構 (SR-23)
第 1層 黄褐色土 IOYRS/6 砂粒・ローム粒微量混入。

第 2層 褐色土 IOYR4/6 砂粒・ローム粒微量混入。
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図124 第23号土器埋設遺構
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第 3編岩渡小谷(4)退跡
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第24号土器埋設遺構(SR-24)

第 1層 黄褐色土 IOYRS/6 ローム粒微量混入。

図125 第24号土器埋設遺構

第24号土器埋設遺構 (SR-24) (図125)

［位置と確認］南側丘陵頂部縁辺の標高40.0m、AG-58に位置する。

［土器・掘り方・堆積土］胴部から底部までの土器で、正立状態で埋設されている。胴部は若干北側

に傾いている。掘り方は明確には確認できなかった。土器内の堆積土は黄褐色土主体の単層である。

土器は遺存状態が悪く、縄文原体や施文もはっきりしなかったが、単節縄文を施文していると思われる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）

第25号土器埋設遺構 (SR-25) (図126)

［位置と確認］南側丘陵頂部縁辺の標高40.0m、AG-58に位置する。第11I層上面で胴部が円形に巡っ

ているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］底部が欠損した口縁部から胴部までの土器で、側立状態で埋設されている。

第26号土器埋設遺構の西側に隣接しており、同時に埋設された可能性がある。掘り方は明確には確認

できなかったが、 4層が掘り方埋土の可能性がある。土器内の堆積土は黄褐色土主体の単層である。

上器は口縁部が直線的で、幅狭の文様帯には単軸絡条体が押圧される。胴部には結束縄文が横位に回

転施文され、一部に RL縄文が斜位に施文される。土器は全体に摩耗が激しい。胎土には繊維を混入

するがやや薄手の土器である。胴部の一部に炭化物の付着が見られる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後菓～末莱の可能性が高い。 （坂本）

第26号土器埋設遺構 (SR-26) (図126)

［位置と確認］南側丘陵頂部縁辺の標高40.0m、AG-58に位置する。第11I層上面で胴部が円形に巡っ

ているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］底部が欠損した口縁部から胴部までの土器で、倒立状態で埋設されている。

第25号土器埋設遺構の東側に隣接しており、同時に埋設された可能性が高い。掘り方は明確には確認

できなかった。土器内の堆積土は黄褐色土主体の2層に分けられる。土器は底部からやや緩やかに立

ち上がった後、胴部にかけてはほぼ直線的に立ち上がる。士器 (1~3)は口縁部文様帯に単軸絡条体、
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第25号土器埋設遺構(SR-25)

第 1層 黄褐色土 IOYR5/8 ローム粒•砂粒微量

第26号土器埋設遺構 (SR-26)

第 1層 褐色土 IOYR4/6 砂粒・ローム粒微蓋混入。

第 2層 黄褐色土 IOYR5/6 ローム粒•砂粒微量混入。
第 3層 褐色土 IOYR4/6 暗褐色土・ローム粒微量混入。

第 4層 黄褐色土 IOYR5/6 炭化粒•砂粒微量混入。

(25埋）

゜
S=;c 1/3 10cm 

図126 第25・26号土器埋設遺構

胴部に結束縄文と RL縄文が回転施文される。胎士には砂礫や繊維を多く含む薄手の土器である。胴

部上半から口縁部にかけて外面が灰色に変色している。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後菓～末薬の可能性が高い。 （坂本）
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第27号土器埋設遺構 (SR-27) (図127)

［位置と確認］南側丘陵頂部縁辺の標高39.0m、AG-58に位置する。第111層上面で2点の土器が入れ子

状に重なりあっているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］土器は2個体検出された。検出状況からこれらの土器を上部土器 (2) と下

部土器とする。上部土器は口縁部から底部までの土器で、底部側が北側に傾いた倒立状態で埋設され

ている。ちょうど下部土器内に上部土器がはまり、蓋をするような状態で検出されている。下部土器

は胴部から底部の正立状態で埋設され、胴部が東側に傾いた状態で検出されている。掘り方は確認出

来なかった。土器内の堆積土は褐色と黄褐色土主体の2層に分けられる。下部の土器は検出した当初

から細片化しており、接合面が脆く、復元個体にならなかった。胴部には撚戻縄文を施文している。

炭化物等の付着は見られなかった。上部の土器は検出時には底部を欠いた状態であったが、整理作業

中に接合した。焼成は堅緻で、単節縄文を施文している。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）

第29号土器埋設遺構 (SR-29) (図128)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高39.0m、AG-59に位置する。第m層上面で胴部が円形に巡ってい

るのを確認した。
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第27号士器埋設遣構(SR-27)
第 1層 褐色土 IOYR4/6 ローム粒・炭化粒•砂粒微晟混入。
第 2層 黄褐色土 IOYR5/8 ローム粒・砂粒徴量混入。

第 3層 黄褐色土 IOYR5/6 ローム粒•炭化粒•砂粒微最混入。
第 4層 褐色土 IOYR4/6 砂粒少量、ローム粒・炭化粒微量混入。
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図128第29・30号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第30号士器埋設遺構(SR-30)

第 1層 褐色土 IOYR4/4 ローム粒・炭化粒徴量混入。

第 2層褐色土 IOYR4/6 砂粒微量混入。

第 3層 黄褐色土 IOYRS/6 砂粒微量混入。

。
S=l/3 10cm 

図128 第29・30号土器埋設遺構
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第 3編 岩渡小谷(4)遺跡

［土器・掘り方・堆積土］胴部下半から底部までの士器で、正立状態で埋設されている。掘り方は確

認できなかった。堆積土は褐色土主体である。土器はRL縄文を斜位に回転施文しており、胎土には

繊維を多く含み摩耗が激しい。炭化物の付着はみられなかった。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）

第30号土器埋設遺構 (SR-30) (図128)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高39.0m、AG-58に位置する。

［土器・掘り方・堆積土］胴部から底部までの土器で、正立状態で埋設されている。胴部が若千北側

に傾いている。掘り方は3層で、南側を土器よりも3cmほど大きく掘り込んでいる。土器内の堆積土は

褐色土主体の2層に分けられる。土器は底部から緩やかに立ち上がり、口縁部付近でやや内湾する器

形である。口縁部文様帯は狭く、 L・Rの側面圧痕により横位文を表す。胴部は結束縄文の横位回転

施文と単軸絡条体の縦位回転施文が交互に繰り返される。炭化物の付着はみられなかった。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後蕪～末葉と考えられる。 （坂本）

第31号土器埋設遺構 (SR-31) (図129)

［位懺と確認］南側丘陵斜面の標高39.0m、AG-58に位置する。

［土器・掘り方・堆積土］胴部から底部までの土器で、底部を下にした正立状態で埋設されている。

胴部は北側に傾いている。掘り方は確認できなかった。士器内の堆積土は褐色土主体の3層に分けら

れる。土器はRLR縄文を斜位に回転しており、胎土には繊維を含み、焼成は堅緻である。炭化物等

の付着はみられなかった。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。
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第31号土器埋設遺構(SR-31)
第 1層 にぶい黄褐色土 IOYR5/4 炭化粒・ローム粒微量混入。
第2層 褐色士 IOYR4/4 炭イ臼立・ローム粒微量混入。
第3層褐色土 IOYR4/6 炭化粒微塁混入。

S=l/3 10cm 

図129 第31号土器埋設遺構
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第32号土器埋設遺構(SR-32)(図130)

[位置と確認]南側丘陵斜面の標高39.0m、AH-58に位置する。

[土器・掘り方・堆積土]土器1個体が正立状態で埋設されているが、口縁部から胴部上半にかけて北

側に傾いている。おそらく斜面地であるために、土器上部が傾いたものと思われる。破損した土器片

は1層と2層の層理面から出土した。土器周辺の土を掘り下げたために、掘り方は明確に確認できなか

った。堆積土は褐色土主体の5層に分けられる。土器(1・3)は小波状口縁で、胴部から口縁部にか

けて直線的に立ち上がる。口縁部には単軸絡条体1類を側面圧痕し、口縁部文様帯直下には結束縄文

を横位回転施文している。胴部には直前段反撚RRLを斜位に回転施文し、胎土には繊維を多く含む。

摩耗が激しく、炭化物の付着はみられなかった。埋設遺構内の層理面から出土した土器は厚手の土器

(2)で、胴部には撚戻縄文を施文する。

図130第32号土器埋設遺構

一176一

岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第32号土器埋設遺構 (SR-32) (図130)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高39.0m、AH-58に位置する。

［土器・掘り方・堆積土］土器1個体が正立状態で埋設されているが、口縁部から胴部上半にかけて北

側に傾いている。おそらく斜面地であるために、土器上部が傾いたものと思われる。破損した上器片

は1層と2層の層理面から出土した。土器周辺の土を掘り下げたために、掘り方は明確に確認できなか

った。堆積上は褐色土主体の5層に分けられる。士器 (1・3) は小波状口縁で、胴部から口縁部にか

けて直線的に立ち上がる。口縁部には単軸絡条体1類を側面圧痕し、口縁部文様帯直下には結束縄文

を横位回転施文している。胴部には直前段反撚RRLを斜位に回転施文し、胎土には繊維を多く含む。

摩耗が激しく、炭化物の付着はみられなかった。埋設遺構内の層理面から出土した土器は厚手の土器

(2) で、胴部には撚戻縄文を施文する。
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第32号士器埋設遺構 (SR-32)
第 1層 褐色土 IOYR4/4 炭化粒・ローム粒微量混入。

第2層 褐色士 IOYR4/6 炭化粒少量、ローム粒微量混入。

第3層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒・炭化粒微量混入。

第 4層褐色土 IOYR4/6 ローム粒微量混入。

第5層褐色士 IOYR4/4 炭化粒微量混入。

I I 
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図130 第32号土器埋設遺構
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

［小結］埋設遺構内から出土した土器は、蓋の役割をした合わせ口であった可能性もある。土器の特

徴により縄文時代前期後葉～末葉の可能性が高い。 （坂本）

第35号土器埋設遺構 (SR-35) (図131)

［位置と確認］南側丘陵頂部の縁辺標高39.0m、AE-59に位置する。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部を欠損し、胴部から底部までを正立状態で埋設されている。胴部が

西側に傾いた状態である。掘り方は、土器下部にあたる底部付近では確認できなかったが、上部にあ

たる胴部で土器径よりも3-4cm大きく、 10-20cmの深さで掘り込んでいる状況が確認できた。土器内

の堆積土は褐色土主体の4層に分けられる。土器はRL縄文を斜位に回転施文されている。胴部の割

れ口はほぼ同じ高さの位置であり、比較的整っていることから切断された可能性が高い。胴部上半の

外面全体に炭化物が若干付着している。外面胴部下半及び底外面、内面には付着していなかった。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半の可能性が高い。 （坂本）

第36号土器埋設遺構 (SR-36) (図132)

［位置と確認］南側丘陵頂部縁辺の標高39.0m、AE-59に位置する。

［土器 ・掘り方・堆積土］口縁～胴部の一部が正立状態で埋設されている。残存状態が悪く、胴部が

西側に傾いた状態である。掘り方は確認できなかった。堆積土は褐色土主体の2層に分けられる。土

器は波状口縁で、頸部が張り、口縁部が外反する器形である。文様帯は単軸絡条体1類の側面圧痕に

より波頂部の直下に三角形文を表す。胴部はR結節文・結束第1種羽状縄文の横位回転、直前段反撚
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第 1層褐色土 !OYR4/6 ローム粒微批混入。

第 2層褐色土 !OYR4/4 炭化粒微量混入。

第 3層 黄褐色土 !OYRS/6 ローム塊微最混入。

第 4層褐色土 !OYR4/6 ローム粒微量混入。

第 5層褐色土 IOYR4/4 炭化粒微量混入。
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図131 第35号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

RL縄文の斜位回転施文である。土器外面には炭化物が付着している。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後葉～末薬と考えられる。 （坂本）

第37号土器埋設遺構 (SR-37) (図132)

［位置と確認］南側丘陵頂部縁辺の標高39.0m、AE-59に位置する。

［土器・掘り方・堆積土］土器は口縁部を欠いた胴部～底部の一個体で、底部を下にした斜立状態で
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2m 

2
 

バ日

U

S= 1/3 10cm 

第37号土器埋設遺構

R 
S=l/60 2m 

-",..、~ 
一屯》 — 

A 竺
）
 

玩ヽ
A_ 

＇ 39.6m _A_ 

AF6虹~F59
AE59 

一唸—

第37号土器埋設遺構

も、

゜
s= 1120 

第37号土器埋設遺構(SR-37) 0 
第 1層褐色土 IOYR4/6

50cm 第 2層 褐色土 IOYR4/6 炭化粒・ローム粒微量混入。

第 3層 黄褐色土 IOYR5/6 砂粒・炭化粒微量混入。
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第3編 岩渡小谷(4)遺跡

埋設されている。胴部が西側に傾いている。掘り方は明確ではないが、土器の胴部外側から底部にか

けて堆積している第3層の可能性がある。土器内の堆積土は褐色土主体の2層に分けられる。直前段反

撚RRLの斜位回転施文と、結束縄文の横位回転が交互に見られる。焼成は堅緻で、繊維を混入して

いる。炭化物粒の付着はごくわずかであるが、土器外面全体に見られる。

［小結］上器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）

第38号土器埋設遺構 (SR-38) (図133)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高40.0m、AG-57に位置する。第III層上面で胴部が円形に巡ってい

るのを確認した。

［土器・掘り方 ・堆積上］胴部下半から底部を欠いた土器で、口縁部を下にした倒立状態で埋設され

ている。胴部上半は北側に傾いている。堆積土は褐色土主体の3層に分けられ、掘り方は明確には確

認できなかった。土器の口縁部形状はやや厚みを持つが、口唇部が細くなる。口縁部文様帯には単軸

絡条体1類の側面圧痕により縦位文・幾何学文・斜位文を表す。胴部の境界にはやや厚みを持つ。胴

部は結束縄文の横位、 RLR縄文の斜位回転施文である。外面の口縁部から胴部上半の一部、内面の

胴部中央付近に炭化物の付着がみられる。

［小結］士器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉と考えられる。
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第38号土器埋設遺構 (SR-38)

第 1層褐色土 IOYR4/6 S = 1/20 
第 2層褐色土 IOYR4/6 炭化粒微量混入。

0 50cm 

第 3層褐色土 IOYR4/6 ローム粒微量混入。
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1 ゜図133 第38号土器埋設遺構
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第39号土器埋設遺構(SR-39)(図134)

[位置と確認]南側丘陵斜面の標高39.0m、AH-57に位置する。第Ⅲ層上面で土器胴部が弧状に巡っ

ているのを確認した。

[土器・掘り方・堆積土]底部を欠いた口縁部から胴部までの土器が倒立状態で埋設されていた。胴

部は若干北側に傾いている。掘り方は明確には確認できなかった。堆積土は褐色土と黄褐色土主体の

2層である。土器は口縁部が外傾し、胴部との文様帯境界付近で厚みを帯び、口縁部文様帯は単軸絡

条体の側面圧痕で横走させている。胴部には結束縄文を横位回転施文している。胎土に繊維を含み、

全体に摩耗している。外面に炭化物の付着がみられる。

[小結]土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉の可能性が高い。(坂本)

第41号土器埋設遺構(SR-41)(図135)

[位置と確認]南側丘陵頂部縁辺の標高38.0m、AF-59に位置する。第Ⅲ層上面で2基の土器が重なり

あっているのを確認した。

[土器・掘り方・堆積土]土器は2個体検出された。検出状況からこれらの土器を上部(2)と下部

(1・3)とする。上部土器は口縁部から底部までのほぼ完形に近い土器で、底部が西側に傾いた倒立

状態で埋設されている。ちょうど下部土器の下半に上部土器が蓋をするような状態で検出されている。

下部は口縁部から底部までの正立状態で埋設され、口縁部が西側に傾いた状態で検出されている。堆

積土は黄褐色土主体の5層に分けられ、掘り方は明確に確認できなかった。下部の土器内底面からは

上部及び下部の土器口縁部片が折り重なるように出土している。上部の土器は口縁部がやや外反する

器形で、LR縄文の側面圧痕を口唇部付近に一条、胴部との境界付近に3条を横位に巡らす。胴部が

RLR縄文の斜位回転施文である。外面の口縁部から胴部上半にかけて全体に炭化物が付着している。

図134第39号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第39号土器埋設遺構 (SR-39) (図134)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高39.0m、AH-57に位置する。第11I層上面で士器胴部が弧状に巡っ

ているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］底部を欠いた口縁部から胴部までの土器が倒立状態で埋設されていた。胴

部は若干北側に傾いている。掘り方は明確には確認できなかった。堆積土は褐色土と黄褐色上主体の

2層である。土器は口縁部が外傾し、胴部との文様帯境界付近で厚みを帯び、口縁部文様帯は単軸絡

条体の側面圧痕で横走させている。胴部には結束縄文を横位回転施文している。胎土に繊維を含み、

全体に摩耗している。外面に炭化物の付着がみられる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後薬～末葉の可能性が高い。 （坂本）

第41号土器埋設遺構 (SR-41) (図135)

［位置と確認］南側丘陵頂部縁辺の標高38.0m、AF-59に位置する。第11I層上面で2基の土器が菫なり

あっているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］土器は2個体検出された。検出状況からこれらの土器を上部 (2) と下部

(1・3) とする。上部土器は口縁部から底部までのほぼ完形に近い土器で、底部が西側に傾いた倒立

状態で埋設されている。ちょうど下部土器の下半に上部土器が蓋をするような状態で検出されている。

下部は口縁部から底部までの正立状態で埋設され、口縁部が西側に傾いた状態で検出されている。堆

積土は黄褐色土主体の5層に分けられ、掘り方は明確に確認できなかった。下部の土器内底面からは

上部及び下部の上器口縁部片が折り菫なるように出土している。上部の土器は口縁部がやや外反する

器形で、 LR縄文の側面圧痕を口唇部付近に一条、胴部との境界付近に3条を横位に巡らす。胴部が

RLR縄文の斜位回転施文である。外面の口縁部から胴部上半にかけて全体に炭化物が付着している。
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下部の土器は四波状口縁で、口縁部文様帯の付近で外反する。口唇部にはRL縄文を回転し、口縁部

にはRの側面圧痕により幾何学文を表す。胴部はRLR縄文の斜位回転施文であり、上部土器と胎

土・焼成・胴部施文に類似がみられる。

[小結]下部の土器底部が地面に対して垂直に埋設されており、2個の土器が西側に傾いているのは地

形による影響と考えられる。土器の特徴により縄文時代前期後葉と考えられる。(坂本)

図135第41号土器埋設遺構

一181一

第3編岩渡小谷(4)遺跡

下部の土器は四波状口縁で、口縁部文様帯の付近で外反する。口唇部にはRL縄文を回転し、口縁部

にはRの側面圧痕により幾何学文を表す。胴部はRLR縄文の斜位回転施文であり、上部土器と胎

土・焼成・胴部施文に類似がみられる。

［小結］下部の土器底部が地面に対して垂直に埋設されており、 2個の土器が西側に傾いているのは地

形による影響と考えられる。土器の特徴により縄文時代前期後葉と考えられる。 （坂本）
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第43号土器埋設遺構 (SR-43) (図136)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-58に位猶する。第11I層上面で土器胴部が巡っている

のを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］底部を欠き、口縁部を下にした斜立状態で埋設されている 。胴部は北側に

大きく傾いている。掘り方は明確には確認できなかった。堆積土は褐色土主体の5層に分けられる。

土器 (1-3) は、口縁部が厚手でやや外傾し、文様帯には単軸絡条体1類の押圧により、幾何学文を

表現している。口縁部直下には結束縄文を横位回転施文している。胴部にはRLR縄文を斜位に回転

施文する。胎土は繊維を混入しており、摩耗が激しい。外面には炭化物が所々に付着している。

［小結］土器の検出状況は、傾斜地に立地していることが要因と考えられることから5層が掘り込みで

あるか、土器の動きによる影響なのかを判断出来なかった。士器の特徴により縄文時代前期後葉～末

葉と考えられる。 （坂本）
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第44号土器埋設遣構(SR-44)(図137)

[位置と確認]南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-57に位置する。第Ⅲ層上面で土器口縁部が円形に巡

っているのを確認した。

[土器・掘り方・堆積土]口縁部から底部の土器が正立状態で埋設されていた。口縁～底部付近まで

が破損し、若干北側に傾いている。掘り方は明確には確認できなかった。堆積土は褐色土主体の6層

に分けられる。土器(1・2)は波状口縁で、口縁部の形状はやや厚みを持ち、口唇部で細くなる。文

様帯はLR縄文の側面圧痕で、波頂部直下に幾何学文を表している。胴部には単軸絡条体を縦位に回

転施文している。土器外面の口縁部から胴部上半に炭化物が付着し、内面では底部付近に付着してい

 る。

[小結]土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉と考えられる。(坂本)

図137第44号土器埋設遣構
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

第44号土器埋設遺構 (SR-44) (図137)

［位買と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-57に位置する。第m層上面で土器口縁部が円形に巡

っているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から底部の土器が正立状態で埋設されていた。口縁～底部付近まで

が破損し、若干北側に傾いている。掘り方は明確には確認できなかった。堆積士は褐色土主体の6層

に分けられる。土器 (1・2)は波状口縁で、口縁部の形状はやや厚みを持ち、口唇部で細くなる。文

様帯はLR縄文の側面圧痕で、波頂部直下に幾何学文を表している。胴部には単軸絡条体を縦位に回

転施文している。上器外面の口縁部から胴部上半に炭化物が付着し、内面では底部付近に付着してい

る。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後薬～末葉と考えられる。 （坂本）
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第45号土器埋設遺構(SR-45)(図138)

[位置と確認]南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-57に位置する。第Ⅲ層上面で土器胴部が円形に巡っ

ているのを確認した。

[土器・掘り方・堆積土]胴部から底部までの土器が斜立状態で埋設されていた。胴部上半が接合部

分で破損し、大きく北側に傾いている。掘り方は確認出来なかった。堆積土は暗褐色土主体の4層に

分けられる。当初は口縁を欠いていると思われたが、整理作業中に確認面の土器と接合した。土器は

断面形がバケツ形で、口縁部がやや膨らむ器形である。文様帯は狭く、LR側面圧痕により縄文を横

走させている。胴部との境界には刺突文を巡らす。胴部は結束縄文の横位とRL縄文の斜位回転施文

である。土器内面の胴部半ばから底部にかけて炭化物の付着が多くみられた。

[小結]土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉と考えられる。(坂本)

第46号土器埋設遺構(SR-46)(図139)

[位置と確認]南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-57に位置する。第Ⅲ層上面で土器口縁部が楕円形に

巡っているのを確認した。

図138第45号土器埋設遺構
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岩渡小谷 (3)・(4)遺跡

第45号土器埋設遺構 (SR-45) (図138)

［位懺と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-57に位貿する。第11I層上面で土器胴部が円形に巡っ

ているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］胴部から底部までの士器が斜立状態で埋設されていた。胴部上半が接合部

分で破損し、大きく北側に傾いている。掘り方は確認出来なかった。堆積土は暗褐色土主体の4層に

分けられる。当初は口縁を欠いていると思われたが、整理作業中に確認面の上器と接合した。土器は

断面形がバケツ形で、口縁部がやや膨らむ器形である。文様帯は狭く、 LR側面圧痕により縄文を横

走させている。胴部との境界には刺突文を巡らす。胴部は結束縄文の横位と RL縄文の斜位回転施文

である。士器内面の胴部半ばから底部にかけて炭化物の付着が多くみられた。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉と考えられる。 （坂本）

第46号土器埋設遺構 (SR-46) (図139)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-57に位置する。第11I層上面で土器口縁部が楕円形に

巡っているのを確認した。
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図138 第45号土器埋設遺構
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図139第46・48号土器埋設遺構

[土器・掘り方・堆積土]口縁部から底部までの土器が正立状態で埋設されていた。口縁部から胴部

半ばにかけて破損し、大きく北側に傾いている。掘り方は明確に確認できなかった。堆積土は黄褐色

土主体の4層に分けられる。土器(1～5)は同一個体で、胴部に結束縄文の横位、RLR縄文が斜位

に回転施文される。土器外面に炭化物の付着がみられる。

[小結]土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉と考えられる。(坂本)
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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図139 第46・48号土器埋設遺構

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から底部までの土器が正立状態で埋設されていた。口縁部から胴部

半ばにかけて破損し、大きく北側に傾いている。掘り方は明確に確認できなかった。堆積土は黄褐色

土主体の4層に分けられる。土器 (1~5) は同一個体で、胴部に結束縄文の横位、 RLR縄文が斜位

に回転施文される。土器外面に炭化物の付着がみられる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後第～末葉と考えられる。 （坂本）
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第48号土器埋設遺構 (SR-48) (図139)

［位置と確認］南側丘陵頂部の標高39.0m、AD-59に位置する。第11I層上面で確認した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から胴部下半までを欠損した正立状態で埋設されている。掘り方は

確認できなかった。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）

第51号土器埋設遺構 (SR-51) (図140)

［位置と確認］南側丘陵頂部縁辺の標高38.0m、AE-60に位置する。第皿層上面で確認した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から底部までの土器で、ほぼ正立状態で埋設されている。掘り方は

確認できなかった。土器内の堆積土は褐色土主体の3層に分けられる。土器 (1・2) は同一個体で、

口縁部がやや外傾する弱い四波状口縁である。波頂部直下には、 LR縄文の側面圧痕で縦位に3条施

文される。このほか、口縁部文様帯に横位文が3条巡る。胴部は結束縄文の横位と RLR縄文の斜位

R む..-
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第51号土器埋設遺構 (SR-51)
第 1層褐色土 JOYR4/6

ローム粒•砂粒微量混入。
第2層褐色士 IOYR4/4

ローム粒・炭化粒微量混入。

第 3層褐色土 JOYR4/6
砂粒微量混入。
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図140 第51号土器埋設遺構
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回転施文である。外面は炭化物の付着が若干みられる。

[小結]土器の特徴により縄文時代前期後葉と考えられる。(坂本)

第52号土器埋設遺構(SR・52)(図141)

[位置と確認]南側丘陵頂部斜面の標高39.0m、AF-59に位置する。第Ⅲ層上面で木根周囲に同一個

体の土器が集中しているのを確認した。

[土器・掘り方・堆積土]胴部から底部まで正立状態で埋設されている。木の根により原位置を留め

ていないと考えられる。胴部は西側に傾いた状態である。掘り方は確認できなかったが、堆積土は黄

褐色土主体の2層に分けられる。土器は胴部から底部で、複節縄文を施文している。

[小結]土器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。(坂本)

第53号土器埋設遺構(SR-53)(図142)

[位置と確認]南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-58に位置する。第Ⅲ層上面で土器の集中範囲がみら

れ、土器を取り上げたところ、3個体の土器が隣接しているのを確認した。これらの内、最も南側の

土器である。

[土器・掘り方・堆積土]胴部から底部までの土器が正立状態で埋設されていた。胴部は大きく北側

に傾いている。掘り方は明確には確認できなかった。調査時には口縁部が欠損した状態と考えられた

が、第54・55号土器埋設遺構の上部やその周辺の土器と接合した。堆積土は褐色土主体の単層である。

土器(3～5)は口縁部がやや外傾する器形で、口唇部にはLR縄文を回転施文している。文様帯には

LRの圧痕により幾何学文様を表す。口縁直下には結束縄文を横位回転施文し、胴部にはRLR縄文

を斜位に回転施文している。胎土に繊維を含み、焼成は堅緻である。炭化物の付着等はみられなかった。

[小結]土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉の可能性が高い。(坂本)

第54号土器埋設遺構(SR-54)(図142)

[位置と確認]南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-58に位置する。第Ⅲ層上面で土器の集中範囲がみら

図141第52号土器埋設遺構
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

回転施文である。外面は炭化物の付着が若干みられる。

［小結］士器の特徴により縄文時代前期後葉と考えられる。 （坂本）

第52号土器埋設遺構 (SR-52) (図141)

［位置と確認］南側丘陵頂部斜面の標高39.0m、AF-59に位筐する。第III層上面で木根周囲に同一個

体の土器が集中しているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積士］胴部から底部まで正立状態で埋設されている。木の根により原位償を留め

ていないと考えられる。胴部は西側に傾いた状態である。掘り方は確認できなかったが、堆積土は黄

褐色土主体の2層に分けられる。土器は胴部から底部で、複節縄文を施文している。

［小結］士器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）

第53号土器埋設遺構 (SR-53) (図142)

［位買と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-58に位買する。第1II層上面で土器の集中範囲がみら

れ、士器を取り上げたところ、 3個体の士器が隣接しているのを確認した。これらの内、最も南側の

土器である。

［土器・掘り方・堆積土］胴部から底部までの土器が正立状態で埋設されていた。胴部は大きく北側

に傾いている。掘り方は明確には確認できなかった。調査時には口縁部が欠損した状態と考えられた

が、第54・55号土器埋設遺構の上部やその周辺の土器と接合した。堆積土は褐色上主体の単層である。

上器 (3-5) は口縁部がやや外傾する器形で、口唇部にはLR縄文を回転施文している。文様帯には

LRの圧痕により幾何学文様を表す。口縁直下には結束縄文を横位回転施文し、胴部にはRLR縄文

を斜位に回転施文している。胎土に繊維を含み、焼成は堅緻である。炭化物の付着等はみられなかった。

［小結］上器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉の可能性が高い。 （坂本）

第54号土器埋設遺構 (SR-54) (図142)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-58に位置する。第m層上面で土器の集中範囲がみら
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

れ、土器を取り上げたところ、 3個体の土器が隣接しているのを確認した。これらの内、最も東側寄

りの上器である。

［土器・掘り方・堆積土］胴部から底部までの土器が正立状態で埋設されていた。胴部は大きく北側

に傾いている。掘り方は明確には確認できなかった。堆積土は褐色土主体の単層である。士器 (4)

はRL縄文を斜位に回転施文する。胎上には繊維を含み、焼成は堅緻であるが、やや摩耗している。

炭化物等の付着は確認できなかった。

［小結］第53-55号土器埋設遺構が同時に埋設された可能性もあるが、土器の特徴により縄文時代前

期後半と考えられる。 （坂本）

第55号土器埋設遺構 (SR-55) (図142)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-58に位置する。第m層上面で土器の集中範囲がみら

れ、土器を取り上げたところ、 3個体の土器が隣接しているのを確認した。これらの内、最も斜面北

側に位置している。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から底部までの土器が正立状態で埋設されていた。胴部は大きく北

側に傾いている。掘り方は明確には確認できなかった。堆積土は褐色上主体の単層である。土器は、

口縁部紋様帯との境界に隆帯を持ち、その上から斜位に刺突を施している。胴部には結束縄文を横位

に、 RL縄文を斜位に回転施文している。胎土は繊維を含み、焼成は堅緻である。炭化物の付着は土

器内面全体で若干みられた。

［小結]3甚の遺構は重復しておらず、 3基同時に埋設された可能性もあるが明確には確認できなかっ

た。新旧関係も不明である。土器の特徴により縄文時代前期後菓～末葉と考えられる。 （坂本）

第56号土器埋設遺構 (SR-56) (図143)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-57・58に位置する。第m層上面で土器片の集中範囲

を確認したところ、斜位の状態で確認した。

［土器・掘り方 ・堆積土］口縁部から底部までの土器がほぼ横転状態で埋設されていた。口縁部は大

きく北側に傾いている。口縁部から胴部上半、胴部下半から底部にかけては土器埋設後に、上中で大

きくズレたと考えられる。掘り方は明確には確認できなかった。堆積土は褐色士主体の3層に分けら

れる。土器 (1・2) は口縁部がやや外傾する器形で、文様帯には単軸絡条体6類の回転施文のほかに、

RL縄文の押圧により縦位文・横位文を表している。文様帯直下には結束縄文を横位に回転し、これ

以外の胴部にはRL縄文を斜位に回転施文している。胎土には繊維を含み、焼成は堅緻である。炭化

物の付着は上器内面の底部付近に多くみられる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後薬～末薬と考えられる。 （坂本）

第57号土器埋設遺構 (SR-57) (図144)

［位置と確認］南側丘陵の標高38.0m、A I-57に位置する。第III層上面で胴部が円形に巡っているの

を確認した。

［土器・掘り方・堆積上］口縁部から胴部までの土器が倒立状態で埋設されていた。胴部が北側に傾
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図142第53～55号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)退跡

いている。掘り方は明確には確認出来なかった。堆積上は黄褐色上主体の4層に分けられる。土器は

口唇部がやや外傾する器形で、文様帯は単軸絡条体1類の側面圧痕により幾何学文を表す。胴部は結

束縄文の横位 ・RLR縄文の斜位回転施文である。外面に炭化物の付着がみられる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉と考えられる。
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第3編岩渡小谷(4)遺跡

第58号土器埋設遺構 (SR-58) (図145)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高37.0m、AI -57に位置する。第III層上面で土器胴部が円形に巡り、

その内部に土器底部が倒立状態になっているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］土器は2個体出土しており、上部 (2) ・下部 (1) の土器とする。上部の土

器は底部が倒立状態に埋設されている士器で、胴部下半から底部まで残存している。ちょうど下部士

器と上部土器の胴部を合わせた状態で、下部土器内に上部士器が蓋をしたような状態である。下部の

土器は口縁部から底部までの土器で、正立状態で埋設され胴部上半が若千北側に傾いている。掘り方

は確認出来なかった。堆積土は黄褐色土主体の3層に分けられる。上部の土器はRL縄文を施文し、

内面の底部付近に炭化物の付着がわずかにみられる。下部の土器は胴部上半が張る器形で、口縁部は

ほぼ垂直に立ち上がる。文様帯は狭く、単軸絡条体1類を側面圧痕し、横走させている。胴部は結束

縄文を横位に、 RL縄文を斜位に回転施文している。上器内面の胴部下半から底部付近、土器外面口

縁部から胴部下半付近それぞれに炭化物の付着が帯状にみられる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後薬～末菓と考えられる。
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第58号士器埋設遺構(SR-58)

第 1層黄褐色土 IOYRS/8

炭化粒微量混入。

第 2層黄褐色土 IOYRS/6
ローム粒・炭化粒微量混入。

第 3層褐色土 IOYR4/6
ローム粒微最混入。
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図145 第58号土器埋設遺構
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第59号土器埋設遺構(SR-59)(図146)

[位置と確認]南側丘陵斜面の標高38.0m、AI-58に位置する。第Ⅲ層上面で土器底外面を確認した。

[土器・掘り方・堆積土]口縁部から底部までの土器が倒立状態で埋設されていた。底部付近、胴部

上半で破損している。第60号土器埋設遺構と近接しており、埋設された深さがほぼ同じであることや

埋設された土器が重復していないことから、同時に埋設された可能性が高い。その場合、掘り方は開

図146第59・60号土器埋設遺構

一192一

岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第59号土器埋設遺構 (SR-59) (図146)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AI-58に位置する。第皿層上面で上器底外面を確認した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から底部までの土器が倒立状態で埋設されていた。底部付近、胴部

上半で破損している。第60号土器埋設遺構と近接しており、埋設された深さがほぼ同じであることや

埋設された土器が重復していないことから、同時に埋設された可能性が高い。その場合、掘り方は開
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第 3編 岩渡小谷(4)遺跡

口部約50cm、深さ25cm程度になると思われる。しかし、周囲を掘り下げたため、はっきりしなかった。

堆積土は褐色土とにぶい褐色士主体の2層である。士器は胴部から直線的に立ち上がり、口縁部がや

や外傾し、口端部が細くなる器形である。口唇部にはRL縄文を回転させ、口縁部には単軸絡条体1

類を押圧し、菱形文様を表している。胴部上半は結束縄文の横位回転やRL縄文の斜位回転がみられ、

胴部下半はRL縄文のみ施文されてると考えられる。全体に摩耗が激しく、炭化物の付着は土器の内

外面全体にみられる

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉と考えられる。 （坂本）

第60号土器埋設遺構 (SR-60) (図146)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AI-58に位置する。

［土器・掘り方・堆積土］胴部から底部までの土器が正立状態で埋設されており、胴部から底部は土

器片が細片となっていた。胴部は若干北側に傾いている。掘り方は第59号土器埋設遺構で述べたとお

りで、堆積土は褐色土主体の4層に分けられる。士器は底部から緩やかに立ち上がり、 RLR縄文を

斜位に回転施文している。胎土には繊維を含み、焼成は堅緻である。炭化物の付着は土器外面の一部

にみられた。

［小結］第59号土器埋設遺構と同時期の可能性もあるが、土器の特徴により縄文時代前期後半の可能

性が高い。 （坂本）
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図147 第61号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第61号土器埋設遺構 (SR-61) (図147)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AI -59に位置する。第11I層上面で土器胴部が円形に巡っ

ているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］胴部から底部までの土器が正立状態で埋設されていた。胴部下半で破損し

大きく西側に傾いている。胴部下半から底部にかけては地面とほぼ垂直な状態である。掘り方は明確

には確認できなかった。堆積上は黄褐色土主体の3層である。土器は底部からやや開くように直線的

に立ち上がる。撚戻縄文を斜位に回転施文している。胎土には繊維を含み、焼成は堅緻である。炭化

物の付着は土器内面の底部付近と外面全体の一部の範囲にみられる。口縁部の破片も出上しているが

(147-1)、同一個体かどうかはっきりしなかった。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）

第62号土器埋設遺構 (SR-62) (図148)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AI -58に位置する。第11I層上面で石皿とその下に土器胴

部が円形に巡っているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積上］上器直上から出土した石皿を取り除き、確認面で検出されていた土器の内

部を掘り下げると上器胴部の内部に新たに倒立状態の土器が1点検出された (2)。倒立状態の土器は

底部がやや西側に傾いて、この土器が下部の土器の蓋の役割を果たしているものと考えられる。下部

の土器 (1) は、正立状態で埋設されている。口縁部から胴部上半にかけて破損しており、胴部上半

は若干西側に傾いている。掘り方は土器とほぼ同じ規模で掘り込み、 6・7層がその一部と考えられる。

土器内の堆積土は暗褐色土主体の5層に分けられる。上部の土器は、外反しながら立ち上がり、断面

形はラッパ状の器形である。縄文は結束縄文を横位に回転施文する。士器内面の胴部下半から底部に

かけての全面に炭化物の付着が多くみられる。下部の土器は、口縁部が外反する器形で、弱い波状口

縁である。口縁部文様帯にはLR縄文を側面圧痕し、波頂部から垂下する3条の縦位文や横位文も同

様に施文している。胴部は結束縄文の横位、 RLR縄文の斜位回転施文である。炭化物が内面の胴部

下半から底部にかけて多く付着している。

3は横型石匙で、刃部裏面には光沢痕が観察される。 4はヒン岩を石材とする石皿で、片面はやや窪み、

擦痕と敲打痕が観察される。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後築と考えられる。 （坂本）

第63号土器埋設遺構 (SR-63) (図149)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-59に位償する。

［土器・掘り方・堆積土］底部を欠いた口縁部から胴部までの土器で、倒立状態で埋設されている。

胴部は西に傾いている。掘り方は明確には確認できなかった。上器内の堆積士は褐色士主体の3層に

分けられる。上器は弱い波状口縁で、口縁部が厚みをもって外反する。口縁部文様帯はR側面圧痕に

よる幾何学文を表し、胴部はRL縄文の斜位回転施文である。外面に炭化物が付着している。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後栗の可能性が高い。 （坂本）
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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図148 第62号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第64号土器埋設遺構 (SR-64) (図150)

［位置と確認］南側丘陵頂部斜面の標高39.0m、AG-58に位置する。第1II層上面で土器胴部が円形に

巡り、その内側に礫が入っているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］確認面の礫石器を取り上げた後、新たに土器が1点検出され、計2点となっ

た。検出状況からこれらの土器を上部 (2)、下部 (1) とする。上部は胴部下半から底部にかけての

土器で、底部が北側に傾いた倒立状態で埋設されている。ちょうど互いに開口部を合わせた状態で、

上部土器が下部土器の蓋をし、その底部を礫石器で押さえるような形で検出されている。下部の土器

は胴部から底部の正立状態で埋設されている 。掘り方は確認できなかった。堆積土は褐色土主体の2

層に分けられ、 1層は土器の埋設後に堆積したと考えられる。 1層と2層の間は土が堆積しておらず、 2

層土も蓋の役割をしていた上部土器が原位置から動いた際に、隙間から混入した土の可能性が高い。

上部の土器は、胴部から底部にかけてRL縄文が斜位に回転施文される。胎土は繊維を含み、焼成は

堅緻である。炭化物の付着は見られなかった。下部の土器は上部の土器と胎土・焼成・施文原体・施

文方法等、共通する部分が多い。 RL縄文を斜位に回転施文している。

3は使用面がやや窪み、擦痕？が見られる石器である 。石材は軽石凝灰岩である。砥石に分類した

が、触れると粒子がこぼれ落ちるような脆い石質であることから、実用品ではない可能性がある。

［小結］上器が埋設された当初は少なくとも土器内部に土が堆積していないことが確認できた。土器

の特徴により縄文時代前期後半と考えられる。 （坂本）
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図149 第63号土器埋設遺構
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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第 2層褐色土 !OYR4/6 ローム粒微量混入。
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図150

第65号土器埋設遺構 (SR-65) (図151)

第64号土器埋設遺構

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、

［土器・掘り方・堆積土］

A H-58に位置する。

口縁部から底部までの上器が正立状態で埋設されていた。胴部下半の接合

部分で破損し西側に傾いている。胴部下半から底部にかけては地面とほぼ垂直な状態である。掘り方

は明確には確認できなかった。堆積土は褐色上から黄褐色土主体の3層である。土器は断面形がバケ

ツ形の器形で、 口縁部文様帯は非常に狭く、単軸絡条体1類の側面圧痕が施されている。胴部との境

界には剌突文が施される。胴部は結束縄文の横位、

化物がわずかに付着している。

RL縄文の斜位回転施文である。土器外面には炭

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後葉～末薬と考えられる。 （坂本）
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図151第65号土器埋設遺構

第66号土器埋設遺構(SR-66)(図152)

[位置と確認]南側丘陵斜面の標高39.0m、AG-58に位置する。第Ⅲ層上面で土器細片が集中してい

るのを確認した。

[土器・掘り方・堆積土]口縁部を欠いた、胴部下半から底部までの土器が正立状態で埋設されてい

る。掘り方は確認できなかった。堆積土は褐色土主体の2層に分けられる。土器はRL縄文を斜位に

回転施文している。胎土には繊維を含み、焼成は堅緻である。炭化物等の付着はみられなかった。

[小結]土器の特徴により縄文時代前期後半と考えられる。(坂本)

第67号土器埋設遺構(SR-67)(図153)

[位置と確認]南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-57に位置する。第Ⅲ層上面で土器口縁部が円形に巡

っているのを確認した。

一198一

岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図151 第65号土器埋設遺構

第66号土器埋設遺構 (SR-66) (図152)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高39.0m、AG-58に位置する。第m層上面で土器細片が槃中してい

るのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部を欠いた、胴部下半から底部までの土器が正立状態で埋設されてい

る。掘り方は確認できなかった。堆積土は褐色土主体の2層に分けられる。土器はRL縄文を斜位に

回転施文している。胎土には繊維を含み、焼成は堅緻である。炭化物等の付着はみられなかった。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と考えられる。 （坂本）

第67号土器埋設遺構 (SR-67) (図153)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-57に位置する。第m暦上面で土器口縁部が円形に巡

っているのを確認した。
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第66号土器埋設遺構 (SR-66)

第 1屈褐色士 !OYR4/4 ローム粒微蓋混入。

第 2層 褐色土 !OYR4/6 ローム粒・炭化粒微量混入。

ー^)
8

8

 

5

5

 

H

G

 

A

A

 

＋
 

環
A
、

II 
lei. 

゜
S=l/60 

2m 

゜
S=l/3 

10cm 

図152 第66号土器埋設遺構

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から底部までの土器が正立状態で埋設されていた。口縁部上部が若

干北側に傾いている。掘り方は斜面下側の確認面から胴部半ばまでの深さで、数cm程大きく掘り込ま

れている。堆積土は黄褐色土主体の5層に分けられる。検出時には口縁部から底部までみられたが、

接合面劣化のため、接合時にうまく復元できなかった。上器は弱い波状口縁で、口縁部と胴部の境界

には隆帯が巡りその上部にも側面圧痕が施される。文様帯はR縄文の側面圧痕で、波頂部から垂下し

た2条の縦位文と横位に展開する幾何学文を表している。胴部は結束縄文の横位、 RL縄文の斜位回

転文である。土器外面には炭化物の付着がみられる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後葉～末蕪と考えられる。 （坂本）

第68号土器埋設遺構 (SR-68) (図154)

［位置と確認］南側丘陵の標高38.0m、AH-57に位置する。第11I層上面で土器が3個体重なり合ってい

るのを確認した。3個体の中で斜面上部の南側に位置している。

［土器・掘り方・堆積土］口縁から底部までの土器が斜立状態で埋設されていた。胴部半ばから破損

し、北側に傾いている。掘り方は確認出来なかった。堆積土は黄褐色土主体の2層に分けられる。土

器は底部からほぼ直線的に立ち上がる器形で、口縁部文様帯は単軸絡条体1類を幾何学文で表し、結

束第1種羽状縄文を横位に、 RL縄文を斜位に回転施文している。胎土には繊維・ 砂粒を混入してい

る。土器外面には炭化物の付着が一部みられる。

［小結］重複関係から第71・72号よりは古いと考えられる。土器の特徴により縄文時代前期後葉～末

菓と考えられる。 （坂本）
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図153 第67号土器埋設遺構

第71号土器埋設遺構 (SR-71) (図154)

［位置と確認］南側丘陵の標高38.0m、AH-57に位懺する。第11l層上面で土器が3個体重なりあってい

るのを確認した。3個体の内、最も斜面下部に位置している。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から胴部の土器が倒立状態で埋設されていた。胴部が若干北側に傾

いている。掘り方は確認できなかった。堆積士は暗褐色土主体の2層に分けられる。土器は、胴部上

半から口縁部にかけてほぼ直線的に立ち上がる。口縁部文様帯には単軸絡条体1類が押圧され、幾何

学文を表す。胴部は結束縄文の横位、 RL縄文の斜位回転施文である。外面に炭化物の付着がみられる。

［小結］出土状況から第72号士器埋設遺構上部の蓋の役割をする土器の可能性もある。土器の特徴に

より、縄文時代前期後葉～末葉の可能性が高い。 （坂本）

第72号土器埋設遺構 (SR-72) (図154)

［位縦と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AH-57に位置する。第m層上面で土器が3個体重なり合っ

ているのを確認した。第68・71号上器埋設遺構に挟まれた場所に位置している。

［士器・掘り方・堆積土］胴部から底部まで正立状態で埋設されていた。胴部中央で破損し、北側に

傾いている。掘り方は確認出来なかった。堆積土は明褐色土主体の9層に分けられる。土器は胴部か
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ら底部にかけて接合面の破損が激しく、上手く復元できなかった。口縁部文様帯は単軸絡条体を押圧

し、横位文を施文する。胴部は、結束縄文の横位、 RL縄文の斜位回転施文である。土器外面には炭

化物が一部付着している。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉と考えられる。 （坂本）

Rvi , 

+AI57 
AH57 

。粒
I -r',$1, 

第68・71・72号。
土器埋設遺構

<t>, マ—第68号士器埋設遺構(SR-68)

第 1層 黄褐色土 IOYR5/8 炭化粒 • ローム粒微屎混入。
第 2層 黄褐色土 IOYR5/6 ローム粒徴量混入。

第71号土器埋設遺構 (SR-71)

第 1層 暗褐色土 IOYR3/3 砂粒・ローム粒微最混入。

第 2層褐 色土 IOYR4/6

第72号土器埋設遺構(SR-72)
第 1層 暗褐色士 IOYR3/4 ローム粒・炭化粒微量混入。

第 2層 黄褐色土 IOYR5/8 ローム粒・炭化粒微最混入。

第 3層 明褐色土 7.5YR5/8 ローム粒・炭化粒微最混入。

第 4層 黄褐色土 IOYR5/8 ローム粒・炭化粒微量混入。

第 5層 褐色士 IOYR4/4 ローム粒・黒褐色土微量混入。

第 6層 明黄褐色土 IOYR6/8 ローム粒・炭化粒微蓋混入。

第 7層 明褐色土 7.5YR5/6 ローム粒微盪混入。

第 8層褐色土 7.5YR4/4 ローム粒微巖混入。

第 9層褐色士 IOYR4/6 ローム粒•砂粒微最混入。
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第69号土器埋設遺構 (SR-69) (図156)

［位置と確認］南側丘陵の標高38.0m、AI -57に位罹する。

［土器・掘り方・堆積士］確認面を掘り下げたところ、 2個体の土器が出士したため、上部 (1・2) と

下部 (3-7) に分けて説明する。上部の土器は倒立状態で埋設され、胴部が若「北側に傾いている。

ちょうど下部土器と上部土器の胴部開口部を合わせた状態で、下部土器内に上部上器全体が内蔵され

る。下部の士器は胴部から底部までの土器で、正立状態で埋設されている。胴部上半から底部付近ま

で若干北側に傾いている。掘り方は土器の胴部径よりも2cm程大きく、土器の器高とほぼ同じ深さま

で掘り下げている。堆積土は黄褐色上主体の8層に分けられる。上部の上器 (1・2) は、断面がバケ

ツ形の器形で、口縁部はわずかに外傾する。文様帯は狭く、単軸絡条体1類を押圧し、三角形文を表

す。胴部は結束縄文の横位と RL縄文の斜位回転施文である。土器内面の底部付近には炭化物の付着

がみられる。下部の土器 (3-7) は、 RL縄文が斜位に回転施文される。内面は摩耗が激しい。胎土

には繊維を含み、焼成は堅緻である。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後業～末葉と考えられる。 （坂本）

第70号土器埋設遺構 (SR-70) (図155)

［位罹と確認］南側丘陵の標高38.0m、AI -57に位置する。

［土器・掘り方・堆積土］胴部から底部までの土器が正立状態で埋設されていた。胴部が若干北側に

傾いている。掘り方は明確には確認出来なかった。堆積土は暗褐色土主体の3層に分けられる。土器

はRL縄文の斜位回転施文で、胎土には繊維を含み、焼成は堅緻である。胴部外面に炭化物の付着が

みられる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。
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⑯ 第 1層 !~ ム]喜`位喜il1微葺混入。
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ローム粒微量混入。
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ら ローム粒•炭化粒微量混入。
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第73号土器埋設遺構 (SR-73) (図157)

［位罹と確認］南側丘陵斜面の標高39.0m、AH-57に位置する。第m層上面で土器口縁部が円形に巡

っているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から底部までほぼ完形土器が正立状態で埋設されていた。口縁部上

部が若干北側に値いている。掘り方は確認面から胴部半ばまでの深さで2-3cm程大きく掘り込まれて

いる。堆積土は暗褐色土主体の4層に分けられる。士器は断面形がバケツ形で、口縁部文様帯には単

軸絡条体1類の側面圧痕により幾何学文が表される。胴部は結束縄文の横位、 RL縄文の斜位回転施

文される。口縁部から胴部上半にかけて炭化物の付着が全体的にみられる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後葉～末葉と考えられる。 （坂本）
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第 1層 黄褐色土 IOYRS/6 炭化粒微量混入。

第 2層 暗褐色士 IOYR3/4 ローム粒微量混入。
第 3層 褐色土 IOYR4/6 ローム粒・炭化粒 •黒褐色土微簸混入。
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図158 第74号土器埋設遺構

第74号土器埋設遺構 (SR-74) (図158)

［位躍と確認］南側丘陵頂部斜面の標高39.0m、AE-59に位置する。第III層上面で土器胴部が巡って

いるのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部を欠損し、胴部から底部までを正立状態で埋設されている。掘り方

は、幅約25cm、深さ27cmで、土器開口部よりも3cmほど大きく、器高とほぼ同じ深さである。埋上は6

層である。土器内の堆積土は褐色土と黒褐色土主体の5層に分けられる。土器の胴部は単節縄文の横

位、 RL縄文の斜位回転施文する。胎土には繊維を含み、焼成は堅緻である。外面の胴部上半に炭化

物の付着がわずかにみられる。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）

第77号土器埋設遺構 (SR-77) (図159)

［位置と確認］南側丘陵頂部斜面の標高40.0m、AF-57に位置する。第11I層上面で土器口縁部が円形

に巡っているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］胴部下半から底部までを欠損し、口縁部から胴部上半が正立状態で埋設さ

れている。掘り方は確認できなかった。土器が埋設された内部の約10cmほど直下には、胴部の破片が

折り重なるように出土している。他の土器埋設遺構と異なり 、土器片が破片化していて散らばってい

る状態の上部に土器が埋設されているのが特徴的である。土器内の堆積土は褐色土主体の単層である。

土器は胴部から口縁部にかけてラッパ状に開く器形で、撚戻縄文が斜位に回転施文されている。胎土
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に繊維を多く混入した厚手の土器で、炭化物の付着は見られなかった。

［小結］出土状況から、胴部片を敷き重ねるようにしたのち、口縁部を埋設した可能性が高い。土器

の特徴により縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）

第78号土器埋設遺構 (SR-78) (図160)

［位置と確認］南側丘陵頂部斜面の標高38.0m、AE-60に位置する。第1II層上面で土器胴部が巡って

いるのを確認した。
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第3層褐色土 IOYR4/4 炭化粒微量混入。

+AF59 
AE60 AE59 

A唸&'
第78号土器埋設遺構

! I 

2m 

゜
S=l/3 10cm 

図160 第78号土器埋設遺構

［土器・掘り方・堆積土］胴部から底部にかけての土器が正立状態で埋設され、この土器の外側南側

半分を囲うような状態で胴部片 (2) も検出されている。胴部片は底部にほぼ接しており、入れ子状

であった可能性が高い。底部は西側に傾いた状態で内面には長さ10cm未満の自然礫も出土している。

掘り方は胴部径より数cm大きく掘り込まれた2・3層と考えられる。土器内の堆積土は黄褐色土主体の

単層である。土器 (1) はRL縄文の斜位回転施文で、底面は上げ底である。焼成は堅緻で、内面全

体に炭化物の付着がみられたが、外面には見られなかった。 3は珪岩の自然礫である。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）

第79号土器埋設遺構 (SR-79) (図161)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標底36.0m、AJ -57に位置する。第m層上面で上器胴部が円形に巡っ

ているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］口縁部から胴部まで倒立状態で埋設されていた。胴部が北側に傾いている。

掘り方は明確には確認出来なかった。堆積上は褐色土主体の4層に分けられる。土器は弱波状口縁で、

胴部はほぼ垂直に立ち上がり、口縁部が外反する器形である。 LR縄文を側面圧痕し、波頂部直下か

ら幾何学文を展開している。胴部との境界には粘士貼付が行われる。胴部は結束縄文を横位、 RL縄

文を斜位に回転施文する。外面には炭化物が付着している。

［小結］士器の特徴により縄文時代前期後葉～末築と考えられる。 （坂本）

-207 -



岩渡小谷(3)・(4)遺跡

A A ＇ A 
36.lm-

二-------
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拿|
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/~ R 
A' 

36.lm-

第79号士器埋設遺構 (SR-79)

第 1層 暗褐色土 IOYR3/3 ローム粒微盤混入。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒微蓋混入。

第 3層 褐 色 土 IOYR4/6 ローム粒微量混入。

第 4層 褐 色 土 IOYR4/4 ローム粒微量混入。

゜
S=l/20 50cm 

゜
S=l/3 

図161 第79号土器埋設遺構

第80号土器埋設遺構 (SR-80) (図162)

［位置と確認］調査区南側の沢に面する斜面、標高35.0m前後のAK-61に位置している。北側に第26

号住居跡があり、この住居内堆積土中には第84号、 85号士器埋設遺構がつくられている。

［土器、掘り方、堆積土］上半部を欠いた2個体の土器を用いて埋設されていた。1個体 (P-2) は斜

面下方へ傾くような斜立状態で埋設されている 。もう 1個体は底部下半の土器 (P-1) で前述の土器

に蓋をするように底部を上にして被せている 。土器の内部には自然礫 (162-1、石材は珪岩）が埋納

されており締まりのない暗褐色土が見られた。掘り方は長軸33cm、短軸28cmの楕円形であり、ローム

粒を多量に含んだ褐色土が見られた。土器は2・3とも摩耗が激しい。炭化物等の付着は見られなかった。

［小結］土器の特徴から、縄文時代前期後半と思われる。 （畠山）

第81・82号土器埋設遺構 (SR-81・82) (図163)

［位置と確認］ 南側丘陵頂部斜面の標高38.0m、AD-60に位置する。第皿層上面で2個体の土器口縁部

が巡っているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］第81号土器埋設遺構は口縁部から底部を一部欠損した正立状態で埋設され

ている。土器が北西方向に傾いている。第82号土器埋設遺構も口縁部から底部を一部欠損した正立状

態で埋設されている。これらの土器は上部が接しているものの重複している状態ではなく、また、掘

り方埋土から2個体同時に埋設された可能性が高い。掘り方は、幅約50cm、深さ25cmで、 壁面は緩や

かに立ち上がる。土器内の堆積土は2個体とも同様の堆積土と考えられ、褐色土主体の3層に分けられ

る。第81号の土器は上部平面形が方形基調であり、口縁部は波状口縁で底部から緩やかに立ち上がる。

胴部上半が張り、口縁部で外反する器形である 。口縁部文様帯は単軸絡条体1類の側面圧痕で、波項

部の直下に菱形文を中心とした文様が展開される。胴部にはR結節・結束縄文 ・RL縄文の横位回転
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1 (S-1) 

第80号土器埋設遺構(SR-80)
第 1層 暗褐色土 !OYR3/4 締まりなし。
第 2層褐色土 !OYR4/6 ローム粒多量混入。

／ ／ 

。
S=l/20 50cm 

R 
~ 
（下、 P-2)

S=l/3 10cm 

゜ ' 2 (上、 P-1)

図162 第80号土器埋設遺構

と直前段反撚RRLの斜位回転施文が行われる。土器内面には胴部下半から底部付近にかけて炭化物

が帯状に付着して、また、土器外面の口縁部から胴部上半にも炭化物の付着がみられる。第82号の土

器は弱い波状口縁で、第81号土器と器形・ロ縁部の文様構成が類似している。胴部は結束縄文の横位、

RL縄文の斜位回転施文がみられる。外面の口縁部から胴部上半にかけて炭化物の付着が若干みられ

る。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後薬～末柴と考えられる。 （坂本）

第84号土器埋設遺構 (SR-84) (図164)

［位置と確認］調査区南側の斜面、標高34.7mのAK-61に位置している。第26号住居跡の調査中に2碁

の土器埋設遺構を検出し、南壁際に検出したものを第84号、中央寄りのものを第85号とした。また、
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第81・82号土器埋設遺構(SR-81・82)

第 1層 褐色土 !OYR4/4 ローム粒微最混入。

第 2層 褐色土 !OYR4/6 ローム粒微菰混入。

第 3層 黄褐色土 !OYR5/6 ローム粒微是混入。

第 4層 黄褐色土 !OYR5/8 ローム粒微量混入。
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日
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叫
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4
 

刀
日
口

□

日
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10cm 

図163 第81• 82号土器埋設遺構

本遺構の南側60cm離れた場所には第80号埋設遺構が検出されている。

［土器、掘り方、堆積土］土器は2個体利用されている。1個体は口縁部を欠いた土器 (P-2) で、や

や斜立の状態で埋設されている。底部付近には自然礫（流紋岩）と白色のメノウ質の小礫 (164-4)

が入れられている 。もう 1個体も口縁部を欠いた土器 (P-1) で、先の土器の内部に入れ子状に逆位

の状態で納められている。さらに、この土器底部の上に蓋をするように石皿 (164-3) が載せられて

いる。石皿はほとんど無加工に近いが、両面ともに平坦で滑らかである。石材は石英安山岩である。

土器の掘り方は長軸33cm、短軸24cmの楕円形である。土器と土器との間には締まりのない暗褐色土が

見られたが、入れ子状に納められた土器の内部の大半は空洞であった。上部の土器は、底部から開く
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第84号土器埋設遺構(SR-84)

第 1層 暗褐色士 IOYR3/4 軟らかく、締まりなし。

第 2層 暗褐色土 IOYR3/4 やや軟らかく、締まりなし。

第 3層 オリープ褐色土 2.5Y4/6
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図164 第84号土器埋設遺構
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

ように立ち上がり、口縁部文様帯にはLR縄文の側面圧痕により幾何学文を表す。胴部はLR縄文と

多軸絡条体の回転施文である。内面の底部付近と外面の口縁部から胴部上半にかけて炭化物の付着が

みられる。下部の土器は、結束縄文の横位と RL縄文の斜位回転施文である。胴部の開口部はほぼ同

じ高さのところで水平に割れており、意図的に割られた可能性もある。外面の開口部から胴部下半ま

で炭化物の付着がみられる。

［小結］頂複関係や土器の特徴から、縄文時代前期後策～末葉と考えられる。 （畠山）

第85号土器埋設遺構 (SR-85) (図165)

［位置と確認］調査区南側の斜面、標高34.7mのAK-61に位置している。第26号住居跡内で検出した、

もう一つの土器埋設遺構である。第84号土器埋設遺構の北側70cm離れた場所に位置している。

［土器、掘り方、堆積土］口縁部を欠いた土器が西側に傾くような斜立状態で埋設されていた。土器

内部の底部付近には石皿の破片 (165-2、石材は安山岩）が納められている。掘り方は径35cmの円形

であり、住居跡堆積土第4層とほとんど同質の土が見られた。また、土器内部には締まりのある褐色

土（第1層）と締まりのない暗褐色土が確認された。土器は直前段反撚RRLを斜位に回転施文する。

胎土には繊維を含み、焼成は堅緻である。炭化物の付着が開口部から胴部下半までみられる。

［小結］重複関係や土器の特徴から、縄文時代前期後葉～末築と考えられる。 （畠山）

第86号土器埋設遺構 (SR-86) (図166)

［位置と確認］南側丘陵斜面の標高38.0m、AI -57に位置する。第11I層上面で土器胴部が円形に巡っ

ているのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］底部下半の土器が正立状態で埋設されていた。掘り方は確認出来なかった。

堆積上は褐色土主体の2層に分けられる。土器はRLR縄文を斜位に回転施文する。胎土には繊維を

含み、焼成は堅緻である。炭化物の付着はみられなかった。

［小結］土器の特徴により縄文時代前期後半と思われる。 （坂本）

第87号土器埋設遺構 (SR-87) (図166)

［位置と確認］南側丘陵の標高38.0m、AI -58に位置する。第III層上面で土器胴部が円形に巡ってい

るのを確認した。

［土器・掘り方・堆積土］胴部から底部までの士器が正立状態で埋設されていた。胴部はやや北西側

に傾いている。掘り方は土器と同じ深さで、胴部径よりも2~3cm大きく掘り込み、 3層は掘り方の埋

土と考えられる。堆積土は褐色土と黄褐色土主体の3層である。土器は胴部下半で張り、口縁部でや

や外反する。口端部は面取りしてあり、やや細くなる。口縁部には結束縄文を横位に回転施文し、そ

の上から LR縄文を押圧し、縄文を横走させている。胴部は複節縄文を施文している。土器の外面に

は炭化物がごくわずかに付着している。

［小結］ 土器の特徴により縄文時代前期後葉と考えられる。 （坂本）
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第85号土器埋設遺構(SR-85)
第 1層 褐色士 IOYR4/4 ローム粒多量混入。やや硬く、締まりあり。

第 2層 暗褐色土 !OYR3/4 ローム粒徴鍼混入。軟らかく、締まりなし。
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図165 第85号土器埋設遺構
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図166 第86• 87号土器埋設遺構
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

第4節焼土遺構

焼土遺構は合計15基検出されている。遺構は主に北側斜面中腹、標高35.0-36.0mの住居跡周辺と、

南側頂部の標高40.0m付近に比較的集中している。概ね不整形で、長軸50cm前後の規模である。被熱

深度はいずれも浅い。
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第1号焼土遺構(SN-1)(図168)

[位置]調査区北側の沢に面する斜面、標高35.5m前後のAR-54に位置している。北側に第16号～20

号住居跡、南西側に第14号住居跡が隣接している。

[平面形・規模]長軸96㎝、短軸77㎝の不整形を呈する。焼土の厚さは15㎝前後で、底面には凹凸が

見られる。

[出土遺物]焼土の上及び東側から縄文時代前期の土器片が116点(1,342g)出土した。168-1・168-

2・168-3は胎土や原体の特徴から同一個体と考えられるため、これらは全てⅡ3類に含めることとす

る。口縁部には単軸絡条体を施文し、胴部との境界には沈線文を施す。胴部には複節縄文を施文して

いる。内外面には炭化物の付着した痕跡がみられる。

[小結]出土土器及び検出層位から縄文時代前期のものと考えられる。(畠山)

第2号焼土遺構(SN-2)(図168)

[位置]調査区北側の斜面頂部付近、標高40.6mのBC-57に位置している。南側に第4号、5号土坑、

東側に第3号土坑が隣接している。

[平面形・規模]長軸55㎝、短軸42㎝の楕円形を呈する。焼土の厚さは約5㎝である。

[小結]縄文時代のものではあるが、明確な時期は不明である。(畠山)

第3号焼土遺構(SN-3)(図168)

[位置]調査区北側の沢に面する斜面、標高35.6mのAQ-54に位置している。西側には第14号住居跡、

北側に第16号～第20号住居跡が隣接している。

[平面形・規模]長軸1.02m、短軸85㎝の不整形を呈している。焼土塊が密集した状態で、均一では

ない。焼土の厚さは約9㎝である。

[小結]焼土の状況から廃棄された可能性が高く、検出層位から縄文時代前期と思われる。(畠山)

第4号焼土遺構(SN-4)(図168)

[位置]調査区北側の沢に面する斜面中腹、標高38.6mのAW-57に位置している。南側には第9号、11

号住居跡が隣接している。

[平面形・規模]長軸23㎝、短軸15㎝の小規模なものである。焼土の厚さは3㎝である。

[小結]縄文時代と思われるが、明確な時期は不明である。(畠山)

第5号焼土遺構(SN-5)(図169)

[位置]調査区北側の沢に面する斜面中腹、標高36.0m前後のAS-56に位置している。第1号小ピット

群の中央に検出されており、北側に第9号焼土遺構、東側に第11号焼土遺構が隣接している。

[平面形・規模]長軸95㎝、短軸58㎝の不整形を呈している。焼土の厚さ16㎝である。

[出土遺物]本遺構の近辺から、抉入扁平磨製石器の欠損品(94)が出土した。石材は輝緑岩で、全

体にスリ整形が施され、両側辺は平坦に仕上げられている。抉入部分は敲打によって作出されている。

[小結]縄文時代前期と思われる。(畠山)
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岩渡小谷 (3)・(4)遺跡

第 1号焼土遺構 (SN-1) (図168)

［位岡］調査区北側の沢に面する斜面、標高35.5m前後のAR-54に位置している 0 北測に第16号-20

号住居跡、南西側に第14号住居跡が隣接している。

［平面形・規模］長軸96cm、短軸77cmの不整形を呈する Q 焼上の厚さは15cm前後で、底面には凹凸が

見られる。

［出土遺物］焼土の上及び東側から縄文時代前期の上器片が116点 (1,342g) 出土した。 168-1・168-

2・168-3は胎土や原体の特徴から同一個体と考えられるため、これらは全て II3類に含めることとす

る。口縁部には単軸絡条体を施文し、胴部との境界には沈線文を施す。胴部には複節縄文を施文して

いる。内外面には炭化物の付着した痕跡がみられる。

［小結］出土上器及び検出層位から縄文時代前期のものと考えられる。 （畠山）

第2号焼土遺構 (SN-2) (図168)

［位置］調査区北側の斜面頂部付近、標高40.6mのBC-57に位骰している。南側に第4号、 5号土坑、

東側に第3号七坑が隣接している。

［平面形・規模］長軸55cm、短軸42cmの楕円形を呈する。焼土の原さは約5cmである。

［小結］縄文時代のものではあるが、明確な時期は不明である。 （畠山）

第3号焼土遺構 (SN-3) (図168)

［位厭］調査区北側の沢に面する斜面、標高35.6mのAQ-54に位置している。西側には第14号住届跡、

北側に第16号～第20号住居跡が隣接している。

［平面形・規模］長軸1.02m、短軸85cmの不整形を呈している。焼土塊が密集した状態で、均ーでは

ない。焼土の原さは約9cmである。

［小結］焼土の状況から廃棄された可能性が高く、検出層位から縄文時代前期と思われる。 （畠山）

第4号焼土遺構 (SN-4) (図168)

［位岡］謂在区北側の沢に面する斜面中腹、標高38.6mのAW-57に位置している C 南側には第9号、 11

号住居跡が隣接している。

［平面形・規模］長軸23cm、短軸15cmの小規模なものであるし焼土の厚さは3cmである。

［小結］縄文時代と思われるが、明確な時期は不明である。 （畠山）

第 5号焼土遺構 (SN-5) (図169)

［位置］調査区北側の沢に面する斜面中腹、標高36.0m前後のAS-56に位置している。第1号小ピット

群の中央に検出されており、北側に第9号焼土遺構、東側に第11号焼土遺構が隣接している。

［平面形・規模］長軸95cm、短軸58cmの不整形を呈している。焼土の厚さ 16cmである。

［出土遺物］本遺構の近辺から、扶入扁平磨製石器の欠損品 (94) が出土した。石材は輝緑岩で、全

体にスリ整形が施され、両側辺は平坦に仕上げられている。扶入部分は敲打によって作出されている。

［小結］縄文時代前期と思われる。 （畠山）

-216 -



第 3編岩渡小谷(4)遺跡

入）
第1号焼土遺構

吋

吋
第1号焼土遺構(SN-!)
第 1層 暗褐色土 10YR3/3 ローム粒少量、焼土粒微量混入。

第2層 赤褐色士 5YR4/8 焼土。ローム粒・塊混入。

第 3層 明赤褐色土 5YR5/8 焼士。ローム粒混入。
第4層 褐色土 10YR4/4 ローム粒中最、焼士粒徴量混入。

第 5層褐色土 10YR4/6 地山。

第1号焼土遺構出土遺物

第2号焼土遺構

A
_
 

A
 

9A_ 

40.8rn-
A ＇ 

1
 

~
 

第3号焼土遺構

吋

第2号焼士遺構(SN-2)

第 1層 黄褐色土 !OYRS/8 焼土粒多量混入。

寸

第3号焼土遺構 (SN-3)

第 1層 赤褐色土 5YR4/8 焼土。ローム粒微量混入。
第2層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒・塊混入。

第 3層褐色土 IOYR4/4 ローム粒塊混入。

第4層褐色土 IOYR4/6 地山。

第4号焼土遺構

吼‘吋

r :I¥ :\i<"'i霊予点=• 焼士。炭化物混入。

人／

第6号焼土遺構(SN-6)
セクション①(A-A') 

第 1層 赤褐色土 5YR4/8 ローム粒微量混入。

第 2層褐色土 IOYR4/4 ローム粒混入。
第 3層褐色土 !OYR4/6 ローム粒混入。

第4層褐色土 IOYR4/6 ローム塊、焼土粒混入。
セクション②(B-B') 
第 1層褐色土 IOYR4/4 焼土粒少量、ローム粒微量混入。

第 2層赤褐色土 5YR4/8 焼土。
第3層褐色土 IOYR4/6 ローム粒少量、焼土粒微量混入。

(b) 

第7号焼土遺構

/► 

第8号焼土遺構

△ 忍碧土

A
、

,

J

 

, 
A A 
ー 41.0m-

1 
~ 

第7号焼土遺構(SN-7)
第 1層 赤褐色土 5YR4/8 焼土。ローム塊混入。

第8号焼土遺構(SN-8)

第 1層赤褐色士 5YR4/8 焼土。

鼻
◎

第10号焼土遺構

確認面 確認面から6-8cm下位

I> I 
拿 亀愚

） 

＇ 
曇

@ 

1 ►, 
第10号焼土遺構(SN-10)

第 1層 暗褐色土 IOYR3/4 ローム粒・焼土粒•炭化物微景混入。
上部に焼土塊も見られる。

第 2層 褐色土 IOYR4/6 ローム粒、焼士粒・塊、炭化物微量混入。

第3層赤褐色士 2.5YR4/6 焼土。

゜
S=l/40 lm 

図168 焼土遺構1
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第6号焼土遺構(SN-6)(図168)

[位置]調査区北側の沢に面する斜面、標高36.0mのAR-53に位置している。

[重複]第16号住居跡と重複し、これよりも新しい。

[平面形・規模]同レベルで、焼土を4ヶ所検出した。aは長軸32㎝、短軸26㎝、焼土の厚さ8㎝、b

は長軸37㎝、短軸32㎝、焼土の厚さ10㎝、cは長軸43㎝、短軸37㎝、焼土の厚さ7㎝、dは長軸33㎝、

短軸22㎝、焼土の厚さ9㎝である。いずれも平面形は不整形である。廃棄されたものの可能性がある。

[小結]縄文時代であるが、明確な時期は不明である。(畠山)

第7号焼土遺構(SN-7)(図168)

[位置]調査区北側の沢に面する斜面、標高36.0m前後のAR-55に位置している。

[重複]第16号住居跡の床面から約10㎝上位の堆積土中に検出した。

[平面形・規模]長軸62㎝、短軸45㎝の不整楕円形で、焼土の厚さ6㎝である。

[小結]縄文時代であるが、明確な時期は不明である。廃棄されたものの可能性が高い。(畠山)

第8号焼土遣構(SN-8)(図168)

[位置]調査区北側の沢に面する斜面、標高37.0mのAT-54に位置している。南側には第16号住居跡、

北側には第7号住居跡が隣接している。

[平面形・規模]長軸32㎝、短軸20㎝のやや不整な楕円形で、焼土の厚さは2㎝である。

[出土遺物]なし。

[小結]縄文時代であるが、明確な時期は不明である。(畠山)

第9号焼土遺構(SN-9)(図169)

[位置]調査区北側の沢に面する斜面、標高36.0m前後のAS-56に位置している。第1号小ピット群の

中央付近に検出されており、すぐ南側に第5号焼土遺構、東側に第11号焼土遺構が隣接している。

[平面形・規模]長軸47㎝、短軸35㎝の台形状で、焼土の厚さ5㎝である。

[小結]縄文時代前期と思われる。(畠山)

第10号焼土遺構(SN-10)(図168)

[位置]調査区北側の沢に面する斜面、標高36.3mのAR-53に位置している。北側には第16号住居跡、

西側には第6号焼土遺構や第7号土器埋設遺構が隣接している。

[平面形・規模]70×70㎝四方の範囲に四つの焼土が密集して検出されたものである。一つは径10㎝

大の円形、二つ目は長軸27㎝、短軸20㎝の不整形、残る二つは長軸35～45㎝、短軸25㎝前後の不整形

である。焼土の厚さは3㎝である。

[小結]縄文時代であるが、明確な時期は不明である。(畠山)

第11号焼土遺構(SN-11)(図169)

[位置]調査区北側の沢に面する斜面、標高36.0mのAS-55に位置している。第1号小ピット群の中央

一218一

岩渡小谷 (3)・(4)遺跡

第 6号焼土遺構 (SN-6) (図168)

［位置］調査区北側の沢に面する斜面、標高36.0mのAR-53に位誼している。

［重複］第16号住居跡と咀複し、これよりも新しい3

［平面形・規模］同レベルで、焼土を4ヶ所検出した。 aは長軸32cm、短軸26cm、焼土の厚さ8cm、 b

は長軸37cm、短軸32cm、焼士の原さ 10cm、cは長軸43cm、短軸37cm、焼土の厚さ7cm、 dは長軸33cm、

短軸22cm、焼土の厚さ9cmである。いずれも平面形は不整形である。廃棄されたものの可能性がある。

［小結］縄文時代であるが、明確な時期は不明である。 （畠山）

第 7号焼土遺構 (SN-7) (図168)

［位闘］調査区北側の沢に面する斜面、標高36.0m前後の AR-55に位岡している、9

［里複］第16号住居跡の床面から約10cm上位の堆精土中に検出した。

［平面形・規模］長軸62cm、短軸45cmの不整楕円形で、焼土の厚さ6cmである。

［小結］縄文時代であるが、明確な時期は不明である，廃棄されたものの可能性が高いC (畠山）

第 8号焼土遺構 (SN-8) (図168)

［位翫］調査区北側の沢に面する斜面、標高37.0mのAT-54に位置している。南側には第16号住居跡、

北側には第7号住居跡が隣接している。

［平面形・規模］長軸32cm、短軸20cmのやや不整な楕円形で、焼土の厚さは2cmである。

［出土遺物］なし。

［小結］縄文時代であるが、明確な時期は不明である。

第9号焼土遺構 (SN-9) (図169)

（畠山）

［位置］調査区北側の沢に面する斜面、標高36.0m前後の AS-56に位誼している。第1号小ピット群の

中央付近に検出されており、すぐ面側に第5号焼土遺構、東側に第11号焼土遺構が隣接している。

［平面形・規模］長軸47cm、短軸35cmの台形状で、焼土の厚さ5cmである。

［小結］縄文時代前期と思われる。 （畠山）

第10号焼土遺構 (SN-10) (図168)

［位置］調査区北側の沢に面する斜面、標高36.3mのAR-53に位置している。北側には第16号住居跡、

西側には第6号焼土遺構や第7号土器埋設遺構が隣接している。

［平面形・規模]70X70cm四方の範囲に四つの焼土が密集して検出されたものである。一つは径10cm

大の円形、二つ目は長軸27cm、短軸20cmの不整形、残る二つは長軸35~45cm、短軸25cm前後の不整形

である。焼土の厚さは3cmである。

［小結］縄文時代であるが、明確な時期は不明である。 （畠山）

第11号焼土遺構 (SN-11) (図169)

［位謹］調査区北側の沢に面する斜面、標高36.0mのAS-55に位置している。第1号小ピット群の中央
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第 3編 岩渡小谷(4)遺跡

付近に検出されており、西側には第5号、 9号焼土遺構、東側には第16号住居跡が隣接している。

［平面形・規模］長軸1.20m、短軸60cmの不整形を呈している。焼土の厚さは12cmである。

［出土遺物］焼土の上及び周辺から5点 (37g)の土器片が出土している。

［小結］出土上器から、縄文時代前期のものと思われる。 （畠山）

第12号焼土遺構 (SN-12) (図169)

［位置］調査区北側の沢に面する斜面、標高36.0m前後のAT-57に位買している。北側に第9号、 15号

住居跡が隣接している。

［平面形・規模］長軸51cm、短軸42cmの不整形を呈し、焼上の厚さ10cmである。

［小結］縄文時代ではあるが、明確な時期は不明である。 （畠山）

第13号焼土遺構 (SN-13)

欠番。下位に第15号土器埋設遺構が検出されたので、そちらで記載している。

第14号焼土遺構 (SN-14) (図169)

［位置］調査区南側の沢に面する斜面頂部付近、標高40.0m前後のAF-58に位置している。周辺には

多数の土器埋設遺構が検出されている。

［平面形・規模］長軸24cm、短軸14cmの楕円形で、焼土の厚さ4cmである。

［小結］検出層位から縄文時代前期のものと考えられる。 （畠山）

第15号焼土遺構 (SN-15) (図169)

［位置］調査区南側の沢に面する斜面、標高35.5mのAJ -61に位置している。第28号住居跡の確認面

上に検出した。

［平面形・規模］長軸80cm、短軸75cmの不整形を呈する。焼土塊をまばらに含んでいる。廃乗された

焼土と思われる。

［出士遺物］なし。

［小結］検出した層位から縄文時代前期と思われる。廃乗された焼土と思われる。 （畠山）

第16号焼土遺構 (SN-16) (欠番）

第17号焼土遺構 (SN-17) (図169)

［位置］調雀区南側の頂部付近、標高40.4mのAF-57に位置している。北側には第18号土坑が隣接し

ている。

［平面形・規模］長軸80cm、短軸75cmの不整円形で、原さ7cmである。

［出土遺物］北側から敲磨器1点（凹石、 169-2) が出土した。石材は凝灰岩である。

［小結］縄文時代前期と思われる。 （畠山）
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図169焼土遺構2
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

R 第5号・ 9号・ 11号焼土遺構 焼土周辺出土遺物

0 
S-1 

ジ
第5号

》

A_ 
A ＇ 

36.3m-

1 

こニニ〗
~4 B' 

二
-36.2m ゜

S=l/3 
10cm 

L.B 

第5号、第9号焼土遺構(SN-S・SN-9)

第 1層赤褐色土 5YR4/8 焼土。
第2層 明褐色土 7.5YR5/6 焼士粒多量混入。

第3層 明赤褐色土 5YR5/8 焼土粒・塊多量混入。
第4層 明褐色土 7.5YR5/6 ローム粒微量混入。

第5層 明褐色土 7.5YR5/8 焼土粒・炭化物微量混入。

第12号焼土遺構

確認面 確認面から5cm下位

た ！

A
、

だ ー

細

第11号焼士遺構(SN-11)
第 1層 褐色土 7.5YR4/6 焼土粒・ローム粒微量混入。

第2層褐色士 7.5YR4/6 焼土塊混入。
第3層 赤褐色土 2.5YR4/8 焼土塊多量混入。

第4層赤褐色土 5YR4/8
第5層褐色土 7.5YR4/4 ローム粒混入。

第14号焼土遺構

第15号焼土遺構

/► 

畠

住

~0~ 
A A' 

- 3 4 l -

~ 
第12号焼士遺構(SN-12) 第14号焼土遺構 (SN-14)
第 1層褐色土 IOYR4/6 ローム粒少量混入。 第 1層赤褐色土 5YR4/8 焼土。
第2層褐色土 75YR4/4 焼土。ローム塊混入。 第2層 黄褐色土 IOYR5/6 ローム粒、炭化物、

小礫徴量混入。

第17号焼土遺構

1 ► /J. 
第17号焼上遺構出土遺物

t~逹

¥『> A 
B 40.6m-B' 

1
 

一第17号焼土遺構(SN-17)

第 1層 赤褐色士 5YR4/8 小礫少量、炭化物微量混入。

第15号焼土遺構 (SN-15)

第 1層褐色士 JOYR4/6 焼土混入。
第2層褐色土 IOYR4/6 黒褐色土多羅、ローム

塊微量混入。
第 3層暗褐色土 IOYR3/4
第4層 赤褐色土 2.5YR4/8 焼土。褐色土混入。
第5層 暗褐色土 IOYR3/4 焼土多量混入。

第6層 暗褐色土 IOYR3/4 焼土粒混入。

10cm 

゜
S= 1/40 

lm 

図169 焼土遺構2
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

第 5節 小ピット群

第 1号小ピット群（図171)

沢に面する北側斜面の中腹、標高36.0m付近、 AS・A T -55・56で、 73個の小ピットを検出した。

何かの建物跡があったと思われたが、明確にすることができなかった。よって、ここでは第1号小ピ

ット群として記載する。

小ピット群の中央付近には、第5号、 9号、 11号焼上遺構が検出されており、北寄りの場所には第8

号土器埋設遺構が検出されている。また、東側には第16号住居跡、南側には第13号住居跡や第14号住

居跡が隣接しいる。

小ピットの大きさは径10cm前後のものから40cm前後のものまであり、すべて柱穴状である。深さは、

10cm未満が4個、 10-19cmが18個、 20-29cmが18個、 30-39cmが12個、 40-49cmが7個、 50cm以上が18

個である。深さのある、しっかりとした柱穴が多い。周辺から縄文時代前期の土器片が出土している

ことから、当該時期の可能性が高い。 （畠山）

第2号小ピット群（図170)

調査区南側の頂部付近、標高39.0m付近、 AD-59で柱穴状の小ピットを3個検出した。小ピット群

というよりは、小ピット列といった方がより正確かもしれない。ピット列は北方向に列状に並んでお

り、ピット 1とピット2はlm50cm、ピット2とピット3は2m離れている。周辺からは土器埋設遺構が多

数検出されているが、これと何らかの関係があるかもしれない。縄文時代前期のものと思われる。

（畠山）
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黄褐色土 !OYR5/6 
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ピット2

第 1層 褐色土 IOYR4/6

褐色土 IOYR4/6

褐色土 IOYR4/4

暗褐色土 IOYR3/3 
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図170 第2号小ピット群
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図171第1号小ピット群
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第1号小ピット群
ピット1

第 1層 褐色土 IOYR4/6 ローム粒微量混入。締まりなし。

ビット2

第 1層 黄褐色土 IOYR5/8 ローム塊混入。締まりなし。

ピット3

第 1層 褐色土 7.5YR4/6 ローム塊混入。締まりなし。
第 2層 明褐色土 7.5YR5/8 締まりなし。
第 3層 黄褐色土 IOYR5/8 締まりなし。
第4層 明褐色土 7.5YR5/8 締まりなし。
第 5層 黄褐色士 IOYR5/8 締まりなし。

ピット4

第 1層 褐 色 土 IOYR4/6 締まりなし。
第 2層 黄褐色土 IOYR5/8 締まりなし。

ピット5

第 1層 明褐色土 7.5YR5/8 ローム粒少量混入。締まりなし。
第 2層 黄褐色土 IOYR5/8 ローム粒少量混入。締まりなし。
第3層 明黄褐色土 IOYR6/8 ローム粒少量混入。締まりなし。

ピット6

第 1層褐色土 IOYR4/6 締まりなし。
第2層 明褐色土 7.5YR5/8 ローム塊多量混入。締まりなし。

ビット7
第 1層褐色土 7.5YR4/4 締まりなし。
第 2層 明褐色土 7.5YR5/8 ローム塊多量混入。締まりなし。

ビット8、9
第 1層褐色土 IOYR4/6 締まりなし。
第2層 明褐色士 7.5YR5/8 締まりなし。

図171 第1号小ピット群
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

第 2章 遺物捨て場と遺構外出土遺物

第 1節遺物捨て場

調査区南側では多量の遺物が集中して検出された。南側丘陵頂部、斜面にその範囲がみられる。

頂部捨て場 （図173)

［位置と確認］東西の調査区境界に接する AC-59、AD-58-60、AE-58-60、AF-59・60の範囲で

ある。表土除去後に第m層を精査したところ、南側斜面頂部から西側に傾斜する斜面部にかけて遺物

の集中が見られた。西側調査区境界は断崖に接している。標高は38.0-40.5mである。

［平面形と規模］南北約14m、東西約8mのほぼ楕円形の範囲で、面積は約76.266m'である。

［堆積土］斜面地のため、斜面下部ほど土の堆積が厚くなっている。暗褐色と褐色土の第m層相当層

から遺物の出土がみられた。遺物の混人以外で堆積土に混人するものはなく、自然堆積と思われる。

［出士遺物］遺物は土器が3,674点 (44,284g)出土した。地形の影響で、斜面下部に遺物が集中して

いる。遺物は全体に摩耗が多く、破片資料が多い。土器は縄文時代前期～晩期までの遺物が出士して

おり、 Il4・5類が主体を占める。

［小結］土器の出土状況から縄文時代前期後薬～末葉に形成されたと考えられる。 （坂本）

R 

゜~ 図172 捨て場の分布
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図173 頂部捨て場の遺物出土状況
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第 3編 岩渡小谷(4)遺跡

捨て場 （図174)

［位置と確認］南側斜面中腹のAH-58、AI -58、AJ -58-61、AK-58-61に位置する。表土除去後

の黒褐色士中から遺物の集中が見られた。南側の住居跡集中区にあたり、これらの遺構の堆積土上部

や廃絶後の窪地に土器が集中している。

［平面形と規模］グリッド58ラインで南北に長い範囲となるが、概ね東西16m、南北12mの楕円形状

で、面積は200.4面である。標高35.0-39.0mに遺物の集中が見られる。

［堆積土］基本層序第11I層に相当する層で、暗褐色と黒色土主体の3層に分層される。斜面下部から検

出された住居跡廃絶後に形成されている。

［出土遺物］土器は縄文時代早期～中期の土器が出土しており、第1I群第5類が主体を占める。（坂本）
A 

AK叫—

R 

-フ
A 

頂部捨て場堆積士

(III層相当）

第 1層 暗褐色土 IOYR3/4
ローム粒、炭化物微最混入。

AK 士器多数含む。

第 2層黒色土 IOYRl.7/1

ローム粒少量、炭化物微贔混入。
土器多数含む。

第 3層 褐 色 土 IOYR4/6
ローム粒中批、炭化物微最混入。

゜
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図174 捨て場の遺物出土状況
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第2節遺構外出土土器

1 頂部捨て場（図175~177)

第1I群縄文時代前期の土器

第3類円筒下層 b式（図177-1)

弱波状口縁で、文様帯には単軸絡条体5類を施文したのち、縄文原体を押圧する。口唇部に一条の

縄文を横走させて巡らし、波頂部から垂下させている。

第4類円筒下層 c式（図175-1・3・4、177-2・3)

口縁部文様帯がひろいもの一175-1・4は口縁部文様帯が広く、口端部の一部を頂点として三角形や

菱形文を表す。胴部には結束・複節縄文を施文する。4は、器形・文様帯の広さからこの類に含めた。

口縁部に結束縄文を施文するもの一175-3、177-2は口縁が外反し口端が細くなる形状で、文様帯に

は結束縄文が施文される。 175-3は口唇部付近に1条、文様帯境界付近に3条の縄文押圧が見られる。

口縁部に縄文を横走させるもの一177-3は3条の縄文原体を密に横走させている。

第5類円筒下層 d式（図175-2、176-4、177-4-17・20-22)

文様帯に幾何学文を施文するもの一単軸絡条体を施文するものは177-5・6である。177-5は波状口

縁で、口縁部文様帯には菱形文の文様構成である。縄文原体を押圧するものは177-4・7・8・13であ

る。4・8は口縁部文様帯の器壁が胴部に比べて細身になりやや外反する器形である。13は縦位の区画

文を三角形の項点として横に展開する文様構成である。

文様帯に横位文を施文するもの一9は単軸絡条体を間隔をあけて横走させている。10は幾何学文の

文様構成となる可能性がある。12は横走縄文の上から3条の縦位文が施文される。14・15は文様帯が

狭く、その境界に刺突列を施文する。14は器面に対して垂直に施文し、 15は器面に対して斜位に施文

している。16・17は刺突文の施文が共通することから、同一個体と考えられる。16は文様帯が広く、

文様帯境界にC字状の刺突列を施文する。胴部は多軸絡条体を施文する。20は、口縁部に単軸絡条体

を押圧し、胴部に単軸絡条体lA類を施文する。

台付底部ー176-4、177-21・22で、 176-4は摩耗が激しく、外面文様は不明である。21・22は形状や

原体・胎土の共通性から同一個体である可能性が高い。

第6類 口縁部から胴部の土器（図177-18・19)

18・19は口縁部に結束縄文、口唇部にも縄文を回転施文する。口縁部はやや厚手で、口縁部から胴

部にかけてほぼ同じ厚味を持つ。

第7類胴～底部の土器（図175-5・6、176-1-3)

単節縄文を施文するもの (2・6)、結束・単節縄文を施文するもの (1)、単節・撚戻縄文を施文す

るもの (5) が見られる。残存する胴部径と比較して底部径の規模が大きい。3は第1II群の可能性もあ

る。
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図175遺構外出土土器1(頂部捨て場1)
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第皿群縄文時代中期の土器

第1類円筒上層 a式（図177-23-25)

23・24は口縁が大きく外反する波状口縁で、口縁部文様帯には縄文原体押圧による三角形文が施文

され、波頂部から垂下して粘土紐が貼付けられる。25は口縁部が内湾する器形で、文様帯には縄文原

体押圧による文様がX状に施される。

第4類円筒上層 d式（図177-26・27)

26・27は粘土紐が貼り付けられ、その上部から縄文原体が押圧されている。26は横走する2条の粘

土紐が胴部との境界になる可能性がある。27は地文縄文施文後に粘土紐を貼り付けている。

第V群縄文時代後期の土器（図177-28・29)

28は口端の上部に突起が付き、その直下には沈線により円形文や横に長い楕円形文が施文される。

土器の特徴から第1類の十腰内 I式に比定される。29は胴から底部の無文土器だが、器形、調整や胎

土等から3類に含めた。

第V群縄文時代晩期の土器（図177-30)

鉢形土器の口縁～胴部の一部と思われる。胴部は単節縄文が施文され、文様帯には、 羊歯状文の一

部と思われる文様が施文され、大洞BC式に相当すると思われる。

2 捨て場土器（図178-186)

第 1群縄文時代早期の土器（図184-1-4)

1-4は貝殻文を施文する一群である。1は貝殻腹縁を横方向に押圧する。2は条痕文を横位に施文し

ている。3は地文に条痕文を施文した後、貝殻の腹縁を押圧し横位文を施文している。4は地文に貝殻

腹縁文を施文し、その後沈線文を施文している。

第11群縄文時代前期の土器

第3類円筒下層 b式（図178-1・2・6、184-5-14)

口縁部の原体の種類で細分した。

口縁部に単軸絡条体5類を施文するもの一184-6は口縁部のみの残存で、口端が面取りされている。
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図176 遺構外出土土器2(頂部捨て場2)
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図177遺構外出土土器3(頂部捨て場3)
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図178遺構外出土土器4(捨て場1)
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184-7は原体に不明確さが残るが、この類に含めた。文様帯境界には隆帯を持ち、この上から縄文原

体で押圧する。

口縁部に単軸絡条体6A類を施文するもの―184-5は口縁部のみの残存で、口端が面取りされている。

単軸絡条体施文後、口縁に沿って縄文原体を押圧している。184-8は太い原体で施文され、胴部との

境界には太い隆帯が貼り付き、この上部から斜位に縄文で押圧される。

口縁部に単軸絡条体1類を施文するもの一口縁は外反し、口縁と胴部の境界に縄文原体を3～4条押

圧している。口縁部の幅の広いもの(178-2、184-9～11)と、狭いもの(178-1・6、184-12～14)に分

けられる。胴部の残存する土器は1種類の縄文を使用する例のみで、撚戻・単節・複節縄文が施文さ

れる。

第4類円筒下層c式(図178-3～5・7、179-1、184-15～22)

口縁部に結束縄文を施文するもの―178-4は波状口縁で、結束縄文の結束部分に横走した1条の縄文

原体を押圧している。184-15～18は、縄文原体の間隔をあけて押圧するもの(16・17)、やや密に施

文するもの(15・18)がある。

口縁部に縄文を横走させるもの一口縁部に縄文原体を2～4条押圧している。器形は底部から開くよ

うに立ち上がるもの(178-3)、胴部からほぼ真っ直ぐに立ち上がり、頸部付近で屈曲するもの(179-1)

が見られる。

口縁部文様帯がひろいもの一184-19～22で、口縁がやや外側に開き、口端は徐々に細くなる形状で

ある。口縁部文様帯を巡る横走縄文と弱波状口縁の波頂部から垂下する縦位の縄文押圧の文様構成を

もつもの(19～21)、口縁部文様帯に三角形文を基調とした幾何学文を施文するもの(22)が見られ

る。19は幅広の隆帯を貼付け、その上部から縄文を押圧している。

第5類円筒下層d式(図179-2～5、図180、181・1～5、182-3～8、図185、186-1～3)

単軸絡条体を押圧するもの一口縁部が外反する器形で、比較的文様帯が広い一群である。口縁部に

菱形文基調の幾何学文が施文されるもの(179-2～5)、三角形文基調の幾何学文が施文されるもの

(185-1～3)がある。

口縁部がわずかに開く器形のもの、内湾するものなどがみられ、文様帯は比較的狭い一群である。

口縁部の文様構成は三角形～菱形文を基調としているもの(180-1～7、185-4～10)、縦位文と横位文

を組み合わせているもの(180-8、181-1、185-9・15・16)、縄文を横走させているもの(185-11～13)

がある。密に単軸絡条体が施文されており、185-9は3条の縦位文と横位に展開する菱形文が施文され

る。185-7・8・10は斜位に文様が施文されている。185-7は単軸絡条体5類が側圧される。185-8・9・

14～16の口縁部文様帯に使用される原体は軸に巻き付けた縄文が非常に緻密で細かく、自縄自巻の可

能性がある。185-13の口縁部文様帯下方には補修孔と思われる穿孔が施される。185-14は口縁から胴

部にかけての部位で、文様帯を境に大きく屈曲する。

胴部は口縁部文様帯の直下に結束縄文を施文するものが多く、この下部は単節縄文(180-3・5・

6・8)・撚戻縄文(180-2)・複節縄文(180-4)を施文している。181-1・180-1・185-11は1種類の縄

文が施文される。181-1は口縁部と胴部の回転方向を変えて施文している。
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

184-7は原体に不明確さが残るが、この類に含めた。文様帯境界には隆帯を持ち、この上から縄文原

体で押圧する。

口縁部に単軸絡条体6A類を施文するもの一184-5は口縁部のみの残存で、口端が面取りされている。

単軸絡条休施文後、口緑に沿って縄文匝体を押圧している。 184-8は太い原体で施文され、胴部との

燒界には太い隆帯が貼り付き、この上部から斜位に縄文で押圧される。

口縁部に単軸絡条休1類を施文するもの一口縁は外反し、口縁と胴部の境界に縄文原体を3-4条押

圧している。口縁部の幅の広いもの (178-2、184-9-11) と、狭いもの (178-1・6、184-12-14) に分

けられる，，胴部の残存する土器は1種類の縄文を使用する例のみで、撚戻・単節・複節縄文が施文さ

れる。

第4類円筒下 層 c式（図178-3-5・7、179-1、184-15-22)

口縁部に結束縄文を施文するもの一178-4は波状口緑で、結束縄文の結束部分に横走した1条の縄文

原体を押圧している。 184-15-18は、縄文原体の間隔をあけて押圧するもの (16・17)、やや密に施

文するもの (15・18) がある。

口縁部に縄文を横走させるもの一口縁部に縄文原体を2-4条押圧している。器形は底部から開くよ

うに立ち上がるもの (178-3)、胴部からほぼ真っ直ぐに立ち上がり、頸部付近で屈曲するもの (179-1)

が見られる。

口縁部文様帯がひろいもの一184-19-22で、口縁がやや外側に開き、口端はi余々に細くなる形状で

ある。口縁部文様帯を巡る横走縄文と殻波状口縁の波頂部から垂下する縦位の縄文押圧の文様構成を

もつもの (19-21)、口縁部文様帯に三角形文を基調とした幾何学文を施文するもの (22) が見られ

る0 19は輻広の隆帯を貼付け、その上部から縄文を押圧している。

第 5類円筒下層 d式（図179-2~5、図180、181-1~5、182-3~8、図185、186-1~3) 

単軸絡条休を押圧するもの一口緑部が外反する器形で、比較的文様帯が広い一群である。口緑部に

菱形文基調の幾何学文が施文されるもの (179-2~5)、三角形文基調の幾何学文が施文されるもの

(185-1 ~3) がある。

口縁部がわずかに開く器形のもの、内湾するものなどがみられ、文様帯は比較的狭い一群である。

口縁部の文様構成は三角形～菱形文を基調としているもの (180-1~7、185-4~10)、縦位文と横位文

を組み合わせているもの (180-8、181-1、185-9・15・16)、縄文を横走させているもの (185-11~13) 

がある。密に単軸絡条体が施文されており、 185-9は3条の縦位文と横位に展開する菱形文が施文され

る。 185-7・8・10は斜位に文様が施文されている。 185-7は単軸絡条体5類が側圧される。 185-8・9・

14~16の口縁部文様帯に使用される原体は軸に巻き付けた縄文が非常に緻密で細かく、自縄自巻の可

能性がある。 185-13の口縁部文様帯下方には補修孔と思われる穿孔が施される。 185-14は口縁から胴

部にかけての部位で、文様帯を境に大きく屈曲する。

胴部は口縁部文様帯の直下に結束縄文を施文するものが多く、この下部は単節縄文 (180-3・5・

6・8) ・撚戻縄文 (180-2) ・複節縄文 (180-4) を施文している。 181-1・180-1・185-11は1種類の縄

文が施文される。 181-1は口縁部と胴部の回転方向を変えて施文している。
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図179遺構外出土土器5(捨て場2)
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図180遺構外出土土器6(捨て場3)
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第3編岩渡小谷(4)遺跡
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図181遺構外出土土器7(捨て場4)
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縄文原体を押圧するもの―181-2～5、185-17～24、186-1～3で、器形は、181-2～4、185-21・24、

186-2が小波状口縁である。口縁部がやや内湾するもの(181-2、185-18・24、186-1)、口縁部がやや外

側に開くもの(181-3～5、185-17・19～23、186-2・3)などがみられ、胴部は、上半がやや張ってい

る(181-3～5)。文様帯は三角形文基調のもの(181-2・3、185-18)、横走させるもの(181-4・5、185-

17・19～24、186-1～3)などがあり、185-18は比較的文様帯の幅が広く、文様帯境界に微隆帯がつく。

185-19・20・23も同じように微隆帯が貼り付けられるが、この上から結束縄文を施文している。181-4

は波頂部から垂下して縦位文が3条施文される。181-2・3も波頂部の直下に三角形文の頂点があり、

ここから文様が展開されている。縄文原体は縄文を1種類押圧するもの、2種類の縄文を二本一組で押

圧するもの、1種類の縄文を2本一組で押圧するものに分けられる。186-2は文様帯境界に微隆帯を貼

付け、その上から刺突列が施される。

胴部は口縁部直下に結束縄文が施文されるものが多い。胴部下半では複節縄文・単節縄文が主とし

て施文される。このほか、単軸絡条体1類が施文されるもの(185-24)、単軸絡条体1A類(186-1)が

施文されるものがみられる。

台付底部―182-3～8は、底部下に台を持つもので、底部外面から接地面までの器高が高いもの(3)、

低いもの(4～8)に分けられる。また、台部接地面の形状も、先端が細くなるもの(3・4)、先端が

丸味を帯びるもの(5・6)、先端が面取りさせるもの(7・8)などの違いがみられる。外面には縄文

が施文され、複節縄文・単節縄文(3)・撚戻縄文(4・6)・単節縄文(5～7)などが施文されてい

る。8は摩耗が激しく、外面の文様は不明である。台部の内面は丁寧に磨かれている。

第6類口縁～胴部(図181-6、182-1・2、186-4～13)

口縁部に結束縄文が施文されるもの―181-6、182-2、186-4・5・9は結束縄文が重複して密に施文さ

れている。186-6～8は原体幅が短く密で、回転施文したときに縄端と縄端が大きく重複しないよう施

文されている。182-1は原体が長く、縄文同士の重複も少ない。186-4は口唇付近に二条の縄文原体を

横走させている。第4類の可能性が高い。181-6は底部から緩やかに立ち上がり、口唇部でやや外側に

広がる。口縁部に最大径がくる器形である。口縁部には結束縄文、胴部には複節縄文を施文している。

182-1・186-5・6は残存する器面全体に結束縄文が施文される。182-2、186-9は胴部下半に単節縄文が

施文される。

無文のもの―186-10～13は内外面とも丁寧に磨かれている無文土器である。胎土や焼成などからこ

の一群に含めた。11～13は口縁部がほぼ真っ直ぐに立ち上がり、胴部との境界と思われる箇所に微隆

帯がみられる。これは断面が三角形状で外面のみがきにより貼付の痕跡がほとんどみられない。

10は胴部から口縁部まで開くように立ち上がる器形で、口縁上部に補修孔と思われる穿孔が1箇所み

られる。他の無文土器と比較してやや細身である。

第7類胴～底部(図182-9～17、図183、186-14～19)

胴部～底部―器形は、底部からやや開き気味に立ち上がり、胴部下半でやや直線的に立ち上がるも

の(182-9・11～14)。底部からやや窄まり気味に立ち上がるもの(182-15～17・183-12)、底部から開

くように立ち上がるもの(182-10、183-1～11)などがある。186-19は立ち上がりが不明である。
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

縄文原体を押圧するものー181-2-5、185-17-24、186-1-3で、器形は、 181-2-4、185-21・24、

186-2が小波状口縁である。口緑部がやや内湾するもの (181-2、185-18・24、186-1)、口縁部がやや外

側に開くもの (181-3-5、185-17・19-23、186-2・3) などがみられ、胴部は、上半がやや張ってい

る (181-3-5)。文様帯は三角形文甚調のもの (181-2・3、185-18)、横走させるもの (181-4・5、185-

17・19-24、186-1-3) などがあり、 185-18は比較的文様帯の輻が広く、文様帯境界に微隆帯がつく。

185-19・20・23も同じように微隆帯が貼り付けられるが、この上から結束縄文を施文している。 181-4

は波頂部から乖下して縦位文が3条施文される。 181-2・3も波項部の直下に三角形文の頂点があり、

ここから文様が展開されている。縄文原｛本は縄文を1種類押圧するもの、 2種類の縄文を二本一組で押

圧するもの、 1種類の縄文を2本一組で押圧するものに分けられる。 186-2は文様帯境界に微隆帯を貼

付け、その上から刺突列が施される。

胴部は口縁部直下に結束縄文が施文されるものが多いし胴部下半では複節縄文・単節縄文が主とし

て施文される。このほか、単軸絡条体1類が施文されるもの (185-24)、単軸絡条体lA類 (186-1) が

施文されるものがみられる。

台付底部ー182-3-8は、底部下に台を持つもので、底部外面から接地面までの器高が高いもの (3)、

低いもの (4-8) に分けられる。また、台部接地面の形状も、先端が細くなるもの (3・4)、先端が

丸昧を帯びるもの (5・6)、先端が面取りさせるもの (7・8) などの違いがみられる◇ 外面には縄文

が施文され、複節縄文・単節縄文 (3) ・撚戻縄文 (4・6) ・単節縄文 (5-7) などが施文されてい

る。 8は摩耗が激しく、外面の文様は不明である。台部の内面は丁寧に磨かれている。

第 6類口縁～胴部（図181-6、182-1・2、186-4~13)

口縁部に結束縄文が施文されるもの一181-6、182-2、186-4・5・9は結束縄文が直複して密に施文さ

れている。 186-6~8は原体幅が短く密で、回転施文したときに縄端と縄端が大きく重複しないよう施

文されている。 182-1は原体が長く、縄文同士の里複も少ない。 186-4は口唇付近に二条の縄文原体を

横走させている。第4類の可能性が高い。 181-6は底部から緩やかに立ち上がり、口唇部でやや外側に

広がる。口縁部に最大径がくる器形である。口縁部には結束縄文、胴部には複節縄文を施文している。

182-1・186-5・6は残存する器面全体に結束縄文が施文される 0 182-2、186-9は胴部下半に単節縄文が

施文される。

無文のもの一186-10~13は内外面ともT寧に磨かれている無文土器である。胎土や焼成などからこ

の一群に含めた。 11~13は口縁部がほぼ真っ直ぐに立ち上がり、胴部との境界と思われる箇所に微隆

帯がみられる。これは断面が三角形状で外面のみがきにより貼付の痕跡がほとんどみられない。

10は胴部から口縁部まで開くように立ち上がる器形で、口縁上部に補修孔と思われる穿孔が1箇所み

られる。他の無文土器と比較してやや細身である。

第7類胴～底部（図182-9~17、図183、186-14~19)

胴部～底部一器形は、底部からやや開き気味に立ち上がり、胴部下半でやや直線的に立ち上がるも

の (182-9・11~14)。底部からやや窄まり気味に立ち上がるもの (182-15~17・183-12)、底部から開

くように立ち上がるもの (182-10、183-1~11) などがある。 186-19は立ち上がりが不明である。
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図182遺構外出土土器8(捨て場5)
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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胴部から底部にかけての施文は、撚戻縄文(182-9、183-4)、単節縄文(182-10・12～14・16・17、

183-1・2・5・7～10)・複節縄文(182-11・15、183-3・6)、結束縄文(183-11)、単軸絡条体(183-12、

186-19)などがある。183-12は異なる2種類の縄文を二本一組で軸に巻き付けた単軸絡条体1類である。

186-19は単軸絡条体1A類を施文している。

胴部のみ―186-14～18で、単軸絡条体1A類を施文する(14・15)、結束・複節縄文を施文する(16)、

結節回転文を施文する(17)ものなどに分けられる。18は器壁が薄手で、小型土器と思われる。

第8類大木6～7a式併行期に相当するもの(図186-20)

20は球胴形深鉢の口縁で、波状形と思われる。口縁部形状に沿って2段の平行な沈線が間隔をあけ

図183遺構外出土土器9(捨て場6)
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第3編岩渡小谷(4)遺跡

胴部から底部にかけての施文は、撚戻縄文 (182-9、183-4)、単節縄文 (182-10・12~14・16・17、

・複節縄文 (182-11・15、183-3・6)、結束縄文 (183-11)、単軸絡条体 (183-12、

186-19)などがある。 183ー12は異なる2種類の縄文を二本一組で軸に巻き付けた単軸絡条体1類である。

186-19は単軸絡条体lA類を施文している。

胴部のみー186-14~18で、単軸絡条体lA類を施文する (14・15)、結束・複節縄文を施文する (16)、

結節回転文を施文する (17) ものなどに分けられる。 18は器壁が薄手で、小型土器と思われる。

183-1・2・5・7-10) 

第8類大木6~7a式併行期に相当するもの（図186-20)

20は球胴形深鉢の口縁で、波状形と思われる。口縁部形状に沿って2段の平行な沈線が間隔をあけ
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図184遺構外出土土器10(捨て場7)
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図185遺構外出土土器11(捨て場8)
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

て施文され、その間には緩<c字状にカーブした沈線が密に施される。口端部は面取りしてあり、胎

士に繊維を含まない。焼成は非常に堅緻で、器面は灰色に近い色調である。

第皿群土器縄文時代中期の土器

第3類円筒上層 c式（図186-21・22)

21・22は刺突文を施文する一群で、粘土紐に縄文を押圧したのち、刺突文を施す。21は波状口縁の

一部であり、 22は口縁部と胴部の境界で、胴部には結束縄文を施文している。

3 遺構外出土土器（図187-189)

第 I群土器縄文時代早期の土器（図189-1-3)

貝殻文を施文する一群である。1は器面を貝殻で調整した後、貝殻腹縁文をやや右上がりに横走さ

せて施文している。2は縦方向に器面を調整したのち、貝殻腹縁文を横走させて施文している。 3は腹

縁が平滑な小型の貝殻で施文していると思われる。

第II群土器縄文時代前期の土器

第3類円筒下層 b式（図187-1-3、189-4-10)

1は波状口縁で、底部から緩やかに立ち上がり、文様帯の境の隆帯直下で膨らみ、口縁部は外反す

る器形である。口端は丸味を帯び、文様帯には単軸絡条体4類が施文される。文様帯境界の隆帯は幅

広で、この上から胴部と同じ原体の撚戻縄文が施文される。4は口縁部文様帯へ単軸絡条体5類を施文

後、口縁の上部及び下部に縄文原体を押圧させている。

単軸絡条体6A類を施文するもの一5は文様帯境界に隆帯を貼付け、その上から縄文を施文する。6

は口縁部文様帯が比較的狭い。7・8は波状口縁で、口端は丸味を帯びている。2は緩やかに立ち上が

り、口縁部はほぼ直線的である。口端は面取りされ、その上部に単軸絡条体が回転施文され、その上

から口唇付近に1条、文様帯境界付近で間隔をあけて2条の沈線が施文される。この2条の沈線間は微

隆帯になっており、 1条の縄文原体が巡る。胴部は複節縄文が施文される。3は波状口縁で、文様帯境

界には輻広の隆帯が貼付けられ、隆帯の上下には各1条ずつ沈線が巡っている。隆帯上にも1条の沈線

が巡る。胴部には複節縄文が施文される。

複節縄文を施文するもの一9・10は隆帯を含む口縁～胴部片である。隆帯は幅広で高い。その上部

から縄文を回転施文している。

第4類円筒下層 c式（図189-11)

11は波状口縁で、胴部から外反する器形である。口縁部文様帯が広く、幾何学文様が施文され、波

頂部から垂下する縦位の縄文原体が施文される。文様帯境界には単節縄文を1条横走させて施文して

しヽる。

第5類円筒下層 d式（図187-4・5、188-1-3、189-12-18)

口縁部文様帯に単軸絡条体が押圧されるものー188-1・2は器形や原体等の特徴から同一個体と思わ

-240-



れる。底部から開くように直線的に立ち上がる。口縁部は、三角形文の文様構成で、文様帯の直下に

は結節回転文が施文される。胴部は結束縄文と撚戻縄文が交互に施文されている。188-3は底部から

開くように立ち上がり口縁部で外反する器形である。口縁部は三角形文を基調とした文様構成である。

口縁部直下から胴部下半にかけて結束縄文が施文され、下半から底部にかけては単節縄文が施文され

る。189-14～16は口縁部に菱形文を基調とした文様構成である。14・15は波状口縁で、口縁部直下に

結束縄文が施文される。18は口縁部と胴部の文様帯境界が屈曲する器形で、文様帯直下に結節回転文

が施文される。

図186遺構外出土土器12(捨て場9)

-241一

第 3編岩渡小谷(4)遺跡

れる。底部から開くように直線的に立ち上がる。口縁部は、三角形文の文様構成で、文様帯の直下に

は結節回転文が施文される。胴部は結束縄文と撚戻縄文が交互に施文されている。 188-3は底部から

開くように立ち上がり口縁部で外反する器形である。口縁部は三角形文を基調とした文様構成である。

口縁部直下から胴部下半にかけて結束縄文が施文され、下半から底部にかけては単節縄文が施文され

る。 189-14-16は口縁部に菱形文を基調とした文様構成である。 14・15は波状口縁で、口縁部直下に

結束縄文が施文される。 18は口縁部と胴部の文様帯境界が屈曲する器形で、文様帯直下に結節回転文

が施文される。
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図186 遺構外出土土器12(捨て場9)
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図187造構外出土土器13(グリッド1)
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口縁部文様帯に縄文原体が押圧されるもの―187-4は胴部からほぼ直線的に立ち上がり、口縁部はわ

ずかに外側に開く器形である。文様帯には縄文原体を横走させている。胴部には、結束・複節縄文が

施される。187-5は胴部からほぼ直線的に立ち上がり、口縁部でやや内湾する器形である。口縁部文

様帯は狭く、横位・斜位に縄文が押圧される。区画文として2条の縦位文も施文されている。189-

12・13は菱形文を、基調とした文様構成で、区画文として縦位の縄文押圧が施文される。13は直線的に

立ち上がる器形で、文様帯直下には結束縄文を施文する。12は口縁部が大きく外反する器形で、胴部

には単節(結束?)縄文が施文される。17は口縁部文様帯が狭く、縄文押圧後に刺突列が施される。

台付底部―188-4・5で、4は器壁が薄く、台付鉢?の底部と思われるが、台部及び胴部が欠損して

いるため不明である。外面には縄文が施文されている。5は器厚が厚く、無文である。台部の内外面

は丁寧に磨かれている。台部の接地面は面取りされている。

第7類胴～底部(図189-19・20)

20は無節のRとLを2条1組で軸に巻き付けた単軸絡条体1A類を施文している。19は胴～底部片で

単軸絡条体1A類を施文している。底外面に近い器面にはナデ調整がみられる。

図188遺構外出土土器14(グリッド2)
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第3編岩渡小谷(4)遺跡

口縁部文様帯に縄文原体が押圧されるもの一187-4は胴部からほぼ直線的に立ち上がり、口縁部はわ

ずかに外側に開く器形である。文様帯には縄文原体を横走させている。胴部には、結束・複節縄文が

施される。 187-5は胴部からほぼ直線的に立ち上がり、口縁部でやや内湾する器形である。口縁部文

様帯は狭く、横位・斜位に縄文が押圧される。区画文として2条の縦位文も施文されている。 189-

12・13は菱形文を碁調とした文様構成で、区画文として縦位の縄文押圧が施文される。 13は直線的に

立ち上がる器形で、文様帯直下には結束縄文を施文する。 12は口縁部が大きく外反する器形で、胴部

には単節（結束？）縄文が施文される。 17は口縁部文様帯が狭く、縄文押圧後に刺突列が施される。

台付底部ー188-4・5で、 4は器壁が薄く、台付鉢？の底部と思われるが、台部及び胴部が欠損して

いるため不明である。外面には縄文が施文されている。 5は器厚が厚く、無文である。台部の内外面

は丁寧に磨かれている。台部の接地面は面取りされている。

第7類胴～底部（図189-19・20)

20は無節のRとLを2条1組で軸に巻き付けた単軸絡条体lA類を施文している。 19は胴～底部片で

単軸絡条体lA類を施文している。底外面に近い器面にはナデ調整がみられる。
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図188 遺構外出土土器14(グリッド2)
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第Ⅲ群土器縄文時代中期の土器(図189-21～23)

21～23は器面に粘土紐を貼り付け、その上部から縄文を押圧している。21・22は波状口縁で、21は

刺突が施文されており、第3類に相当する。22・23は刺突文が施文されていないため、第4類に含める

が、第3類の可能性もある。

第Ⅳ群土器縄文時代後期の土器(図189-24)

24は外反する弱波状口縁で、口縁部に粘土帯を貼付ける。無文で、内外面とも丁寧に磨かれている。

(坂本)

図189遺構外出土土器15(グリッド3)

一244一

岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第m群土器縄文時代中期の土器（図189-21~23) 

21~23は器面に粘土紐を貼り付け、その上部から縄文を押圧している。 21・22は波状口縁で、 21は

剌突が施文されており、第3類に相当する。 22・23は刺突文が施文されていないため、第4類に含める

が、第3類の可能性もある。

第N群土器縄文時代後期の土器（図189-24)

24は外反する弱波状口縁で、口縁部に粘土帯を貼付ける。無文で、内外面とも丁寧に磨かれている。

（坂本）
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図189 遺構外出土土器15(グリッド3)
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第3節遺構外出土石器

1頂部捨て場の石器

剥片石器類42点、礫石器類25点が出土した。

石鎌(図190-1～3)3点出土した。1と2は凸基有茎鏃で、完形である。3は尖頭部と基部を欠損して

いるが、尖基と思われる。1と3は素材剥片の縁辺に簡単な調整を加えたものである。

石錐(図190-4)1点出土した。

石匙(図19()-5～13)9点出土した。すべて縦型石匙で、完形品である。先端部が尖頭状にとがるも

のや斜めに作出されているもの、平坦となっているもの、幅広のものなどがある。5の先端部は両面

から調整が施されており、石錐の錐部のように作出されている。また、裏面には光沢痕が観察される

ものが6点ある。6では裏面右側縁に見られ、7～9、11・13では左側縁に見られる。

不定形石器

スクレイパー類(図190-14～16、図191-1)12点出土した。190-14・15は掻器、16は削器、191-1は

鋸歯縁削器である。残りの8点は削器で、破片が3点ある。

Rフレイク(図191-2)2点出土した。2は剥片の縁辺に簡単な調整を加えているもので、掻器で

ある。

以上の他に、Uフレイク1点、フレイク13点、石核1点が出土した。

敲磨器13点出土した。Ka2類7点、Kb1類1点、Kb2類4点、Kc1類1点である。

Ka2類(図191-3～8)191-3は破片であるが、全体にザラついた感じの石器である。平坦面には

敲打痕も見られるが、凹孔という感じはしない。石材はピン岩である。4は無加工に近いもので、長

軸側面に広い機能面をもち、そこには弱いスリ痕がみられる。器表面は全般に滑らかで、とくにスク

リーントーンで示した平坦部分が顕著である。石材は石英安山岩である。5と6は整形剥離が側面と長

軸の両端部の狭い範囲に加えられたもの、7と8は広く加えられたものである。とくに、7では全面に

近く整形剥離が行われている。石材は7が石英安山岩、8が凝灰岩である。形状や製作技法は半円状扁

平打製石器と類似するが、連続する広い機能面(磨痕)を持つことから本類に含めた。

Kb1類(図192-4)4は流紋岩の棒状礫を素材とし、端部と側面上部に敲打痕、平坦面には凹孔

が見られる石器である。器面は滑らかで、擦痕も若干見られる。

Kb2類(図192-1～3)1は扁平な石英安山岩を素材とする石器で、器面は滑らかに整形されてい

る。両端部に敲打痕、平坦面には滑らかな部分と擦痕が観察される。2は流紋岩の棒状礫で、やや大

型である。器面は滑らかで、端部には弱い敲打痕が見られる。3は磨製石斧の転用品で、刃部には敲

打痕が見られる。石材は緑色細粒凝灰岩である。

Kc1類(図192-5)扁平な安山岩を素材とし、片面に凹孔が見られる。器面は滑らかである。

半円状扁平打製石器(図192-6・7)2点出土した。完形品1点、欠損品1点である。6はビン岩を石材

とし、両面に広く整形剥離が施されているもので、スリ幅は狭い。7は安山岩の板状礫を素材とし、

縁辺に浅い整形剥離が見られる石器である。

抉入扁平磨製石器(図192-8・9、図193-1)3点出土した。192-8は捨て場と頂部捨て場から出土した

ものが接合したものである。石材は輝緑岩で、縁辺加工の後にスリによる丁寧な整形が全面に施され

一245一

第 3編岩渡小谷 (4)追跡

第 3節遺構外出土石器

1 頂部捨て場の石器

剥片石器類42点、礫石器類25点が出土した。

石鏃（図190-1-3) 3点出土した。 1と2は凸基有茎鏃で、完形である。 3は尖頭部と枯部を欠担して

いるが、尖甚と思われる。 1と3は素材剥片の縁辺に簡単な調整を加えたものである。

石錐（図190-4) 1点出土した。

石匙（図190-5-13) 9点出上した。すべて縦型石匙で、完形品である。先端部が尖頒状にとがるも

のや斜めに作出されているもの、平坦となっているもの、輻広のものなどがある。 5の先端部は両面

から調整が施されており、石錐の錐部のように1乍出されている。また、裏面には光沢痕が観察される

ものが6点ある。 6では裏面右側縁に見られ、 7-9、11・13では左側縁に見られる。

不定形石器

スクレイパー類（図190-14-16、図191-1) 12点出土した。 190-14・15は掻器、 16は削器、 191-1は

鋸歯縁削器である。残りの8点は削器で、破片が3点ある。

Rフレイク（図191-2) 2点出tした 0 2は剥片の縁辺に簡単な調整を加えているもので、掻器で

ある。

以上の他に、 Uフレイク1点、フレイク13点、石核1点が出土した。

敲磨器 13点出土した。 Ka2類7点、 Kb1類1点、 Kb2類4点、 Kc1類1点である。

K a2類（図191-3-8) 191-3は破片であるが、全体にザラついた惑じの石器である。平坦面には

敲打痕も見られるが、凹孔という感じはしない。石材はヒン岩である。 4は無加工に近いもので、長

軸側面に広い機能面をもち、そこには弱いスリ痕がみられる。器表面は全般に滑らかで、とくにスク

リーントーンで示した平坦部分が顕著である。石材は石英安山岩である。 5と6は整形剥離が側面と長

軸の両端部の狭い範囲に加えられたもの、 7と8は広く加えられたものである。とくに、 7では全面に

近く整形剥離が行われている。石材は7が石英安山岩、 8が凝灰岩である。形状や製作技法は半円状扁

平打製石器と類似するが、連続する広い機能面（磨痕）を持つことから本類に含めた。

Kb 1類（図192-4) 4は流紋岩の棒状礫を素材とし、端部と側面上部に敲打痕、平坦面には凹孔

が見られる石器である。器面は滑らかで、擦痕も若干見られる。

K b2類（図192-1-3) 1は扁平な石英安山岩を素材とする石器で、器面は滑らかに整形されてい

る。両端部に敲打痕、平坦面には滑らかな部分と掠痕が観察される。 2は流紋岩の枠状礫で、やや大

型である。器面は滑らかで、端部には弱い敲打痕が見られる。 3は磨製石斧の転用品で、刃部には敲

打痕が見られる。石材は緑色細粒凝灰岩である。

Kc 1類（図192-5) 扁平な安山岩を素材とし、片面に凹孔が見られる。器面は滑らかである。

半円状扁平打製石器（図192-6・7) 2点出土した。完形品1点、欠損品1点である。 6はヒン岩を石材

とし、両面に広く整形剥離が施されているもので、スリ幅は狭い。 7は安山岩の板状礫を素材とし、

縁辺に浅い整形剥離が見られる石器である。

扶入扁平磨製石器（図192-8・9、図193-1) 3点出土した。 192-8は捨て場と頂部捨て場から出土した

ものが接合したものである。石材は輝緑岩で、縁辺加工の後にスリによる丁寧な整形が全面に施され
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図190遺構外出土石器1(頂部捨て場1)
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図190 遺構外出土石器1(頂部捨て場1)
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図191遺構外出土石器2(頂部捨て場2)
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第3編岩渡小谷(4)遺跡
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図192遺構外出土石器3(頂部捨て場3)
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図193遺構外出土石器4(頂部捨て場4)
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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ている。先端部は幅狭く作出されているが、基部には抉入部分が作出されていない。L面左側面には

機能面と同様の平坦面が形成されている。また、破損面には磨痕が観察され、再利用されたものと考

えられる。9は凝灰岩の板状礫を素材とし、全体にスリ整形が施されている。基部片ではあるが、こ

の石器にも抉入部分が作出されていない。半円状扁平打製石器の可能性もあるが、器面全体がスリ整

形によっていることから本類に含めた。193-1は粘板岩の板状礫を素材とした非常に薄い石器(厚さ

0.7㎝)で、先端部破片と考えられる。縁辺加工で、縁辺には摩滅痕が見られる。擦切具の可能性も

考えられる石器である。

石皿(図193-2・3)2点出土した。2は石英安山岩の扁平礫を素材としたもので、石皿としては小型

である。中央部がいくぶん窪み、滑らかである。3は凝灰岩の大礫を素材とし、両面とも窪んでおり、

凹面は滑らかである。

その他器面にスリ整形が施されたと思われる流紋岩の柱状礫1点と台石か砥石の可能性のある流紋

岩の礫1点が出土した。

このほかに、敲磨器と思われる礫石器破片が2点出土した。

2捨て場の石器

剥片石器類177点、礫石器類34点が出土した。

石鏃(図194-1～4)4点出土した。1は平基無茎鏃、2・4は尖基鏃、3は基部を欠損しているが、尖

基鏃と思われる。4は石鏃としてはやや大型の部類にはいる。

石槍(図194-5)1点出土した。両面加工で、基部片である。

石錐(図194-6・7)2点出土した。いずれも縦長剥片の末端に調整を加えて、錐部を作出している。

6の先端には摩耗痕が観察される。7は簡単な細部調整が施されたものである。

石匙(図194-8～18、図195-1～12)31点出土した。完形品20点、欠損品11点である。また、縦型26

点、横型4点、不明1点である。縦型石匙では、先端部が尖頭状に作出されているもの、丸みを帯びて

いるもの、平坦気味のもの、末端部が幅広となっているものなどの形態がある。また、裏面に光沢痕

が観察されるものは、完形品の20点のうち8点に見られ、破損品も含めると11点の石器に見られる。

完形品に限ってみると、縦型石匙では左側縁に見られるものが6点、右側縁にみられるものが1点、左

右の縁辺に見られるものが3点であり、横型石匙では下側縁の中央付近に見られるものが1点ある。

石箆(図195-13～16)4点出土した。14は完形品であるが、刃部調整は粗雑で、未製品のような感

じを受ける。13と15は基部、16は刃部を破損している。また、15・16は石箆としては大型の部類に入

 る。

不定形石器

スクレイパー類(図196-1～10)26点出土した。大半は削器であるが、掻器も数点出土している。

また、石匙の体部破片と思われるものも10点含んでおり、裏面に光沢痕が観察されるものが6点含ま

れている。1と2は刃部に急斜度の調整が施されている掻器である。いずれも片面調整である。8は右

側縁の調整は急斜度であるが、末端部の刃部調整は緩斜度である。9は剥片の末端を尖頭状に作出し

たもので、いわゆる尖頭状スクレイパーである。他は剥片の側縁に緩斜度調整の調整を施したもので

ある。また、10は両極剥片を素材とし、側縁に細部調整を加えたものである。3は末端が切断面ある

一250一

岩渡小谷(3)・(4)遺跡

ている。先端部は輻狭く作出されているが、基部には袂人部分が作出されていない。 L面左側面には

機能面と同様の平坦面が形成されている，うまた、破損面には磨痕が観察され、再利用されたものと考

えられる。 9は凝灰岩の板状礫を素材とし、全体にスリ整形が施されている。基部片ではあるが、こ

の石器にも扶人部分が作出されていないr 半円状扁平打製石器の可能性もあるが、器面全体がスリ整

形によっていることから本類に含めた。 193-1は粘板岩の板状礫を素材とした非常に薄い石器（原さ

0.7cm) で、先端部破片と考えられる。緑辺加工で、縁辺には摩滅痕が見られる。擦切具の可能性も

考えられる石器である。

石皿（図193-2・3) 2点出土した。 2は石英安山岩の扁平礫を素材としたもので、石1IIlとしては小型

である 中央部がいくぶん窪み、滑らかである。 3は凝灰岩の大礫を素材とし、両面とも窪んでおり、

凹面は滑らかである。

その他 器面にスリ整形が施されたと思われる流紋岩の柱状礫1点と台石か砥石の可能性のある流紋

岩の礫1点が出土した。

このほかに、敲磨器と思われる礫石器破片が2点出土した。

2 捨て場の石器

剥片石器類177点、礫石器類34点が出土した。

石鏃（図194-1~4) 4点出土した。 1は平基無茎鏃、 2・4は尖基鏃、 3は拮部を欠損しているが、尖

基鏃と思われる。 4は石鏃としてはやや大型の部類にはいる。

石槍（図194-5) 1点出土した。両面加Iで、基部片である。

石錐（図194-6・7) 2点出土した。いずれも縦長剥片の末端に調整を加えて、錐部を作出している。

6の先端には摩耗痕が観察される。 7は簡単な細部調整が施されたものである。

石匙（図194-8~18、図195-1~12) 31点出土した。完形品20点、欠損品11点である。また、縦型26

点、横型4点、不明1点である。縦型石匙では、先端部が尖頭状に作出されているもの、丸みを帯びて

いるもの、平坦気昧のもの、末端部が幅広となっているものなどの形態がある。また、裏面に光沢痕

が観察されるものは、完形品の20点のうち8点に見られ、破損品も含めると11点の石器に見られる。

完形品に限ってみると、縦型石匙では左側縁に見られるものが6点、右側緑にみられるものが1点、左

右の緑辺に見られるものが3点であり、横型石匙では下側縁の中央付近に見られるものが1点ある。

石箆（図195-13~16) 4点出土した。 14は完形品であるが、刃部調整は粗雑で、未製品のような感

じを受ける。 13と15は碁部、 16は刃部を破損している。また、 15・16は石箆としては大型の部類に入

る。

不定形石器

スクレイパー類（図196-1~10) 26点出土した。大半は削器であるが、掻器も数点出土している。

また、石匙の体部破片と思われるものも10点含んでおり、裏面に光沢痕が観察されるものが6点含ま

れている。 1と2は刃部に急斜度の調整が施されている掻器である。いずれも片面調整である。 8は右

側縁の調整は急斜度であるが、末端部の刃部調整は緩斜度である。 9は剥片の末端を尖頭状に作出し

たもので、いわゆる尖頭状スクレイパーである。他は剥片の側縁に緩斜度調整の調整を施したもので

ある。また、 10は両極剥片を素材とし、側縁に細部調整を加えたものである。 3は末端が切断面ある

250 -



図194遺構外出土石器5(捨て場1)
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡
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図195遺構外出土石器6(捨て場2)
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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第 3編岩渡小谷(4)遺跡

いは破損面であって、石匙の先端部破片の可能性もある。

Rフレイク（図196-12) 10点出土した。剥片の一部に調整が施されたもので、 12は左側縁と末端

部の右側縁の一部に細部調整が施されている。

uフレイク（図196-11) 19点出土した。剥片の一部に使用による微細剥離痕が観察されるもので、

11では左側縁に微細剥離痕がみられた。

フレイク（図197-2-4) 80点出土した。 14・15は二次加工剥片であるが、本類に含めた。また、

13は黒曜石で産地分析資料でもある。図1-11の楔形石器とともに、高確率で鷹森山、大釈迦、戸門

産地と同定されている。（分析結果については、来年度刊行の報告書に掲載予定） 。

磨製石斧（図196-16) 1点出土した。16は完形品で、全体に粗雑な作りである。刃部は潰れており、

使用擦痕は不明瞭である。石材は砂岩である。

敲磨器 11点出土した。Ka1類1点、 Ka2類3点、 Kb2類5点、 Kc1類2点である。

Ka 1類（図197-1) 1は凝灰岩の扁平礫を石材とし、片面に浅い複数の凹孔、 裏面にはスリによ

る短い溝が数条見られる。

K a2類（図197-2-4) 2は頁岩の扁平礫を素材とし、端部と下端の一部に打ち欠きが見られる程

度で、素材となった礫の形状をあまり変えていない。下端の機能面には弱い磨痕が見られる。3と4は

端部破片であり、石材は安山岩である。3は板状礫を素材とし、周縁に整形剥離を施したもので、端

部には扶人部が作出されている。半円状扁平打製石器に似た石器である。4は打ち欠きがあまり見ら

れないもので、広い機能面をもつ。端部の扶入部分は敲打とスリによって作出されている。

K b2類（図197-5-9) 5-7は棒状礫の端部に敲打痕が見られるもので、石材は5と6が凝灰岩、 7

は安山岩である。このうち、 5の器面は滑らかに整形されている。8は扁平な楕円礫を素材とするもの

で、平坦面には線条痕が、側面には敲打痕がみられる石器である。砥石的な機能と敲石の機能とが複

合した石器である。やや脆い凝灰岩を石材としているため、敲かれる対象は比較的軟らかいものと思

われる。9は扁平な円礫の周縁に広く敲打痕が見られる石器である。石材は砂岩である。

Kc 1類（図197-10) 10は流紋岩の破礫を素材としているもので、深い凹孔がみられる。

半円状扁平打製石器（図198-1-5) 5点出土した。5点とも板状礫を素材とするもので、 1と3が石英

安山岩、 2が安山岩、 4と5が凝灰岩を石材としている。いずれも緑辺加工である。2の機能面は扶れて

おり、断面がV字状となっている。3は上端が狭く作出されていて、扶入扁平磨製石器に似ている石

器である。両側面にはスリによる狭い平坦面が見られる。4と5は端部破片である。 4は整形剥離後に、

スリによる整形が両面に施されている。5は粗雑な作りであるが、片面だけにスリによる整形が施さ

れている。破損面には部分的に磨痕がみられる。ともにスリによる整形が顕著に見られる点で、 1-3

の石器と異なっており、挟入扁平磨製石器とも考えられる石器である。

扶入扁平磨製石器（図198-6-9) 5点出士した。6は先端部破片で、石材は凝灰岩である。丁寧なス

リ整形が施されているが、原石面が少し残っている。L面左側面は丸みを帯び、右側面はやや鋭角に

整形されている。7も先端部破片で、破損面には敲打痕がみられる。L面左側面の一部に平坦面が形

成されており、そこには磨痕が観察される。敲打整形後にスリによる整形が施されており、とくに先

端部付近が丁寧である。器表面には敲打痕や原石面が残っている。石材は安山岩である。8は先端部

を欠損したもので、全体がスリによる丁寧な整形が施されている。扶人部はスリによる短い溝で表現
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図196遺構外出土石器7(捨て場3)
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図197遺構外出土石器8(捨て場4)
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第3編岩渡小谷(4)遺跡
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図198遺構外出土石器9(捨て場5)
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第 3編岩渡小谷(4)遣跡

されている。機能面には磨痕が観察されるが、器表面に比べてややザラついている。9は基部破片で、

石材は凝灰岩である。丁寧なスリによる整形が施されている。

北海道式石冠（図199-1) 1点出士した。器体には敲打による溝が巡るが、全体に粗雑な作りである。

広い機能面を持ち、そこには磨痕が見られる。石材は石英安山岩である。

石皿（図199-2) 3点出土した。2は両面が窪んでいるが、片面がとくに大きい。石材は凝灰岩であ

る。このほかに、破片が2点ある。石材は安山岩と石英安山岩である。

石棒（図199-3) 1点出士した。一部欠損しているものの、ほぼ完形である。丸棒状で、器面は滑ら

かである。石材は安山岩である。

その他 4点出土した。Ta類1点、 Tb類3点である。

Ta類（図198-10) 10は凝灰岩の板状礫を素材としている。L面右側面は破断面のままで、加工

が施されていない。スリによる整形は粗雑で、素材礫の原石面が残っている。扶人扁平磨製石器の未

製品もしくは失敗品の可能性が高い。

Tb類 角柱状の流紋岩が3点出土した。無加工である。

以上の他に、礫石器の小破片が3点出土している。おそらく敲磨器に属するものの破片と思われる。

3 南区遺構外の石器

南区の頂部捨て場と捨て場以外から出土したもので、剥片石器類24点、礫石器類18点が出土した。

石匙（図199-4-7) 5点出上した。縦型石匙4点、横型石匙1点である。 4・5・7の裏面には光沢痕が

見られる。

石箆（図199-8) 1点出土した。完形品で、両面加工に近い細部調整が施されている。刃部裏面には

光沢痕が見られる。

不定形石器

スクレイパー類（図199-9、図200-1・2) 4点出土した。すべて、削器の類である。

Rフレイク（図200-3) 1点出土した。

以上のほかに、 Uフレイク1点、フレイク12点が出土している。

敲磨器類 6点出土した。Ka1類1点、 Ka2類2点、 Kbl類2点、 Kc1類1点である。

Ka 1類（図200-4) 4は凝灰岩の三角柱状礫を素材としている。両端部と機能面に敲打痕、対面

には大きな凹孔がみられる石器で、いわゆる磨石に敲石や凹石の機能も持った複合石器である。

Ka 2類（図200-5) 5は安山岩の板状礫を索材としている。縁辺部には整形剥離が施されている

が、剥離痕の稜線は風化によって明瞭でない。

Kb 1類（図200-6) 6は流紋岩の角柱礫を素材としたもので、器面には丁寧なスリ整形が施され

ている。4面に凹孔が見られる石器で、片端部には敲打痕も見られる。

半円状扁平打製石器（図200-7・8、図201-1・2) 6点出土した。200-7の下端は切断面のままで残さ

れており、平坦面のL面左上部とその裏面にはスリによる整形が施されている。また、その部分の側

面にはスリによる平坦面が形成されている。8は輝緑岩の扁平礫を素材としたもので、機能面に狭い

平坦面をもつ。201-1と2は石英安山岩の扁平礫を素材とし、 2では長軸側面に整形剥離が加えられて

いる。1は機能面形成の剥離のみで、 一部に広いスリ面も見られる。
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図199遺構外出土石器10(捨て場6・南区グリッド1)
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図200遺構外出土石器11(南区グリッド2)
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡
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図201 遺構外出土石器12(南区グリッド3)

その他 5点出土した。Ta類3点、 Tb類2点である。

Ta類（図201-3-5) 3と4は板状礫を素材とするが、石材は3が流紋岩、 4が凝灰岩である。3の

L面左側面には磨痕が見られる。器表面には整形が施されず、原石面のままである。また、右側縁に

は浅い擦り切り溝が両面にみられ、その側面は破断面のままである。板状礫の一部は、擦り切り技法

によって厚みを減じた後に割られたものと考えられる。挟入部分が作出されていないが、扶入扁平磨

製石器の未製品の可能性もある。4は中途半端な整形で、未製品と思われる石器である 。器面にはス

リによる整形が施されているものの、原石面を広く残している 。側面にはスリによる整形が施されて

いて滑らかであり、丸みを帯びている。 5は流紋岩の柱状礫で、器面は滑らかである。

Tb類 無加工の流紋岩の柱状礫が2点出土した。

このほかに、敲磨器か半円状扁平打製石器の破片が1点出土している。
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第 3編岩渡小谷(4)選跡

4 北区遺構外の石器

剥片石器類77点、礫石器類51点が出土した。

石錐（図202-1) 1点出土した。両端が尖る棒状錐で、全体に細部調整が施されている。刃部先端部

には摩耗痕が観察される。

石匙（図202-2-8) 10点出土した。完形7点、欠損品3点である。欠損品のなかには頭部破片2点、

体部破片1点がある。すべて縦型である。先端部の形状には、尖頭状に作出されているもの、丸みを

帯びているもの、斜めに作出されているものなどがある。また、裏面に光沢痕が観察されるものは7

点に見られ、 2・3・7では裏面右側縁上部、 4では右側縁上部と左側縁中央、 5では右側縁上部と左側

縁下部、 6では右側縁の湾曲した縁辺と左側縁の一部、 8では裏面の広い範囲に光沢痕が観察されてい

る。

石箆（図202-9・10) 2点出土した。9は完形品である。刃部は円刃で、丸のみ状となっている。10

は基部片で、石槍の可能性も考えられる。

楔形石器（図202-11) 1点の出土で、石材は黒曜石である。産地分析では高確率で青森県鷹森山、

大釈迦、戸門産地と同定されている（分析結果については、来年度刊行の報告書に掲載予定）。

不定形石器

スクレイパー類（図202-12-15、図203-1-5) 20点出土した。不定形剥片の側縁に縁辺加工を施

したものが多い。大半が削器の類で、掻器の類は12、13の2点だけである。12の刃部は急斜度調整が

施されており、裏面刃部と左側縁中央に幅の狭い光沢痕が刃部に沿ってみられる。13は石箆に似たも

ので、横長剥片に周縁加工を施したものである。また、本類のなかには石匙と思われる破片を1点含

んでいる。

以上の他に、 Rフレイク3点、 Uフレイク2点、フレイク38点が出土している。

磨製石斧（図203-6・7) 6点出土した。完形1点、欠損品1点の他、刃部片2点、体部破片2点がある。

6は基部を欠損した小型のもので、刃部には刃こぼれが見られる。石材は頁岩である。7は完形品で、

石材は輝緑岩である。細長い形状で丁寧に整形されているが、基部端には加工が及んでいない。刃縁

には垂直な擦痕が見られる。また、破片のものの石材には、砂岩、緑色細粒凝灰岩、頁岩 (2点）が

ある。

敲磨器 21点出土した。Ka1類1点、 Ka2類12点、 Kbl類1点、 Kb2類1点、 Kc1類6点である。

Ka 1類（図204-5・6) 5は磨石に複数の深い凹孔が見られる石器で、石材は安山岩である。6は

棒状に近い礫を素材とし、両端部に弱い敲打痕、平坦部に浅い凹孔（敲打痕）が見られる石器である。

全体を敲打により整形しており、器面はザラついている。石材は凝灰岩である。

K a2類（図203-8-11、図204-1-4・6) 完形品8点、欠損品4点である。203-8・9・11及び204-1の

石器は扁平礫に簡単な加工を加えたもので、素材となった礫の形状をあまり変えていない。 203-9・

11と204-1は片側面に、 203-8は片側面と両端部に簡単な整形剥離を加えている。このうち、 203-8の端

部の加工は素材礫の厚みを減じるためのものと思われる。また、 204-1は片（上）端と平坦面に敲打

痕がみられ、とくに平坦面の敲打痕は短い線状のキズが集中している。磨る・敲くという機能のほか

に作業台としても利用されている。石材は203-8がヒン岩、 9が玄武岩、 11が細粒凝灰岩、 204-1が流紋

岩である。また、 203-10と204-4は扁平礫の片側面に広い機能面を持っている石器である。欠損品であ
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図202遺構外出土石器13(北区グリッド1)
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図203遺構外出土石器14(北区グリッド2)
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図204遺構外出土石器15(北区グリッド3)
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るが器面全体に整形が加えられ、長軸端部にも整形剥離が加えられている。石材は203-10が輝緑岩、

204-4が花嵩岩である。204-2は片面に原石面が残っているが、反対の面は剥離面で広く覆われている。

石材はピン岩である。204-3は凝灰岩の板状礫を素材とする石器である。片(下)端は切断面のまま

であるが、これ以外の縁辺には整形剥離、平坦面にはスリによる整形が施されている。半円状扁平打

製石器に類似するが、連続する広い機能面を持つことから本類に含めた。

Kb1類(図204-7)7は凝灰岩の棒状礫を素材とし、両端部に敲打痕が見られるが、片端(下端

部)には強いスリの痕跡が見られる。両面には浅い凹孔が見られる。

Kb2類凝灰岩の棒状礫を素材としたものの小破片が出土している。

Kc1類(図204-8、図205-1・2)204-8、205-2は大きな礫の破片を利用したもので、原石面には連

続した凹孔が見られる。205-1は両面に複数のすり鉢状の深い凹孔がみられるもので、器面は滑らか

である。石材は2048が凝灰岩、205-1・2は流紋岩である。

半円状扁平打製石器(図205-3～6)4点出土した。3・4・6は板状礫の縁辺に加工を加えたもので、

石材は3が凝灰岩、4・6は安山岩である。3と4は狭い機能面(スリ)をもつが、6ではほとんど見られ

ず、その断面はV字状である。器体の厚さは1.6㎝で、擦切具の未製品の可能性もある。5はビン岩を

素材としたぶ厚い石器である。厚さを減ずるための加工が礫の縁辺にみられるが、片(下)端は破断

面のまま残っている。

抉入扁平磨製石器(図205-7～9、図206-1・2)5点出土した。5点とも凝灰岩の板状礫を素材として

いる。205-7と206-1・2は基部(扶入部分)破片である。205-7はスリ整形が軽く施されている石器で

ある。剥離面も残っていて、粗雑な感じを受ける。206-1と2は丁寧なスリ整形が施されている石器で、

抉入部にはスリによる溝が作出されているが、1では短く、2では長い。また、2の破損面には磨痕が

見られる。205-8は比較的丁寧なスリ整形がみられる体部破片である。9は抉入部が作出されていない

が、基部破片と思われる。器面にみられるスリ整形は粗雑なもので、機能面には狭い幅のスリ痕が観

察される。このうち、205-7と9は半円状扁平打製石器に類似する。

石皿(図206-6・7)2点出土した。6は完形品、7は2片が接合したもので、欠損品である。ともに使

用面の中央が窪んでいるが、6では滑らかである。石材は6が安山岩、7が凝灰岩である。

台石2点出土した。石英安山岩を石材とする完形品1点、細粒凝灰岩を石材とする欠損品1点がある。

砥石(図206-5)1点出土した。板状の薄い破礫を素材としたもので、割れた面を利用している。石

材は細粒凝灰岩で、滑らかな面が観察されている。

擦切具(図206-3・4)2点出土した。ともに凝灰岩の板状礫を素材としている。器面にはスリによ

る整形が施されているが、3は粗雑で、器面には凹凸が残っている。4は側縁に加工時の剥離痕が残っ

ているが、比較的丁寧である。側縁部には器体の長軸に平行する擦痕が見られることから、擦切具と

考えたが、抉入扁平磨製石器の破片の可能性もある。器体の厚さは3が1.3㎝、4が1.1㎝であり、他の

石器に比べて薄い。

その他8点出土した。柱状節理の流紋岩を石材とするもので、滑らかに整形したと思われるもの2点

(Ta類)と無加工で角柱状のもの6点(Tb類)である。

表面採集品(図201-6)縦型石匙で、完形である。裏面には光沢痕が見られる。(畠山)
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第 3編宕渡小谷 (4)遺跡

るが器面全体に整形が加えられ、長軸端部にも整形剥離が加えられている。石材は203-10が輝緑岩、

204-4が花箇岩である 0 204-2は片面に原石面が残っているが、反対の面は剥離面で広く覆われている。

石材はヒン岩である 0 204-3は凝灰岩の板状礫を素材とする石器である。片（下）端は切断面のまま

であるが、これ以外の緑辺には整形刺離、平坦面にはスリによる整形が施されている。半円状扁平打

製石器に類似するが、連続する広い機能面を持つことから本類に含めた。

K bl類（図204-7) 7は凝灰岩の棒状礫を素材とし、両端部に敲打痕が見られるが、片端（下端

部）には強いスリの痕跡が見られる。両面には浅い凹孔が見られる。

K b2類 凝灰岩の棒状礫を素材としたものの小破片が出土している。

Kc 1類（図204-8、図205-1・2) 204-8、205-2は大きな礫の破片を利用したもので、原石面には述

続した凹孔が見られる。 205-1は両面に掬数のすり鉢状の深い凹孔がみられるもので、器面は滑らか

である。石材は204-8が凝灰岩、 205-1・2は流紋岩である。

半円状扁平打製石器（図205-3~6) 4点出土した。 3・4・6は板状礫の縁辺に加工を加えたもので、

石材は3が凝灰岩、 4・6は安山岩である C 3と4は狭い機能面（スリ）をもつが、 6ではほとんど見られ

ず、その栖面はV字状である。協体の岸さは1.6cmで、擦切具の未製品の可能性もある。 5はヒン岩を

素材としたぶ厚い石器である 0， 厚さを減ずるための加工が礫の縁辺にみられるが、片（下）端は破削

面のまま残っている。

袂入扁平磨製石器（図205-7~9、図206-1・2) 5点出土した。 5点とも凝灰岩の板状礫を素材として

いる。 205-7と206-1・2は甚部（扶入部分）破片である。 205-7はスリ整形が軽く施されている石器で

ある。剥離面も残っていて、粗雑な惑じを受ける。 206-1と2は丁猷なスリ整形が施されている石器で、

快人部にはスリによる溝が作出されているが、 1では短く、 2では長い。また、 2の破損面には磨痕が

見られる。 205-8は比較的丁寧なスリ整形がみられる1本部破片である。 9は挟人部が作出されていない

が、基部破片と思われる。器面にみられるスリ整形は粗雑なもので、機能面には狭い幅のスリ痕が観

察される。このうち、 205-7と9は半円状扁平打製石器に類似する，9

石皿（図206-6・7) 2点出土した。 6は完形品、 7は2片が接合したもので、欠損品である。ともに使

用面の中央が窪んでいるが、 6では滑らかである。石材は6が安山岩、 7が凝灰岩である。

台石 2点出土した。石英安山岩を石材とする完形品1点、細粒凝灰岩を石材とする欠損品1点がある。

砥石（図206-5) 1点出土した。板状の薄い破礫を索材としたもので、割れた面を利用している。石

材は細粒凝灰岩で、滑らかな面が観察されている。

擦切具（図206-3・4) 2点出土した。ともに凝灰岩の板状礫を素材としている。器面にはスリによ

る整形が施されているが、 3は粗雑で、器面には凹凸が残っている。 4は側縁に加工時の剥離痕が残っ

ているが、比較的丁寧である。側縁部には器体の長軸に平行する擦痕が見られることから、擦切具と

考えたが、扶入扁平磨製石器の破片の可能性もある。器体の厚さは3が1.3cm、4が1.1cmであり、他の

石器に比べて薄い。

その他 8点出土した。柱状節理の流紋岩を石材とするもので、滑らかに整形したと思われるもの2点

(Ta類）と無加工で角柱状のもの6点 (Tb類）である。

表面採集品（図201-6) 縦型石匙で、完形である。裏面には光沢痕が見られる。 （畠山）
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図205遺構外出土石器16(北区グリッド4)
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図206遺構外出土石器17(北区グリッド5)
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

第3章 ま と め

本遺跡は青森市西部を流れる沖館川流域の丘陵上に位置する。丘陵中には幾筋もの小支谷が発達し、

沖館川やその支流に注がれており、調査区はそのような小支谷と開析された斜面地に立地している。

斜面地及び小支谷の沢から多数の遺構・遺物が検出されたため、今回の報告は斜面地から検出され

た遺構・遺物について報告している。このため沢部分の所見も含めた全体のまとめは、次回改めて報

告を行い、今回はこれまでの調査・整理で判明した事柄を列記し、まとめとする。

平成12·13年度の2カ年にわたる調査の結果、本遺跡は縄文時代• 平安時代の複合遺跡であること

が分かった。縄文時代は早期・前期 ・中期・ 後期・晩期の各時期のものがみられる。とくに前期が遺

跡の集落跡の主体となっているため後述することとし、ここではそれ以外の各時期について概観する。

縄文時代早期は貝殻腹縁文を主体とした早期中葉の土器群が、 主に南側丘陵の前期住居跡堆積土や

捨て場から数点出土している。遺構は検出されていない。中期は北側丘陵から住居跡1軒（後葉）、上

坑1基（中葉）が検出されている 。北側丘陵頂部の遺構堆積土からは中期後葉の土器が数点出土して

いる。また、調査区内で最も多く出土している中期の土器は前葉のものであり、近辺に集落跡が立地

している可能性がある。後期は、北側丘陵で住居跡1軒（中葉）と、上坑1甚（中築～後菓）が検出さ

れている 。南側丘陵頂部からは後期前葉の上器が出土している。晩期は南側丘陵頂部から土器片が出

土しているのみで、遺構は検出されていない。

平安時代は北側丘陵で炭窯の可能性がある土坑4基が検出されている。堆積土に白頭山降下火山灰

が堆積していることから、これ以前に構築されたと考えられる。遺物は出土していない。

縄文時代前期の遺構には住居跡・土坑• 土器埋設遺構、大半の焼上遺構が含まれる。また、遺物が

集中して出土した捨て場がある。遺構の分布は北側丘陵と南側丘陵の斜面で、北側は住居跡、南側は

上器埋設遺構が中心となっている。これらの遺構は出土遺物から、前期後半にあたる円筒下層 b~d

式土器が主体を占める。

住居跡は拡張や改築を含めると33軒で、規模から長軸が3m前後のもの、 5m前後のもの、 10m未満

のものなどに分かれ、中央に炉と思われる浅い掘り込みを持ち、この炉脇に近接して2基のピットを

持つものもある 。主柱穴は4本柱が多いと思われ、炉脇のピ ットも柱穴に使用された可能性が高い。

この他、重複関係や・堆積土等から、検出された住居跡のいくつかのグループが想定できそうである。

土坑は主に南側丘陵の頂部や斜面に構築され、フラスコ状土坑や墓の可能性のある土坑が検出され

ている 。東側調査区境界に近接して検出されたものもあり、土坑の分布が東側に延びる可能性もある。

土器埋設遺構は、北側丘陵に分布する遺構が円筒下層 b式相当、南側丘陵に分布するのが円筒下層

c~d式に相当すると思われる。遺構の立地（二箇所の捨て場内外の立地の違い）、土器の型式分類

の細分化等での検討が必要である。

項部捨て場は主に沖館川に面した傾斜地に向かって廃棄された遺物集中範囲の一部と考えられ、遺

物の密度は、対岸に位置する熊沢遺跡の捨て場のように斜面下にあったと想定される。

捨て場は、南側丘陵斜面中腹から下部に至る傾斜地に形成されており、このさらに下は沢の下流に

あたる。沢の下流部からも多量の土器が出土しており、これら沢の遺物と捨て場の関係は今後の整理

作業を進めていく上で明らかになってくると思われる。 （坂本）
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遺物観察表

土器観察表 1
図版

出土地点
出土

部位 口唇・ロ縁 胴 部
ロ径 器高 底径

分類 備 考
番号 層位 (mm) (mm) (mm) 

6-1 CQl6・18 田 ロ縁～胴
波状口縁、把手、粘土貼付→LR側圧・押圧、

結 I(LR・RL)横回 ill! 
刺突

6-2 
CR17・18、

ill 略完形
四波状口縁、粘土貼付→単 I(R)側圧、刺

LR横位 216 294 105 ill! 
CS・CTIS 突

6-3 CQI7 ill 略完形 波状口縁、単 I(R)側圧、刺突 LR横位 201 234 96 ID l 磨耗激しい

7-1 CQl7 ill 口縁 波状口縁、粘土貼付→単 I(R)側圧 ill! 

7-2 CTl7 m 口縁～胴 単 I(R)側圧 ill! 

7-3 CQ17 III 口縁
波状口縁、粘土貼付→単 I(R)側圧、 C字形

III! 
刺突

7-4 CS18 ill 口縁 粘土貼付→LR側圧 ill! 

7-5 CRIS ill ロ縁 波状口縁、粘土貼付→LR側圧、刺突 ill! 

7-6 CR17 ill ロ縁～胴 LR側圧、口唇にも押圧 LR横回 ill! 

7-7 CRJ7 Ill 口縁～胴 LR側圧→ボタン状貼付、口唇にも押圧 結 I(LR・RL)横回 III! 

7-8 CQl7 ill 口縁～胴
波状口縁、口唇に浅刻み、粘土貼付→LR側

RU黄回 ill! 
圧、縄刺突

7-9 CRl7 ill 口縁～胴 隆帯貼付、単 I(R)側庄 単 I(R)縦回 ill! 

7-10 CQl7 ill 口縁
波状口緑、ボタン状貼付→R側圧、単 I(R) 

ill! 
側圧、縄端刺突

7-11 CQl7 Ill ロ縁
波状口緑、粘土貼付→単 l(R)側圧・縄端

ill! 
刺突

7-12 CQl7 ill 口縁～胴 単 I(R)側圧、 口端側圧、隆帯→円形刺突 LR横回 ill I 

7-13 CQ17 lII 口縁～胴 R側圧、縄端刺突交互に施文 ill! 康耗激しい

7-14 CQl7 III 口縁 波頂部、粘土貼→R側圧 Ill! 

7-15 CRIS III 口縁 波状口縁、 LR側圧 ill! 

7-16 CQ17 ill 口縁 LR横回 Ill8 

7-17 CQl7 ill 口緑 単 I(R)側圧、刺突を交互に施文 ID I 

7-18 CQ17 III 口縁～胴 縄端刺突 ・L側圧 LR横回 田 l

7-19 CQl7 III 口縁～胴 LR横回 IlJS 

7-20 CQ17 ill 口縁～胴 LR側圧 LR横回、結節回転文(L) 田 l

7-21 CR20 I 口縁 L・R交互に側圧、微隆帯 II 5 

7-22 CRl7 III ロ縁～胴 隆帯貼付→単 I(R)側圧 LR横回 fill 

7-23 CN18 m 口縁～胴 単 I(R)側圧、隆帯→単 I(R)側圧 結 I(LR・LR)横回 田 l

7-24 CQI7 ill 口縁～胴 隆帯貼付 LR横回 III! 

7-25 CR22 I 胴 RL斜 ・縦回 田9

7-26 CR17 III 胴 結 I(LR・LR)横回 ID 9 

7-27 CQ17 III 胴～底 LR横回 田9

7-28 CRIS III 胴～底 LR横回、結節回転文 田9

8-1 CR17・18 III 胴～底 結 1(LR・RL)横回 (123) 186 ill9 

8-2 CQ17 III 胴～底 結 1(LR・RL)横回 (59) 170 1119 底外面網代痕

8-3 CQl7 III 胴～底 無文 (28) 72 ill9 

12-1 l住 1 口縁～胴 LR・RL側圧
結 1(LR・RL)横回、 LR・RU黄

120 (92) II 5 
回

12-2 l住 床面 口縁～胴 隆帯→LR側圧 単 l(R)縦回 II 3 

12-3 l住 2 口縁 R結回 不明 II 2 

12-4 l住 2 口縁 単6A(R)横回、RLR側圧 II 3 

12-5 l住 2 口縁
単6A(R)横回、隆帯→単 I(R)側圧？、

JI 5 
RLR側圧

12-6 ]住 1 口縁 波状口縁、単6A(R)横回→R側圧 II 6 

12-7 l住 l・10 口縁～胴 隆帯→R側庄 単 I(R)縦回 II 3 

12~8 l住 1 口縁～胴 単 I(R)横回、隆帯→LR側圧 単 1(R)縦回 II 3 

12-9 l住 2 口縁～胴 隆帯 絡条体縦同 II 5 

12-lO l住 4 ロ縁～胴 LR回・ 単 I(R)側圧・ 微隆帯 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 石英粒含む

12-ll l住 1 口縁 単 I(R)側圧・微隆帯 II 5 12と同一個体

12-12 l住 I 口縁～胴 単 I(R)側圧・微隆帯 結 1(LR・RL)横回 II 5 IIと同一個体

12-13 l住 2 口縁 単 I(R)側圧 II 5 

12-14 ］住 1 口縁 単 I(R)側圧 II 5 

12-15 l住 1 ロ縁 単 I(R)側圧 II 5 

12-16 l住 1 口縁 単 I(R)側圧 II 5 

12-17 ]住 1 口縁 単 I(R)側圧 II 5 

12-18 I住 1 口縁 LRL斜回 II 6 

12-19 l住 1 口縁 RL斜回→沈線 田6

12-20 l住 l・2 胴 単 I(R)縦匝l II 7 

12-21 ]住 2 胴 単 I(R)縦匝l II 7 

12-22 I住 1 胴 単 I(R)縦匝l II 7 

12-23 l住 2 胴 RLR斜回 II 7 

13-1 l住 1 胴 RL斜回 II 7 内面炭化物付倍

13-2 ］住 1 胴 RL斜回 II 7 外面炭化物付着

13-3 l住 1 胴 結 2(LR・LR)横回 II 7 

13-4 ］住 I 胴 多条RU黄・斜回 II 7 破片31と同一固体

13-5 l住 1 胴 RL斜回 II 7 

13-6 l住 1 胴 LR横回 II 7 
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土器観察表2
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岩渡小谷 (3)・(4)逍跡

土器観察表 2
. . ― .  . 一

てI国I径i-Tz1I器(nun6高! ) 
図版 出士

部位 ロ唇・ロ緑 胴 部
底径

分類 備ぢ
番号

出土地点
層位 (mm) 

1:Vi ]住 I 胴～底 RL斜回 82 Jl 7 内面炭化物付着

IH l伍 j 桐～底 多条RL横同 (60) 110 117 破片24と同 国体

]HJ l住 1 胴～底 l{L斜回 (35) iL3 II 7 
-- -

13-10 l住 l 胴～底 LR斜巨l (42) 48 II 7 

18-] 2住 覆土 略完形 粘土紐貼付→l押庄・押し 51ぎ状連続刺突 結 l(LR・Rf.)横巨l 331 062 12S ill 3 p2--6・8・9 11 13-20 

18-2 2圧 衷十 略完形 粘＋．紐貼付→L押圧 結 I(LR・RL)描阿 ワ0←8つ0 336 i 9" 田4 μ107 

18-3 2住 覆上 口緑 波状口緑、粘＿七貼i寸→L押圧、剌突 田3 外向炭化物付清

18-4 2住 撹土 口縁
波状口縁、直下に穿孔、粘土貼付→L押圧

lll 3 外面炭化物付着
→刺突、 L側圧

， 18-o 
一ー ---・- ~ 

I -2住 覆十． 17縁 粘土貼付→L押圧、刺突 ill 3 

18-6 且住 覆士 口緑 粘十．貼付→L押門剌突 mo 

18 7 2住 覆土 口縁 粘土貼付→L押比、剌突 ill 3 

18-8 2住 撹土 口緑
波状口緑、波頭部直下に穿孔、粘上貼付→

Ill 3 外面炭化物付着
I押圧→刺突

18-9 2住 覆十． n縁 波状口縁、粘上貼付→L押庄→剌突、 1測 庄 ill 3 外面炭化物付沿

19-1 2住
覆+.・ll. 

口緑～胴 粘士紐貼付→L押圧、連続刺突 結 I(LR・RL)椛回 361 ('l67) m 3 
p 16/17 /2S-28/32/3ii/ 

w 5fi/89 

19 2 2住 覆上 口緑 RL回、単GA(R)横匝→RL側比 II 3 
, , 

19-3 2住 覆土 口緑 LR押且、単 I(R)槌匝l II :l 
-- ' - —• 

!9-4 2住 覆土 u縁 R測[f、RL側庄 Il 3 外面炭化物付着

195 2住 覆十 口緑 R側圧、 RL側庄 [! 3 外面炭化物付着

19-6 2仕 覆土 ロ緑 単6A(H)描回→倅帯貼tJ U 3 I 
197 2住 覆上 n縁 結 I(LR・RL)横回→LR側仕 II 4 

19-8 2住 覆土 口縁 枯十貼付 IIl4 内面炭化物付着

]~-9 2住 復土 ロ緑～胴 単 I(R)側圧 結 l(LR・RL)横回 I] 5 

l~-10 2住 ！覆士 口緑～胴 1j¥ I (R)側l肝、微陸帯 LR・RT横回、 RL斜回 II 5 

19-1] 2仕 覆土 胴 RL斜回 II 7 

Jg 12 2住 覆土 胴 RLR斜匝 II 7 

結 I(LR・KL)横回、直前段反 ！ 
19-1, 2住 覆土 胴 I撚RRL斜回

ll 7 内面炭化物付着

"一
19-14 ど住 覆十 胴 1 RLR斜回 II 7 

19 15 2住 覆十 ミニチュア RL斜回 RL斜回 (46) (47) (27) Ilfi 

19-16 2住 覆上 略完形 RLR斜同 (74) (84) II 7 μ41/42 

19-17 2住 覆上 抵 (12) (88) II 7 

23-1 3住 2 口縁 単 I(R)回、単 I(R)横回→RL側圧 II 3 i 

23-2 3住 2 ロ緑 単6A(R)横回→RL側圧 II 3 

23-3 3住 I 口緑 単 1(RI恨iJff II 5 

23-4 3仕 ！確認面 ロ縁 波状口希家、 口唇に沈線 Illfi 

23-S 3住 1 n縁～胴 條帯貼付→RL個ljl_[ RIぷ斗旧 II :l 外面炭化物付屑

2'.l-6 3住 ］ 胴 RL斜回 II 7 

2: ふ7 3住 覆土 明 結 I(LR・RU横匝l II 7 

i38 3仔 ］ 胴 RI斜回 II 7 

25-1 4住 ］・ llJ・2 n緑～胴 LRL但IJIT、微隆帯 祖 I(LR)縦回 JJ 5 

25-2 4住 I 口緑 単 I(R/横回 TI 3 

ZS-3 4住 21 口縁～胴 RL横回、単 1IR)側圧、微隆帯 結 1(LR・EL)横ii,]、KL斜阿 ll 5 

Z!i-4 4住 うA 口縁～胴
l トー•

LRL測圧、徴隆帝 単 I(LR)絞回 115 外面炭化物付着

25-,】 4住 l 胴 単 l(R)縦同 ]] 5 

25-6 4住 3 13 胴 単 1(R)縦回 ]] s 
--、
2S-7 4仕 I 胴 RLR斜回 JI 7 内面炭化物付店

2:,-8 4住 I 胴 単 l(R)縦同 TI 7 

25~9 4住 3 台付底部一
直前段反撚RRL描回、結同(R)

(49) 110 II 5 
横回

25-10 4住 I I ロ縁～胴 単 I(R)描回、隆帯貼付→単 I(R)側圧 単 I(R)縦同 II 3 

25-11 4住 I IO 胴～底 RLR斜回 (46) (78) lI 7 
内面炭化物付着底外面

RLR匝

27-1 5住 覆土 ロ縁 単 I(R)横回→LR側圧 II 3 

27-2 5住 覆土 口縁 単 I(R)横回→LR側圧 II 3 

27-3 5住 確諮面 口縁～胴 単 I(R)横回→LR側田隆帯貼付 単 I(R)縦回 II 3 

27-4 5住 床面 胴 直前段反撚RRL斜回 n 7 

27-5 5住 確認面 胴 単 I(R)縦回 II 7 

27・6 5住 覆土 胴 直前段反撚RRL斜回 II 7 内面炭化物付着

27-7 5住 確認面 胴 単 1(R)縦回 II 7 

27-8 5住 撹乱 胴 直前段反撚RRL斜回 II 7 

29-1 6住 覆土・II 口縁 波状口縁、単 lA(R・L)横回、 II 3 

29-2 6住 覆土 口縁 波状口縁、単 lA(R・L)横回、 RLR斜回 II 3 

29-3 6住 覆土 口縁 RLR回、単 I(R)横回→RLR側圧 RLR斜回 II 3 

29-4 6住 覆土 口縁
波状口縁、 RLR横回、単6A(R)横回→RLR 

Il 3 
側圧

29-5 6住 覆土 ロ縁 波状口縁、単5(R)横回 II 3 

29-6 6住 覆土 口縁 波状口縁、単6A(R)横回、隆帯→LRL側圧 II 3 

29-7 6住 覆土 口縁 波状口縁、単6A(R)横回、隆帯→LRL側圧 II 3 
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出土地点
出土

部位 口唇・ロ縁 胴 部
口径 器高 底径

分類 備 考番号 層位 (mm) （暉） (DID) 

29-8 碑 覆土 口縁 単6A(R)横回、隆帯→絡条体側圧 II 3 
29-9 6住 覆上 口縁～胴 隆帯貼付、結節回転文(R)?、LRL側圧、 03 

29-JO 碓 覆土 口縁～胴 単6A(R)横回 RLR斜回 03 
29-11 碓 覆土 口縁～胴 単6A(R)横回 RLR斜回 113 

29-12 碓 覆土 口縁 波状口縁、 RLR横回 II 5 外面炭化物付着

29-13 晦 覆土 口縁 波状口縁、 RLR横回 II 5 外面炭化物付着

29-14 6住 覆土 胴 RLR横回 II 5 内面炭化物付着

29-15 6住 覆士 胴 RU遠斗回 II 7 
29-16 6住 覆土 胴 RLR斜回 II 7 

29-17 6住 覆土 胴 単I(R)縦回 U7 
29-18 6住 覆土 胴 RLR斜回 II 7 

29-19 6住 覆土 胴 直前段反撚RRL斜回 n 1 

31-1 7住 覆土 口縁 無文 IV4 

31-2 7住 覆土 口縁～胴
隆帯貼付→単 I(L)横回→円形剌突、 RLR

単I(r)縦回 II 3 
側圧

31-3 7住 床面 胴 RLR横回 117 

31-4 7住 覆土 胴 RLR横回 Il7 

31-5 7住 覆土 胴 RLR横回 II 7 
31-6 7住 覆土 胴 結I(LR•RL)横回 mg 

31-7 7住 覆土 胴 結I(LR・RL)横回 mg 

31-8 7住 覆土 胴～底 RLR斜回 II 7 

32-1 8住 床面 胴 単I(R)縦回 II 7 
32-2 8住 覆± 口縁 波状口緑、 RLR側圧 ll 3 

32-3 8住 覆土 口縁 単I(R)横回→RLR側圧 II 3 

32-4 晦 覆土 胴 単I(R)縦回 II 7 

32-5 碑 覆土 胴 不明 n 7 

32-6 8住 覆土 胴 単l(R)縦回 n 7 
32-7 碑 覆土 胴 単I(R)縦回 II 7 

32-8 碑 覆土 胴 単I(R)縦回 II 7 外面炭化物付着

33-1 晦 2 頸～底 LR横・斜回→磨消→沈線 (138) 48 IV2 pl6 

33-2 雌 I 口縁～胴 無文 R頃回 (154) (108) N2 pll 

33.3 晦 I 完形 無文 無文 99 212 57 N2 p2・17 

33-4 晦 I 口縁 無文、口頸部で外傾 無文 IV2 

33-5 雌 I ロ縁 LR側圧 結I(LR・RL)横回 05 

33-6 9住 7 口縁 不明、横位に展開する。 II 5 

33-7 9住 I 胴
結 I(LR・RL)横回、直前段反

II 7 
撚RRU料回

33-8 晦 7 胴 RU負回→浅い沈線 117 

33-9 9住 7 胴 RLR斜回 117 

33-10 9住 I 胴 単1(L•R)縦回 II 7 

33-11 9住 7 胴 RL斜回 ll 7 

33-12 9住 I 胴 RLR斜回 mg 

33-13 9住 I 胴～底 無文 N4 破片135・136同一固体

33-14 9住 I 胴～底 無文 (36) 69 N4 
37-1 11住 10 口縁～胴 結 I(LR・RL)横回→LR側圧 RLR斜回 188 (235) JI4 p60・61 

37-2 11住 10 口縁～胴 LR側圧 RLR• LRU黄回 (186) (93) 114 

37-3 II住 4 ロ縁～胴 結I(LR・RL)横回→LR側圧 結I(LR•RL)横回、 RLR斜回 (169) Il4 

38-1 II住 4・10 略完形 LR側圧 結 !(LR• RL)横回、 RLR斜回 123 221 6 1!4 p45•46·48 

38-2 II住 10 胴～底 RLR斜回 (178) (84) II 7 
内面底部付近炭化物付
着p43

38-3 11住 ID 口縁 単6A(R)横回→RLR側圧 n 3 

38-4 11住 I 口縁 単6A(R)横回→RLR側圧 II 3 

38-5 II住 10 ロ縁 RLR横回→RLR側圧 ll 6 

38-6 11住 IO 口縁 RLR斜回 II 6 

38-7 11住 15 口縁～胴 隆帯→剌突 単l(R)縦回 II 3 

38-8 II住 IO 口縁～胴 隆帯→RL側圧 単I(R)縦回 113 

38-9 II住 15 ロ縁～胴 R側圧、隆帯 RLR回 115 

38-IO II住 I 口縁～胴
隆帯→RLR側圧、単軸絡条体(R)横回→

II 3 Rぼ側圧

38-11 II住 l・10 ロ縁 単I(R)側圧 RLR斜回 II 5 

38-12 II住 I 口縁 単I(R)側圧 II 5 

38-13 II住 JO 胴 RLR斜回 n 7 

38-14 ］］住 I 胴 RLR斜回 II 7 

38-15 II住 10 胴 単I(R)縦回 II 7 

38-16 II住 !5 胴 単I(LR)縦回 II 7 

38-17 II住 15 胴 単I(R)縦回 II 7 

38-18 11住 15 胴 単I(R)縦回 n 7 

38-19 II住 15 胴 LR・RU黄回、 RU費回 117 

38-20 II住 10 胴 RLR斜回 n 7 
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出土地点
出土
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口径 器高 底径
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38-21 II住 I 胴～底 RLR斜回 (52) (98) II 7 

38-22 II住 I 胴～底 RL斜回？不明 (17) (106) II 7 

38-23 11住 15 胴 単 I(r)縦回 II 7 

40-1 12住 床面 胴 RLR斜回 II 7 

40-2 12住 床面 胴 RLR斜回 II 7 内面炭化物付着

40-3 12住 床面 口縁 単 5(R)横回 II 5 

40-4 12住 床面 胴 単 1(R)縦回 II 7 

40-5 12住 覆土 口縁 単 I(RL)横回 II 3 

40-6 12住 覆土 口縁 単 I(RL)横回 II 3 

40-7 12住 覆土 胴 単 I(R)縦回 II 7 

40-8 12住 覆土 胴 結節回転文(R) 単 I(R)縦回 II 3 外面炭化物付着

40-9 12住 覆土 胴 単 1(R)縦回 II 7 

40-10 12住 覆土 胴 RLR斜回 JI 7 

40-11 12住 覆土 胴 結 I(LR・RL)横回 II 7 

40-12 12住 覆士 胴 RLR斜回 II 7 

40-13 12住 覆土 胴 直前段反撚RRL斜回 II 7 

40-14 12住 覆土 胴 単 1(R)縦回 II 7 

40-15 12住 覆土 胴 単軸絡条体？ II 7 

40-]6 12住 覆土 胴 RLR斜回 II 7 内面炭化物付着

40-17 12住 四士 胴～底 RLR斜回 II 7 

40-18 12住 床直 胴～底 単 I(R)縦回 (29) (154) II 7 内面炭化物付箔

42-1 13住 l・2 略完形 LR回・単 I(I)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 198 398 l02 II 4 

42・2 13住 1-s ロ縁～胴 単 I(LR)横回→LR側圧 単 I(LR)縦回 (206) (163) II 3 

42-3 13住 l・2 口緑～胴 単 I(LR)横回→LR側圧 単 I(LR)縦回 II 3 外面炭化物付着

42-4 13住 I 口緑 単6A(R)横回→LR側圧 II 3 外面炭化物付着

42-5 13住 5 口縁～胴 隆帯→RL側圧、単 I(R)横回 単 I(R)縦回 II 3 外面炭化物付着

42-6 13住 1 口縁 単 1(R)横回→LR側圧 II 3 

42-7 13住 1 口緑～胴 RL側圧 単 I(R)縦回 II 3 

42-8 13住 2 口縁～胴 隆帯→RL側圧 単 I(R)縦回 II 3 

43-1 13住 2 口緑 波状口縁、 LR横回→LR側圧 114 

43-2 13住 10 口縁 単 I(L)横回、 LR側圧 II 4 

43-3 13住 5 口縁 単 l(LR)横回 II 4 

43-4 13住 2 口緑 結 I(LR・RL)横回→RL側圧 114 

43-5 13住 2 ロ縁 単 I(R)側圧 II 5 

43-6 13住 1 口緑 単 I(R)側圧・微隆帯 II 5 

43-7 13住 1 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

43-8 13住 I 口縁 無文 II 6 

43-9 13住 6 口縁 口端面取り、 RLR横回、 R押圧？ II 6 

43-10 13住 I 口縁 結 I(LR・RL)横回 II 6 

43-11 13住 覆土 ロ縁～胴 頸部にハケメ状工具による横走沈線 NI 

43-12 13住 2 胴 RLR横・斜回→LR側圧 II 7 

43-13 13住 1 胴 単 I(LR)縦回 II 7 

43-14 13住 1 胴 単 I(R)縦回 II 7 内面炭化物付着

43-15 13住 2 胴 単 5(R)縦回 II 7 

43-16 13住 貼床 胴 単 I(LR)縦回 II 7 

43-17 13住 5 胴 単 I(R)縦回 II 7 内面炭化物付着

43-18 13住 I 胴 RLR斜回 II 7 内面炭化物付着

43-19 13住 2 胴 RLR斜回→沈線 ill7 III6か

43-20 13住 l 胴 単 I(LR)縦回 II 7 外面炭化物付着

43-21 13住 2 胴 RLR斜回 II 7 内面炭化物付着

43-22 13住 I 胴～底 RLR斜回 II 7 内面炭化物付着

43-23 13住 2 胴～底 RLR斜回 (30) 114 II 7 内面炭化物付着

43-24 13住 2 胴～底 単 I(R)縦回 (27) 111 II 7 内面炭化物付着

43-25 13住 1 胴～底 単 I(R)縦回？ (42) (62) II 7 内面炭化物付着

50→ 1 14住 1・2 略完形 LR側圧
結 I(LR・RL)横回、 RL斜回、

195 36 12 II5 
1結節文

50-2 14住 ］・2 口縁～胴 波状口縁、粘土貼付→L押圧→刺突 結 I(LR・RL)横回 (170) (231) ill3 

50-3 14住 2 口緑 単6A(R)横回→RL側圧 II 3 

50-4 14住 I 口縁 単 I(R)横回 II 3 

50-5 14住 2 口縁 単 1(R)横回 II 3 

50-6 14住 I 口縁 RL側圧・微隆帯 II 3 外面炭化物付着

50-7 14住 2 口縁～胴
単 I(R)横回→RL側圧、隆帯→RL側圧、横

II 3 
走沈線

-272-



遺物観察表

土器観察表 5
図版

出土地点
出土

部位 口唇・ロ緑 胴 部
口径 器高 底径

分類 備 考
番号 層位 (mm) (mm) (mm) 

50-8 14住 10 口縁～胴 隆帯→単 I(R)側圧、 RL側圧？ 単 I(R)縦回 II 3 

50-9 14住 1 口縁 口端面取り、単5(R)横回、沈線 II 3 

50-IO 14住 1 ロ縁～胴 隆帯→沈線 RLR斜回 II 3 

50-11 14住 2 口縁～胴 横走沈線 RLR斜回 II 3 

50-12 14住 10 口縁～胴 沈線 RLR斜回 II 3 

50-13 14住 2 口緑～胴 LR側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

50-14 14住 1 口緑～胴 単 I(R)側圧、微隆帯 結節回転文、 RLR斜回 n 5 

50-15 14住 I 口縁～胴 単 I(R)側圧、微隆帯 結 I(LR・RL)横回 II 5 

50-16 14住 IO 口縁～胴 単 1(R)側圧、微隆帯 結 I(LR・RL)横回 II 5 

50-17 14住 l ロ縁～胴 単 1(R)側圧、微隆帯 結 l(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 5 

50-18 14住 I 口縁～胴 単 I(R)側圧 II 5 

50-19 14住 I 口縁～胴 単 I(R)側圧、微隆帯 LR横回 II 5 

50-20 14住 10 ロ縁 単 I(R)側圧 II 5 

50-21 14住 2 口縁 単 I(R)側圧 n s 

50-22 14住 2 口縁 単 1(R)側圧 II 5 

50-23 14住 IO 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

50-24 14住 IO 口縁 口端面取り、 LR横回 II 6 

50-25 14住 2 ロ縁～胴 結 I(LR・RL)横回 RLR斜回 II 6 

50-26 14住 IO 口縁 RU黄回 II 6 

50-27 14住 IO 胴 RL斜回 II 7 

50-28 14住 IO 胴 RLR斜回 II 7 外面炭化物付着

50-29 14住 IO 胴 RL斜回 II 7 外面炭化物付着

50-30 14住 1 胴 単 I(LR)縦回 II 7 

50-31 14住 I 胴～底 RLR斜回 II 7 内面炭化物付着

50-32 14住 I 胴～底 無文、横ナデ II 7 

50-33 14住 2 胴～底 直前段反撚RRL斜匝l II 7 内面炭化物付着

51-1 14住 I 胴 貝殻腹縁文 I 

51→2 14住 2 口緑
波状口縁、口唇に刺突、 RL・LR交互に側

ill! 
圧→円形刺突

51-3 14住 1 口縁 波状口縁、粘土貼付→L押圧→円形刺突 ill3 

51-4 14住 l・2 口縁～胴 波状口緑、粘土貼付→L押圧→円形刺突 結 I(LR・RL)横回 ill3 

51-5 14住 2 口縁 波状口縁、粘土貼付→L押圧→円形刺突 田3

51-6 14住 2 口縁～胴
波状口縁、粘土貼付→U黄圧・刺突、円形

結 I(LR・RL)横回 III3 
刺突

51-7 14住 1 口縁
波状口縁、結 I(LR・RL)横回→粘土貼付

ll 4 
→L押圧→円形刺突

51-8 14住 I 胴
結 I(LR・RL)横回→粘土貼付

ill4 
→ LR回

51-9 14住 I 胴～底 結 1(LR・RL)横回 ill9 内面炭化物付着

54-1 15住 床面 胴～底 RU黄回？ (121) (63) ill9 摩耗激しい。

54-2 15住Pl I 口縁～胴 波状口縁、口唇に隆沈線 LR斜・横回→沈線 ffi6 外面炭化物付着

54-3 15住 2 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

54-4 15住 覆土 胴 単 I(R)縦回？ II 7 

54-5 15住 2 胴 不明 II 7 

54-6 15住 2 胴 RLl黄回 ・RL斜回 II 7 外面炭化物付着

54-7 15住 覆土 胴 結 I(LR・RL)横回 II 7 

54-8 15住 床面 胴 RLl黄回？ mg 

54-9 15住 覆土 胴 単 I(R)縦回？ II 7 外面炭化物付着

54-10 15住 2 胴 単 I(R)縦回？ 117 

58-1 16住 覆土 ロ縁～胴 LRL側圧・ 刺突
単 1(R)縦回→結 1(LR・RL)横

(240) (142) II 5 
回

58-2 16住 2・覆土 口緑～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、RL斜回 (204) (109) II 5 

58-3 16住 覆土 口緑～胴 単 I(R)側圧
結 I(LR・RL)横回、単 I(R)縦

(145) II 5 
回

58-4 16住 覆土 略完形 結 I(LR・RL)横回 127 138 58 IV 

58-5 16住 覆土 口縁～胴 波状口縁、単4(R)横回→RL側圧 単 I(R)縦回 II 3 外面炭化物付着

58-6 16住 覆土 口縁 単 I(R)横回、 LRL側圧、微隆帯、 II 3 

58-7 16住 覆土 口縁 波状口緑、単4(R)横回→RLR側圧 II 3 

58-8 16住 覆土 口縁～胴 RLR側圧、微隆帯 単 I(R)縦回 113 

58-9 16住 2 ロ縁～胴 単 1(R)側圧、 RLl黄回？ 単 I(R)縦回 II 3 

58-10 16住 床面 口緑～胴 単 I(R)側圧、微隆帯→RL側圧？ RU黄回？ II 3 

58-11 16住 覆土 口緑～胴 単6A(R)横回 単 1(R)縦回 II 3 

58-12 16住 覆土 口緑 単5(R)横回 II 3 

58-13 16住 覆土 口緑 RLR回、横走沈線、単5(R)横回 II 3 

-273 -



岩渡小谷(3)・(4)遺跡

土器観察表 6
図版

出土地点
出士

部位 ロ唇 ・ ロ 縁 胴 部
口径 器高 底径

分類 備 考
番号 層位 (mm) (nun) (mm) 

58-14 16住 覆土 口縁 RLR回、横走沈線、単5(R)横回 II 3 

58-15 16住 覆土 ロ縁 RLR回、横走沈線、単5(R)横回 II 3 

58-16 16住 覆土 口縁 RLR回、横走沈線、単 5(R)横回 II 3 

58-17 16住 覆土 口縁 RLR回、横走沈線、単5(R)横回 II 3 

58-18 16住 覆土 口縁 結 I(LR・RL)横回→単 I(R)側圧 Il4 

58-19 16住 覆土 ロ縁～胴 LRL側圧、微隆帯、沈線 結 I(LR・RL)横回 II 5 

58-20 16住 覆土 口縁～胴 LRL側圧、微隆帯、沈線 結 I(LR・RL)横回 II 5 

58-21 16住 覆土 ロ縁～胴 横走刺突
結 I(LR・RL)横回、単 I(RL) 

II 5 
縦回

58-22 16住 覆土 胴
結 I(LR・RL)横回、単 I(RL) 

I] 7 
縦回

58-23 16住 覆土 胴
結 I(LR・RL)横回、単 I(RL) 

II 5 
縦回

59-1 16住 覆土 口縁～胴 単 I(R)側圧、微隆帯 結 1(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 5 

59-2 16住 覆土 口緑～胴 単 I(R)側圧、微隆帯 結節回転文(L)横回 ]] 5 

59-3 16住 覆土 ロ縁～胴 LR側圧 RU黄回？ II 5 

59-4 16住 覆土 口縁～胴 単 1(R)側圧、微隆帯 結 1(LR・RL)横回 II 5 

59-5 16住 床面 胴 RLR斜回 I] 7 外面炭化物付箔

59-6 16住 覆土 胴 RL斜回 II 7 

59-7 16住 2 胴 単 I(R)縦回 II 7 

59-8 16住 床面 胴 RLR斜回 II 7 内面炭化物付着

59-9 16住 胴
結 I(LR・RL)横回、単 I(RL) 

II 7 
縦回

59-10 16住 覆土 胴～底 RLR斜回 (42) 120 II 7 

59-11 16住 覆土 底 (12) 120 II 7 

59-12 16住 殴土 胴～底 RLR斜回 II 7 

66-1 21住 床直 口縁 単 I(R)側圧 II 5 

66-2 21住 床直 胴
結 I(LR・RL)横回、直前段反

II 7 外面炭化物付着
撚RRL斜回

66-3 21住 5 口縁 単 I(R)側圧 II 5 

66-4 21住 3 口縁 単 I(R)側圧？ JI 6 

66-5 21住 5 口緑～胴 単 I(R)側圧 結節回転文(L)、RLl黄回 II5 外面炭化物付着

66-6 21住 覆土 胴～底 II 7 内外面炭化物付着

66-7 21住 覆土 胴 RL斜回 II 7 

66-8 21住 4 胴 RLR斜回 II 7 

66-9 21住 覆土 胴～底 RLR斜回 II 7 内面炭化物付着

67-1 22住 7 口縁～胴 単 5(R)横回、 RLR側圧 RLR斜回 II 3 1~3同一個体

67-2 22住 7 口縁～胴 単 5(R)横回、 RLR側圧 RLR斜回 II 3 1~3同一個体

67-3 22住 7 胴 RLR斜回 II 3 1~3同一個体

69-1 23住 床面 口縁～胴 単 I(R)側圧、刺突、微隆帯 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 5 19と同一個体

69-2 23住 床面 口縁～胴 単 I(R)側圧、微隆帯 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 

69-3 23住 床面 口縁 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II5 

69・4 23住 炉 胴 RLR斜回 II 7 外面炭化物付着

69・5 23住 覆土 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR• RL)横回 II 5 

69-6 23住 床面 口縁 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 6 

69-7 23住 覆土 口緑 結 I(LR・RL)横回 II 6 

69-8 23住 床面 胴 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 7 

69-9 23住 床面 胴 RLR斜回 II 7 外面炭化物付着

69-10 23住 覆土 口縁～胴 結節回転文(L) RLR横回 II 2 

69-11 23住 床直 胴 RLR斜回 ・直前段反撚RRL斜回 II 7 外面炭化物付着

69-12 23住 床直 胴 直前段反撚RRL斜回 117 外面炭化物付羞

69-13 23住 床面 胴～底 直前段反撚RRL斜回 II 7 

69-14 23住 床直 胴～底 直前段反撚RRL斜回 II 7 

69-15 23住 覆土 口緑 単 1(R)横回 II 3 外面炭化物付着

69-16 23住 覆土 口縁 LR側圧 Il4 

69-17 23住 風倒木 口緑～胴 R側圧、隆帯貼付→R側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

69-18 23住 風倒木 口縁 単 I(R)側圧、微隆帯、刺突 II 5 

69~!9 23住 覆土 口縁～胴 単 I(R)側圧、刺突、微隆帯 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 115 ］と同一個体

69-20 23住 m下 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

69-21 23住 覆土 口縁～胴 単 I(R)側圧 RL斜回 II 5 

69-22 23住 I 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

69-23 23住 III下 口縁 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

69-24 23住 確認面 口縁 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 JI 5 自縄自巻？

69-25 23住 風倒木 ロ縁～胴 小波状口縁、 RL回、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 5 外面炭化物付将
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遺物観察表

土器観察表 7
図版

出土地点
出土

部位 ロ 唇・ロ縁 胴 部
口径 器高 底径

分類 備 考
番号 層位 (mm) (mm) (mm) 

69-26 23住 覆土 口縁 結 I(LR・RL)横回、 LR側圧 II 6 外面炭化物付着

70-1 23住 覆土 口緑～胴 単 I(R)側圧 直前段反撚RRL斜回 II 5 

70-2 23住 覆土 ロ縁～胴 R側圧 直前段反撚RRL斜回 II 6 

70-3 23住 覆土 胴 条痕文（縦）→貝殻腹縁文（横走） I 

70-4 23住 m下 胴 直前段反撚RRL斜回 II 7 

70-5 23住 覆土 胴 条痕文（横）→沈線 I 

70-6 23住 確認面 胴 結 l(LR・RL)横回 II 7 

70→7 23住 覆土 口縁～胴 単 I(R)横回→R側圧 直前段反撚RRL斜回 II 7 外面炭化物付着

70-8 23住 確認面 胴～底 RL斜回 II 7 

70-9 23住 III下 胴～底 直前段反撚RRL斜回 (37) (128) II 7 内面炭化物付着

70-10 23住 風倒木 胴～底 RLR斜回 (177) 132 II 7 

70~11 23住 I 口縁～胴 単 I(R)側圧
結 I(LR・RL)横回、直前段反

(250) (147) II 5 25と同一固体
撚RRL斜回

70-12 23住 風倒木 口緑～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、RLR斜回 (216) (190) 115 自縄自巻？

72-5 24住 覆土 口縁 単 I(R)側圧 115 

72・6 24住 覆土 口縁～胴 単 I(R)側庄 結 I(LR・RL)横回 ll 5 外面炭化物付消

72-7 24住 覆士 口縁～胴 RUl'i、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

72-8 24住 覆土 口縁 単6A(R)横回 II 3 

72-9 24住 覆土 口緑～胴 LR側圧、微隆帯→刺突 結 I(LR・RL)横回 II 5 外面炭化物付着

72-10 24住 覆土 口緑～胴 R側圧→刺突 結 I(LR・RL)横回 ll 5 外面炭化物付若

72-11 24住 覆土 口緑 しR横圧 II 6 

72~12 24住 囮土 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

72-13 24住 覆土 口縁～胴 単 I(R)側圧 RLR斜回、 結 1(LR・RL)横回 II 5 外面炭化物付着

72-14 24住 毅土 口緑～胴 R側圧 結 I(LR・RL)横回、RLR,斜回 II 5 

72-15 24住 覆土 胴 直前段反撚RRL斜回 ll 7 

72-16 24住 覆土 胴～底 RL斜回 (23) 86 II 7 

75-1 25住 床直・3 完形 四波状口縁、 結 I(LR・RL)横回
結 I(LR・RL)横回、 RL斜・横

188 401 100 II4 
内面底部付近と外面に

回 炭化物付着

75-2 25住 床直 胴～底 RLR斜回 (205) 42 II 7 

75-3 25住 床直 胴～底 直前段反撚RRL斜回 (226) 70 117 内面全体に炭化物付着

75-4 25住 覆土 口縁～胴 RLR回・単 I(R)横回→LR側圧 RLR斜回 (184) (172) II 3 口唇部面取り

75-5 25住 3 口縁～胴 波状口縁、 R側圧 RLR斜回 114 外面炭化物付着

75-6 25住 I・2 略完形 LR回・単 I(R)縦回、単4(R)横→R側圧
結 I(LR・RL)横回、単 I(R)縦

224 364 100 II 5 
回

76-1 25住 覆土 完形 波状、 RL回 ・LR側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 177 196 97 II 5 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付着

76-2 25住 覆土 完形 LR側圧
結 I(LR · RL) 横回、 RL斜• 横

151 80 184 114 
内面底部付近と外面胴

回 部上半に炭化物付着

76-3 25住 覆土 ロ縁～胴 波状口縁、単 I(LR)横回→LR側圧 RLR斜回 II 4 外面炭化物付着

76-4 25住 覆土 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(RL・RL)横回 II 5 

76-5 25住 覆士 口縁～胴 単 1(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 (166) (67) II 5 

76-6 25住 覆土 ロ縁～胴 単 I(R)側圧
結 I(LR・RL)横回、単 I(R)縦

(223) (173) II 5 
回

76~7 25住 覆土 ロ緑～胴 波状口縁、単 I(LR)横回→LR側圧 RLR斜匝l II 4 外面炭化物付着

76-8 25住 覆土 口縁～胴 LR回・単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 (138) (166) II5 

76-9 25住 覆土 完形 結 1(LR・RL)横回→LRL側圧 直前段反撚RRL斜回 160 264 94 II 4 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付着

77-1 25住 覆土 口縁～胴 RLR斜回 RLR斜回 (220) (226) II 6 

77-2 25住 2・覆土 胴～底 RL斜回 (185) 130 II 7 

77.3 25住 覆土 胴～底 RLR斜回 (120) 86 II 7 

77-4 25住 3 胴～底 RL斜回 (59) 106 II 7 

77-5 25住 覆土 胴～底 RL斜回 (282) (134) II 7 

77-6 25住 覆土 胴～底 RL斜回 (58) 133 II 7 

77-7 25住 覆土 胴～底 RLR斜匝l (45) 121 II 7 

77-8 25住 覆土 胴～底 RLR斜回 (172) 80 117 
内面底部付近に炭化物

付着

77-9 25住 覆土 胴～底 RLR斜回 (39) 84 II 7 

77-10 25住 覆土 台付底部 RL斜・横回 (54) 96 II 5 内面炭化物付着

77-11 25住 覆土 台付底部 RLR斜回 (46) (120) II 5 55と同一固体

78-1 25住 3 胴 貝殻腹縁文 I 

78-2 25住 覆土 口縁～胴 RL回、単 I(R)横回→LR側圧 RU黄回 II 3 

78-3 25住 2 口縁 波状口縁、単 I(R)横回→側圧 II 3 

78-4 25住 2 口縁～胴 波状口縁、 LR回、単 I(R)横回→LR側圧 RLR斜回 II 3 内面炭化物付着

78-5 25住 3 口縁 単 I(R)横回→LR側圧 II 3 

78-6 25住 覆土 口縁～胴 結 I(LR・RL)横回→単 I(R)側圧 RLR斜回 II 5 
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

土器観察表 8
図版

出土地点
出土

部位 口唇・ 口 縁 胴 部
口径 器高 底径

分類 備 考
番号 層位 (mm) (mm) (mm) 

78-7 25住 覆土 口縁～胴 波状口縁、 LR回、自縄自巻(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RU黄回 II 5 外面炭化物付着

78-8 25住 覆上 ロ縁～胴 LR回、 単 I(R)側圧、 結 1(LR・RL)横回、 RLR横回 115 

78~9 25住 覆土 口縁～胴 RL回、単 I(R)側圧、RL側圧 RLR斜回 IT 5 

78-10 25住 覆土 口縁～胴 波状口縁、 RLR回、単 I(R)側圧 結節回転文(L)横、 RLR斜回 115 

78-11 25住 四土 口縁～胴 波状口縁、 LR回、自縄自巻(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLl黄回 II 5 

78-12 25住 覆土 口緑～胴 LR回、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II5 外面炭化物付着

78~13 25住 覆土 口縁～胴 波状口縁、 RLR回、単 I(R)側圧 結節回転文(L)横、 RLR斜回 TI 5 

78-14 25住 覆土 口縁～胴 波状口縁、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR横回 II 5 

78-15 25住 覆土 口縁～胴 単 1(R)側圧 RLR斜回 II 5 外面炭化物付着

78-16 25住 3 口縁～胴 単 1(R)側圧 RLl黄回 II 5 外面炭化物付着

78-17 25住 覆土 口縁～胴 単 1(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、Rけ黄回 II 5 
外面炭化物付着、自縄

自巻？

78-18 25住 覆土 口縁～胴 RL回、単 I(R)側圧、微隆帯 結 I(LR・RL)横回 II 5 

78-19 25住 2 口縁～胸 RL同、単 1(R)側圧 結 I(RL・RL)横回 II 5 
外面炭化物付着、自縄

自巻？

78-20 25住 覆土 口縁～胴 小波状口縁、 RL回、 LR側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 外面炭化物付着

78~21 25住 覆土 口緑～胴 結 I(LR・RL)横回 結 I(LR・RL)横回 II 6 外面炭化物付着

78-22 25住 覆土 胴 単 I(R)縦回 II 7 

78-23 25住 覆士 胴～底 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II 7 

78-24 25住 覆土 台付底部 結 I(LR・RL)横回 II 5 

78-25 25住 覆土 口縁 無文、穿孔 II 6 

78-26 25住 1 口縁～胴 LR横位→沈線 II8 外面炭化物付着

78~27 25住 覆土 胴 粘土貼付→L押圧、刺突 LR横回 田3

82-1 26住 覆士 完形 四波状口縁、結 I(LR・RL)横回→LR側圧 RLR斜回 230 373 120 114 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付消

82-2 26住 床直 胴～底 結 I(LR・RL)横回 II 7 

82~3 26住 覆土上 口緑～胴 波状口縁、 LR側圧、単 I(R)横回 RLR斜回 II 3 

82-4 26住 覆土上 ロ縁～胴 単 1(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

82-5 26住 覆土上 ロ縁～胴 結 I(LR・RL)横回→LR側圧 RLR斜回 II 5 

82-6 26住 覆土上 口縁～胴 R側圧、微隆帯、 結 I(LR・RL)横回 II 5 外面炭化物付着

82-7 26住 確認面 口縁～胴 波状口縁、単 I(R)側圧
LRL側圧、 LR横回→結回(RL)

II 5 
横回

82-8 26住 覆土上 略完形 波状口縁、 RL回・単 I(R)側圧
結 I(LR・RL)横回、直前段反

(180) 276 80 II 5 
撚RRL斜回

82-9 26住 覆土上 口縁～胴 波状口縁、単 1(R)側圧
結回、結 1(LR・RL)横回、 RLR

(210) (186) I] 5 内面下半 ・外面炭化物

斜回 付着

83-1 26住 覆土上 略完形 波状口縁、 RL回・単 I(R)側圧 RL斜回、 RLR斜回 166 233 90 II 5 

83-2 26住 覆土 略完形 単 l側圧 RLR斜回 (381) 141 II 5 
内面底部付近に炭化物

付着

83-3 26住 覆土上 略完形 L側圧 結節回転文、 RL斜匝l 183 192 84 II 5 

83-4 26住 覆土 口縁～胴 LR回 ・LR側圧 ・R側圧 結 I(LR・RL)横回 ・RL斜回 (214) (151) 115 

83-5 26住 1 口縁～胴 LR回 ・単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 ・RL斜回 (229) (121) II 5 

83-6 26住 覆土上 口縁～胴 RL回・単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 ・RLR斜回 (155) (55) I] 5 

84-1 26住 l・2 完形 波状口縁、 LR側圧 単 I(R)縦回 178 205 90 II 5 

84-2 26住 1 ロ縁～胴 RL回 ・単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 ・RL斜回 (20. 4) (80) II 5 

84-3 26住 覆土中 口緑～底 単 I(R)側圧 LR横回、RLR斜回 (166) 80 II 5 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付着

84-4 26住 覆土上 胴～底
LR側圧、結 I(LR・RL)横回、

(291) 125 II 7 
内面底部付近と外面胴

RL斜回 部上半に炭化物付着

84-5 26住 l・2 完形
四波状口縁、 LR回・結 I(LR・RL)横回→

直前段反撚RRL斜回、 RLR斜回 192 88 276 II 4 
内面と外面胴部上半に

LR側圧 炭化物付着

84-6 26住 覆土中 完形 結 I(LR・RL)横回→LR側圧 RLR斜回 126 63 215 114 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付酋

84-7 26住 覆土 略完形 結 I(LR・RL)横回 結 I(LR・RL)横回 (155) 160 82 II 6 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付着

85-1 26住 覆土上 ロ縁～胴 結 I(LR・RL)横回 結 I(LR・RL)横回 (180) (62) II 6 

85-2 26住 I 口縁～胴 結 I(LR・RL)横回 結 I(LR・RL)横回 (184) (58) II 6 

85-3 26住 ］・覆土 胴～底 RL斜回 (264) 112 IT 7 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付着

85-4 26住 ]・覆土 胴～底 RL斜回 (189) (64) II 7 

85-5 26住 覆土上 胴～底 単 I(R)縦回 (42) 74 II 7 

85-6 26住 確認面 胴～底 RL斜回 (121) IOI II 7 内面炭化物付着

85-7 26住 覆土上 胴～底 RL斜回 153 84 II 7 

85-8 26住 覆土上 胴～底 RL斜回 (105) (121) II 7 

85-9 26住 1 胴～底 RLR斜回 (63) 105 II 7 

85-10 26住 1 胴～底 RLR斜回 (132) 99 II 7 
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出土地点
出土

部位 口唇 ・ 口緑 胴 部
口径 器高 底径

分類 備 考
番号 層位 (mm) (mm) (mm) 

85-11 26住 覆土上 胴～底 RLR斜回 (82) 100 II 7 内面炭化物付着

85~12 26住 2 胴～底 RL斜回 (58) 90 II 7 内面炭化物付着

86-1 26住 覆土上 胴～底 RLR斜回 (191) 105 II 7 
内面底部付近に炭化物

付沼

86~2 26住 覆土上 胴～底 RLR斜回 (139) 68 II 7 

86-3 26住 確認面 胴～底 直前段反撚RRL斜回 (62) (94) II 7 

86-4 26住 覆土J: 台付底部 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (64) 104 II5 

86-5 26住 覆土上 胴～底 結 I(LR・RL)横回 (22) 94 II 7 

88-1 27住 覆土 略完形 R側圧 RL・1附加条斜回 172 248 171 II4 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付着

88-2 27住 覆土 口縁～胴 RL回 ・R側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (200) (153) II 5 

88-3 27住 覆土 完形 波状口縁、 LRL・LR側圧 結 I(LR・RL)横回 ・RLR斜回 166 233 90 114 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付着

88-4 27住 覆土 ロ縁～胴 四波状口縁、 LR回・単 I(R)側圧 RL斜回 187 (361) [I 5 外面炭化物付着

88-5 27住 床直覆土 略完形 波状口縁、 RL側圧、 結 I(LR・RL)横回 ・RL斜回 204 280 90 114 

89-1 27住 覆士 口縁～胴 RL回・ 単 l(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 (53) II 5 

89-2 27住 覆土 口緑～胴 RL回 ・結 I(LR・RL)横回→LR側圧 RL斜回 (184) (72) 114 

89~3 27住 覆土 口縁～胴 RL回・ 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 120 (140) II 5 

89-4 27住 m 口縁～胴
小波状口縁、 RL回 ・LR側圧、隆帯貼付→

結 I(LR・RL)横回、 RL囮糾回 II 5 
RU黄回→LR側圧

89-5 27住 覆土 口縁～胴 RL回・単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (204) (226) II 5 

89-6 27住 覆土 口緑～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、RLR斜回 (220) (85) II 5 

89-7 27住 覆土 口縁～胴
波状口縁、結 I(LR・RL)横回→単 I(R)側

RL斜回 178 (104) 114 
圧

89-8 27住 覆土 口縁～胴 波状口縁、結 I(LR・RL)横回 RLR斜回→結 I(LR・RL)横回 (176) (203) II 6 

89-9 27住 覆土 ロ縁～胴 結 I(LR・RL)横回 RLR斜回 (184) (72) II 6 外面炭化物付着

90-1 27住 覆土 口緑～胴 単 I(R)横回→LR側圧 RLR斜回 II 3 

90-2 27住 覆土 ロ縁～胴 単 I(R)側圧、微隆帯貼付→刺突 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 115 外面炭化物付着

90-3 27住 覆土 口縁～胴 無文、隆帯 II 6 

90-4 27住 覆土 口縁～胴 刺突 結 I(LR・RL)横回 II 5 

90-5 27住 覆土 口縁～胴 L側圧、微隆帯→剌突 RL斜回 II 5 

90-6 27住 覆土 口縁～胴 結 I(LR・RL)横回→LR側圧 II 4 

90-7 27住 覆土 口緑～胴
波状口縁、結 I(LR・RL)横回→単 I(R)側

RLR斜回 II 4 
圧

90-8 27住 覆士 口縁～胴
波状口緑、結 1(LR・RL)横回→単 1(R)側

RL・LR斜回 II 4 
圧

90-9 27住 床面 ロ縁 波状口縁、単 I(R)側圧 II 5 

90-10 27住 覆土 口緑～胴 結 1(LR・RL)横回、頸部で屈曲 結 I(LR・RL)横回 II 6 

90-11 27住 覆土 口緑～胴 単 1(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 

90-12 27住 覆土 口縁～胴 RL回、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

90-13 27住 覆土 口縁～胴 波状口縁、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 外面炭化物付着

90-14 27住 覆土 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 外面炭化物付着

90-15 27住 覆土 口縁～胴 RUil、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL囮料回 II 5 外面炭化物付着

90-16 27住 覆土 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

90~17 27住 覆土 ロ縁～胴 単 I(R)側圧 RL斜回 II5 

90-18 27住 覆土 口縁～胴 R側圧 RLR斜回 II 5 外面炭化物付着

90-19 27住 床直・覆土 胴～底 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (218) 88 II 7 

90-20 27住 覆土 胴～底 直前段反撚RRL斜回 (223) (132) II 7 

91-1 27住 覆土 胴～底 RL斜回 (102) (104) II 7 内面炭化物付着

91-2 27住 覆土 胴～底 単 I(R)縦回 (108) 100 II 7 

91-3 27住 床直 胴～底 RL斜回 81 (115) II 7 

91-4 27住 覆土 胴～底 RL斜回 (77) (140) II 7 

91-5 27住 覆土 胴～底 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (82) (88) II 7 

91-6 27住 覆土 胴～底 RL斜回 II 7 

91-7 27住 覆土 胴～底 RL斜回 II 7 

93-1 29住 溝 ロ縁～胴 単 1(LR)側圧 直前段反撚RRL斜回 II 3 外面炭化物付着

93-2 29住 溝 胴 直前段反撚RRL・RLR斜回 II 3 底外面RLR回

93-3 29住 覆土 胴～底 単 I(R)縦回 (73) (126) II 7 内面炭化物付着

93-4 29住 溝 胴～底 直前段反撚RRL斜回 II 7 

96-1 l土 覆土 胴 単 I(R)縦回 II 7 

96-2 l土 覆土 胴 単 I(R)縦回 II 7 

96-3 l土 1 胴 RL斜回 II 7 内面炭化物付着

96-5 3土 底直 完形 LR横回 198 189 84 IV3 内外面炭化物付着

96-6 3土 I 口縁～胴 波状口緑、 R側圧 結 1(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 内面赤色顔料塗布
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番号 陪位 (mm) (mm) (mm) 

96-7 3土 1 口縁～胴 波状口縁、 R側圧 結2(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 内面赤色顔料塗布

96-8 3土 I 口縁～桐 波状口縁、 R側圧 結 1(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 内面赤色顔料塗布

97-1 4土 4 口縁 波状口縁、単6A(R)横回 II 3 

97-2 4土 l ロ縁～胴 口唇に沈線、 LR横回→沈線 ill6 

97-3 4上 1 胴 不明 II 7 

97-4 4士 毅士 胴 RL斜回 II 7 摩耗激しい

97-5 4土 1 胴 不明 II 7 内面炭化物付着

97-6 4土 4 胴 RL斜回 II 7 

97-7 4土 4 胴 RL斜回？ II 7 内面炭化物付着

97-8 4士 覆士 胴 結 1(LR・RL)横回、 RL斜回 II 7 

97-9 4土 覆土 胴 RL斜回 II 7 

97-10 4土 l 胴 RLR横回→沈線 ill6 

97-12 5土 覆土 胴 RL斜回 II 7 内面炭化物付着

97-13 5土 I 胴 RL斜回 II 7 内面炭化物付着

97-14 5土 2 胴 RL斜回 II 7 内面炭化物付着

97-15 5土 I 胴 RL斜回 II 7 内面炭化物付着

97-16 5土 2 胴 RL斜回 II 7 内面炭化物付着

98-1 6土 16 ロ縁～胴 小波状口縁、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 

98-2 6士 16 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 115 内外面赤色顔料塗布

98-3 6土 4 胴 RLl黄回→沈線 III6 外面炭化物付着

98-4 6土 4 ロ縁～胴 口唇に沈線、 RL横回→横走沈線 ill6 

98-5 6土 I 口縁 波状口縁、口唇に沈線、 RLl黄回→沈線 ill6 外面炭化物付着

98-6 6土 10 胴 RU黄回→沈線 ill6 外面炭化物付着

98-7 7土 底直 口縁～胴 粘士紐貼付、 RL LR横回→沈線 213 (245) ill5 

100-1 14士 2 胴 無文 II 7 

100-2 14土 2 胴 単 I(R)縦回→沈線 II 7 

100-3 16土 1 胴 結 I(LR・RL)横回 II 7 

100-4 16土 Ill ロ縁 R側圧、微隆帯 II 5 

100-5 17土 覆士 胴 RL斜回 II 7 

100-6 17土 3 洞 RLR斜回 II 7 

100-7 17土 5 桐 直前段反撚RRL斜回 II 7 

l00・8 17土 4 胴 結 I(LR・RL)横回 II 7 

l00-9 17土 覆土 胴 直前段反撚RRL斜回 II 7 

100-10 18土 2 胴 単 I(R)縦回 II 7 

JO]-] 19土 底面 完形 LR側圧 RLR斜回 150 206 84 114 

102-1 20土 2 口縁 波状口縁、穿孔、粘土紐→L押圧、刺突 ill 3 

102-2 20土 2 胴 結 I(LR・RL)横回 mg 

102-3 20土 I 胴～底 RL斜・横回 (66) 58 II 7 

102-4 20土 I 胴 結 I(LR・RL)横回 II 7 

102-5 20土 I 胴 RL斜回 II 7 

102-6 20土 l 台付底部 Rぼ斗回 (28) 120 II 5 

103-1 21土 底直 ロ縁～胴 結 I(LR・RL)横回→LR側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 4 外面炭化物付着

103-2 21土 底直 胴～底 RLR斜回 II 7 

103-3 21土 底直 胴～底 直前段反撚RRL斜回 II 7 

103-4 21土 覆土 胴 単 I(R)縦回 II 7 

l03-5 21土 覆土 胴 RLR斜回→沈線 II 7 

103-7 21土 底直 口縁～胴 LR側圧、結 I(RL・RL)横回 直前段反撚RRL斜回 23 (254) Il4 

104-1 22土 確認而 ロ縁 単 5(R)横回→RLR側圧 II 3 

104-2 22土 確認面 胴 LR横回 II 7 

104-3 22土 確認面 胴 RLR斜回 II 7 

104-5 23土 覆土 胴 RLR斜回 II 7 

104-6 23土 覆土 口縁～胴 単 I(R)側圧、単節縄文回 結 I(LR・RL)横回 II 5 自縄自巻？

!04-7 23土 覆土 胴 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II 7 

104-8 23土 覆土 胴 単 1(R)縦回 II 7 

104-9 23土 覆土 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 1(LR・RL)横回 II 7 

!08・1 2埋 ロ縁～底 LR側圧、隆帯→R側圧 単 l(R)縦回 (362) (94) II 3 

108-2 l埋 ロ縁 単 6A(R)横回→LR側圧 II 3 

108-3 l埋 胴～底 単 1(R)縦回 (232) II 3 

109-1 4埋 略完形 単 I(R)縦回、隆帯→RLR側圧 RLR斜回 156 259 100 II 3 

109-2 5埋 胴～底 RLR斜回 005) 90 II 7 内面炭化物付着

110-1 6埋 胴 RLR斜回 II 7 

110-4a 7埋 ロ縁～胴 単6A(R)横回→RL側圧、隆帯→RL側圧 II 3 
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!10-4b 7埋 口縁～胴 隆帯→RL側庄 単 1(R)縦回 II 3 

l l0-4c 7埋 口緑～胴 隆帯→RL側圧 単 1(R)縦回 II 3 

111-1 8埋 ロ縁～胴 単6A(R)横回、 LR側圧 単 1(R)縦回 (150) (235) II 3 

lll-2 3埋 口縁～底 結節回転文(L)、隆帯→単 I(L)側圧 RL斜回 212 395 110 II 3 

112-1 9埋 胴 RLR斜回 (205) II 7 外面炭化物付着

113-1 IO埋 完形 LR・R側圧
結 I(LR・RL)横同、多軸絡条

207 286 104 II 5 
外面胴部上半、内面底

体(R)縦回 部付近に炭化物付着

114-1 II埋 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (188) (60) II 5 同一個体

llH 11埋 胴 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (186) 115 同一個体

114-3 II埋 胴～底 RL斜回 (92) 110 II 5 同一個体

114-4 11埋 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II5 同一個体

114-5 11埋 確認面 口縁 結 I(LR・RL)横回 II 5 

ll5~1 12埋 胴～底 RL斜回 (92) 122 II 7 

115-2 13埋 口緑～胴 小波状口縁、 LR回、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 214 (97) II 5 外面炭化物付精

116-1 14埋 胴～底
結 I(LR・RL)横回、直前段反

(277) (120) II 7 外面炭化物付着
撚RRL斜回、 RL斜回

117-1 15埋 胴～底 RLR斜回 (233) 97 II 7 外面炭化物付着

118-1 16埋 胴～底 RL斜回 302 133 II 7 外面炭化物付沿

119-1 17埋 口緑～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (193) (241) II 5 外面炭化物付着

Jl9-2 17埋 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 

119-3 17埋 胴～底 無文 (20) (97) Il 5 1-3同一個体

120~l 18埋 完形 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 18 234 104 II 5 
外面胴部上半、内面底

部付近炭化物付着

120-2 18埋 完形 結 I(LRL・RLR)横回 RLR斜回 179 192 95 II 7 
外面胴部上半、内面底

部付近炭化物付管

121-1 19埋 胴～底 RL斜回 (140) 118 II 7 

122-1 21埋 胴～底 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (217) I] 7 
外面胴部上半炭化物付

着

122~2 21埋 胴～底 RL斜回 (72) 102 II7 内面炭化物付沿

123-1 22埋 口縁～胴 小波状口縁、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 212 (245) II 5 
外面胴部上半炭化物付

着

123-2 22埋 ロ縁～胴 小波状口縁、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (198) (121) II 5 

124-1 23埋 胴～豚 RL斜回 (169) II 7 

124-2 23埋 胴～底 RL斜回 (68) 94 II 7 

124-3 23埋 確認面 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 177 (140) IT 5 
内面底部付近炭化物付

着

124-4 23埋 確認面 ロ縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 自縄自巻？

125-1 24埋 胴～底 RL斜回 (33) 110 II 7 

126-1 26埋 胴～底 RL斜回 (238) II 5 
外面胴部上半炭化物付

着

126-2 26埋 ロ縁～胴 結 I(LR・RL)横回 不明 II 5 摩耗激しい

126-3 26埋 口緑 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 摩耗激しい

126-4 25埋 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回？ II 5 摩耗激しい

126-5 25埋 ロ縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回？ II 5 

126-6 25・26埋 確認面 口縁 LR横回？穿孔 II 6 

126-7 25埋 口縁 単 I(R)側庄 RLl黄回 II 5 

127-1 27埋 胴 直前段反撚RRL斜回 II 7 外面炭化物付着

127-2 27埋 胴～底 RL斜回 (161) 120 II 7 

128-1 29埋 胴～底 RL斜回 (42) 120 117 

128-2 30埋 略完形 L・R交互に側圧
結 I(LR・RL)横回、単 I(R)縦

215 227 105 II 5 
回

129-l 31埋 胴～底 RLR斜回 (140) IOI II 7 

130-1 32埋 略完形 単 I(R)側圧
結 I(LR・RL)横回、直前段反

222 (245) II 5 
撚RRL斜回

130-2 32埋 覆土 胴～底 直前段反撚RRL斜回 (207) (146) II 7 

130-3 32埋 口縁 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 115 

130-4 32埋 胴～底 RL斜回 (47) (104) II 7 

130-5 32埋 胴～底 RL斜回？ (12) 102 II 7 

13H 35埋 胴～底 RL斜回 (280) 100 II 7 
外面胴部上半炭化物付

着

132-1 36埋 口縁～胴 波状口縁、自縄自巻(R)側圧
結節回転文(L)、結 1(RL・LR) 

(100) II 5 
横回、直前段反撚RRL斜回

132-2 36埋 口縁 波状口縁、自縄自巻(R)側庄 II5 

132-3 37埋 胴～底
直前段反撚RRL斜回、結 I(LR・

(222) 95 II 7 
RL)横回

133-1 38埋 口縁～胴 単 1(R)側圧、微隆帯 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 223 (197) II 5 
外面胴部上半炭化物付

着
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口径 器尚 底径

分類 備 考
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133-2 38埋 口縁 単 I(R)側圧 II 5 

134-1 39埋 ロ縁～胴 微隆帯、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 115 

134-2 39埋 口縁～胴 微隆帯、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 115 
外面胴部上半炭化物付

着

135-1 41埋 完形 R側圧， RLR回 RLR斜回 220 335 ]16 II 4 

135-2 41埋 完形 LR側圧 RLR斜回 183 265 102 II 4 

135-3 41埋 ロ縁～胴 波状口縁、 RL側圧 RLR斜回 II 4 

136-1 43埋 ロ縁～胴 小波状□縁、 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 215 (101) II 5 同一個体

136へ2 43埋 口縁～胴 RLR斜回 (122) II 5 同一個体

136-3 43埋 口縁～胴 RL回、単 1(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 同一個体

137-1 44埋 口緑～胴 波状口縁、 LR押圧
結 1(LR・RL)横回、単 I(L・ 

216 (141) II 5 
外面胴部上半炭化物付

R)縦回 着

137-2 44埋 胴～底 単 I(L・R)縦回 (161) 108 II 5 同一個体

138-1 45埋 完形 LR側圧 ・刺突 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (246) 283 115 II 5 内面下半炭化物付着

138-2 45埋 覆土 胴～底 RLR斜回 (48) 80 II 7 

139・1 46埋 口縁～胴 単 I(R)側圧、微隆帯→刺突 結 I(LR・RL)横回 II 5 外面炭化物付着

139-2 46埋 口縁 単 I(R)側圧、 微隆帯 II 5 外面炭化物付若

139-3 46埋 胴 RLR斜回 (103) II 5 外面炭化物付着

139-4 46埋 ロ縁～胴 単 I(R)側圧、微隆帯→刺突 結 I(LR・RL)横回 II 5 外面炭化物付着

139-5 46埋 胴～底 RLR斜回 (82) 113 II 5 同一個体

139~6 48埋 胴～底 不明 II 7 

140-1 51埋 ロ縁～胴 結 I(LR・RL)横回、 LR側圧 RLR斜回 194 (250) II 4 2と同一個体

140-2 51埋 洞～底 RLR斜回 (!SI) 100 114 内面炭化物付消

141-1 52埋 胴～底 RLR斜回 (39) 120 II 7 

142-1 55埋 完形 L側圧・隆帯→刺突 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 230 378 122 II 5 

142-2 54埋 胴～底 RL斜回 (162) 110 II 7 外面炭化物付羞

142・3 53埋 ロ縁～胴 LR回 ・LR側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 (194) (58) II 5 

142-4 53埋 胴～底 RLR斜回 (122) II5 

142・5 53埋 胴～底 RLR斜回 (32) 119 II 5 

143-1 56埋 ロ縁～胴 LR回、単6(R)横回、 RL側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 165 (85) II 5 2と同一個体

143-2 56埋 胴～底 RL斜回 (IOI) 108 115 内面炭化物付着

144-1 57埋 口縁～胴 単 I(R)側圧、 RLR斜回 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 II5 外面炭化物付着

144-2 57埋 胴 RLR斜回 II 7 外面炭化物付着

145-1 58埋 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (174) 266 92 II 5 内面炭化物付着

145-2 58埋 胴～底 RL斜回 (161) 96 II 7 

146・1 60埋 胴～底 RLR斜匝l (306) 134 II 7 

146・2 59埋 口縁～胴 RL回、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 210 (190) II 5 外面炭化物付着

146-3 59埋 胴～底 RL斜匝l (62) (114) II 7 

146-4 59埋 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

146-5 59埋 胴 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 JI 7 外面炭化物付着

147-1 61埋 口縁 単 I(R)側圧 II 5 

147-2 61埋 胴～底 直前段反撚RRL (233) 90 II 7 
外面上半、内面下半炭

化物付着

147-3 61埋 胴～底 RL斜回 II 7 

148-1 62埋 完形 LR側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 216 350 117 114 内面炭化物付着

148-2 62埋 完形 結 I(LR・RL)横匝l 結 I(LR・RL)横回 142 152 73 II 7 内面炭化物付着

149-1 63埋 口縁～胴 RL回、 R側圧 RL斜匝l II 5 外面炭化物付着

150-1 64埋 胴～底 RL斜回 (133) 100 II 7 内面炭化物付着

150-2 64埋 胴～底 RL斜回 (299) 123 II 7 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付着

151-1 65埋 完形 単 I(R)側圧・微隆帯→刺突 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (205) 344 133 II 5 

152-1 66埋 胴～底 RL斜回 (165) 119 II 7 

153-1 67埋 ロ縁～胴 R側圧、隆帯貼付→R側圧 結 I(RL・RL)横回、 RL斜回 186 (67) II 5 外面炭化物付着

153-2 67埋 口緑～胴 微隆帯、単 I(R)側圧 結 I(RL・RL)横回 II 5 外面炭化物付着

153-3 67埋 胴 RL斜回 II 7 外面炭化物付着

153-4 67埋 胴 RL斜回 II 7 外面炭化物付着

153-5 67埋 胴～底 RL斜回 II 7 

154-1 68埋 口縁～胴 単 1(R)側圧 結 I(RL・LR)横回、 RL斜回 (198) (157) II 5 

154-2 68埋 胴～底 RL斜回 (82) 112 II 7 内面炭化物付着

154-3 72埋 ロ縁～胴 単 1(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 

154-4 72埋 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 ・RLR斜匝l II 5 

154-5 71埋 口緑～胴 LR回、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜匝l II 5 

154-6 68埋 口縁～胴 小波状口縁、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜匝i II 5 
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155-1 70埋 胴 RL斜回 II 7 

156-1 69埋 口縁～胴 L側圧 RLR斜回 II 5 

156-2 69埋 略完形 単 I(R)側圧 結 1(LR・RL)横回、 RL斜回 188 231 110 II 5 

156-3 69埋 胴～底 RL斜回 (146) 126 II 7 内面炭化物付着

156-4 69埋 胴 RL斜回 II 7 

156-5 69埋 胴 RLR斜回 II 7 外面炭化物付着

156-6 69埋 胴 RLR斜回 II 7 

156-7 69埋 RLR斜回 II 7 

157-1 73埋 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 1(RL・LR)横回、 RL斜回 194 248 112 II 5 外面炭化物付着

157-2 73埋 口縁～胴 小波状口縁、単 I(R)側圧 結 1(LR・RL)横回、RL斜回 II 5 

158-1 74埋 胴～底
結節回転文(R)、結 I(LR・RL) 

(337) 103 II 7 
横回、RL・RLR斜回

159-1 77埋 口縁～胴 (450) (327) II 6 

160-1 78埋 胴～底 RL斜回 (107) 94 II 7 

160-2 78埋 胴 RL斜回 II 7 内外面炭化物付着

161-1 79埋 口縁～胴 LR側圧、隆帯貼付→LR側圧 結 l(LR・RL)横回、RL斜回 208 (142) 115 ロ唇にLR回？

161-2 79埋 ロ縁～胴 小波状口縁、隆帯→L側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 外面炭化物付着

162-2 80埋 胴～底 RL斜回 (95) 86 II 7 

162-3a 80埋 胴 RL斜回 II 7 

162-3b 80埋 胴～底 RL斜回 II 7 

163-1 81埋 完形 単 I(R)側圧
結回(R)、結 1(RL・LR)、直前

208 304 !02 II 5 
外面上半、内面底部付

段反撚RRL、RL回 近炭化物付着

163-2 82埋 完形 単 I(R)側圧 結 I(RL・LR)横回、RL斜回 167 244 83 II 5 

163-3 81埋 口縁～胴 単 I(R)側圧 LR横回 II 5 外面炭化物付着

163-4 82埋 確認面 口縁～胴 RL側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 5 

163-5 82埋 確認面 口縁 単 I(R)側圧 II 5 外面炭化物付清

163-6 82埋 胴 結 I(LR・RL)横回 II 7 外面炭化物付着

164-1 84埋 胴～底 結 I(RL・LR)横回、 RL斜回 (327) 102 II 7 

164-2 84埋 完形 LR側圧 LR回・多軸(R)回 (175) (237) 85 II 5 外面炭化物付着

165-1 85埋 胴～底 直前段反撚RRL斜回 (362) 120 II 7 

166-1 86埋 胴～底 RLR斜回 037) 120 II 7 

166-2 87埋 口縁～胴 結 I(LR・RL)横回、 LR側圧 RLR斜回 156 275 92 II 4 

168-1 焼土l 焼土上 口縁～胴 沈線 RLR斜回 II 3 外面炭化物付着

168-2 焼土l 焼土上 口縁～胴 単 5(R)横回→沈線 RLR斜回 II 3 外面炭化物付着

168-3 焼士l 焼士上 胴 RLR斜回 II 3 外面炭化物付着

175-1 AD60 ill 完形 RL回、 RL側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 206 396 (106) II 4 pl4~16、119

175-2 AE60 III 口緑～胴 小波状口縁、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横同、 RLR斜回 (208) (150) II 5 内面炭化物付着pl41

175-3 AF59-4 III 口縁～胴
波状口緑、結 I(LR・RL)横回→単 I(R)側

結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 (166) 210 80 II4 
圧

175-4 AE60 m 口縁～底 LR側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 (209) 86 114 内面炭化物付着pl41

175-5 AF58 ill 胴～底 RL斜回、直前段反撚RRL斜回 (226 (15) II 7 外面炭化物付着

175-6 AE59 Ill 胴～底 RL斜回 (113) (124) II 7 

176-1 AF60 Ill 胴～底 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (71) 120 II 7 

176-2 AF59 Ill 胴～底 RL斜回 (73) 94 II 7 内面炭化物付着

176-3 AD59 ill 胴～底 結 I(LR・RL)横回 (52) 80 II 7 

176A AF60 ill 台付底部 無文 (25) 90 II 5 外面炭化物付着

177-1 AK59・2 III 口縁 単 5(R)横回、 R側圧 II 3 

177-2 AK59-2 ill ロ縁～胴 R側圧、結 I(RL・LR)横回 RLR斜回 II 4 

177-3 AE60 ill 口縁～胴 RLR側圧、微隆帯 無文 II 4 外面炭化物付着

177-4 AD58 Ill 口縁～胴 R側圧、微隆帯 結 I(LR・RL)横回 II 5 

177-5 AE59 ill 口縁～胴 波状口縁、 単 I(R)側圧
結 I(RL・LR)横回、直前段反

JJ5 自縄自巻？
撚RRL斜回

177-6 AD59 III ロ縁～胴 単 I(R)側圧
結 I(LR・RL)横回、直前段反

II 5 
撚RRL斜回

177-7 AE59 III 口縁～胴 微隆帯、 RL側圧 結 I(RL・ LR)横回、RL斜回 II 5 外面炭化物付着pl66

177-8 AD59 III 口縁～胴 RL回、R側圧
結 I(LR・RL)横回、RLR斜回、

II5 
単 1(R)縦回

177-9 AD58 ill 口縁～胴 単 I(R)側圧
結 I(LR・RL)横回、直前段反

II 5 外面炭化物付着
撚RRL斜回

177-10 AC58 ill ロ縁～胴 LR回、微隆帯、R側圧 結 I(RL・LR)横回、単 I(R)縦回 II 5 外面炭化物付着

17Hl AJ59-3 田 ロ縁～胴 単 I(R)側圧 RL斜回 II 5 

177-12 AE60 II・ill ロ縁～胴 LR回、LR・RL側圧 結 I(LR・RL)横回 II 5 外面炭化物付着

177-13 AD59 田 口縁～胴 RL側圧、微隆帯、結節回転文(R)縦回 単 I(RR)縦回 II 5 

177-14 AE60 m ロ縁～胴 微隆帯→刺突、単 I(R)側圧 単 1(LR)縦回 II 5 
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177-15 AE59 田 口縁～胴 RL回、単 I(R)側圧、楕円形刺突 結 I(RL・LR)横回 II 5 外面炭化物付着

177-16 AD59 田 口縁 LR回、微隆帯→刺突、 LR側圧 不明 II 5 外面炭化物付着

177-17 AD58 田 口縁～胴 LR側圧、刺突 多軸絡条体(R)縦回 II 5 

177-18 AE60 ill ロ縁～胴 結 I(RL・LR)横回 RU黄回 II 6 pl40 

177-19 AE60 m 口縁～胴 結 I(LR・RL)横回 RLR斜回 II 6 

177-20 AD59 m 口縁～胴 単絡(R)側圧、剌突 単 !A(R)縦回 II 5 12埋周辺

177-21 AF59 m 台付底部 RU黄回 II 5 

177・22 AG59 ill 台付底部 結 1(LR・RL)横回 II 5 

177・23 AD59 ill 口縁～胴
波状口緑、口唇に浅い刻み、粘土貼付→LR 

不明 ill! 
側圧、刺突

177-24 AD60 ill 口縁
波状口緑、粘土貼付→LR側圧、刺突、 口唇

III! 
に浅い刻み

177-25 AD59 ill 口縁～胴 RL側圧、 LR側圧 結節回転文(RL) ill! 外面炭化物付着

177-26 AD59 ill 胴 粘士紐貼付→LR押圧 III4 外面炭化物付着

177-27 AE60 m 口縁 粘土貼付→L押圧 結 I(RL)横回 ill4 

177-28 AF60 ill 口縁
口縁に粘土突起、浅い沈線による円形 ・横

NI 
走沈線

177-29 AE59 III 胴～底 無文、ミガキ IV3 

177-30 AE58 m 口縁～胴 沈線 LR横回 V 

178-1 AJ60-4 m 口縁～胴 LR側圧、 単 I(R)横回 RLR斜回 (260) (389) II 3 外面炭化物付着

178-2 AJ59-3 m 口縁～胴 LR回・側圧、単 I(LR)横回 直前段反撚RRL斜回 (230) (64) II 3 外面炭化物付着

178-3 AK59-2 ill 口緑～胴 RL斜回、 R側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 (223) (196) (107) Il4 

178-4 AJ60-4 ill 口緑～胴 四波状口縁、 結 1(LR・RL)横回、 R側圧 RL斜回 (176) (209) II 4 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付着

178-5 AJ59-3 III 口縁～胴 波状口縁、RL回、 R側圧、隆帯貼付→R側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 (222) (162) 114 

178-6 AJ61-l ill 口緑～胴
波状口縁、 LR回、単 I(L)横回→RL側圧、

RLR斜回 (214) (92) II 3 
LR側圧

178-7 AJ58-2P9 Ill 略完形 LR側圧 結 1(LR・RL)横回、 RLR斜回 (145) 152 76 114 

179~1 AF58・59 ill 口縁～胴 LR・RL側圧 RLR斜回 (268) (270) II 4 外面炭化物付着

179-2 AJ60-4 ill 略完形 四波状口縁、単 l(R)側圧 RLR斜回 205 l02 274 II 5 外面炭化物付着

179-3 AJ60-1・2 ill 口縁～胴 波状口縁、単 I(R)側圧
結 I(LR・RL)横回、直前段反

(223) (235) II 5 
撚RRL斜回

179-4 AJ60-3 ill 口縁～胴 RL回、 単 I(R)側圧
結 I(LR・RL)横回、直前段反

(200) (96) II 5 
撚RRL斜回

179-5 AJ60-4 田 ロ縁～胴 単 I(R)側圧、隆帯貼付→単 I(R)側圧 結 l(LR・RL)横回、 RL斜回 (216) (154) II 5 外面炭化物付着

180-1 AJ60-4 田 口緑～胴 波状口縁、単 I(R)側圧 RL斜回 (192) (157) II 5 

180-2 AJ58-1P6 ill 口縁～胴 RL回、単 I(R)側圧
結 I(LR・RL)横回、直前段反

(230) (210) II 5 外面炭化物付着
撚RRL斜回

180-3 AK58-4 m 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (192) (153) II 5 

180-4 AJ58・3 m 口縁～胴 小波状口縁、 RL回、単 I(L)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 (228) (80) II 5 

180-5 AJ58-3 田 口緑～胴 小波状口縁、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (232) (205) II 5 

180-6 AL60A m 口緑～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 (212) (77) II 5 外面炭化物付着

180-7 AK59-4 III 口縁～胴 RL回、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 (210) (50) II 5 

180~8 AK59-2 ill 口縁～胴 LR回、単 I(R)側圧
結 I(多条LR・RL)横回、 RL斜

(146) (254) II 5 外面炭化物付着
回

181-1 AJ60-3 III 略完形 波状口縁、 RL斜回→単 I(R)側圧 RL斜回 153 2IO 85 II 5 外面炭化物付着

181-2 AK59-4 III 口縁～胴 RL回、 LR側圧、隆帯貼付→LR側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 (238) (265) II 5 外面炭化物付着

181-3 AJ58-3PIO III 口緑～胴 小波状口縁、 RL回 ・LR側圧、単 I(L)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 (177) (200) II 5 

181-4 AK58 田 ロ縁～胴 小波状口縁、 RL回、 RL側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 206 (201) II 5 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付着

181~5 AH58-4 III 口縁～胴 LR側圧 結2(LR・RL)横回、 RLR斜回 (234) (168) II 5 外面炭化物付着

181-6 AH58 ill 略完形 小波状口縁、 LR回 ・結 1(LR・R)横回 RLR斜回 (216) 288 105 II 6 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付着

182-1 AK58 ill 口緑～胴 LR回 ・結 I(LR・RL)横回 結 I(LR・RL)横回 (160) (I 17) II 6 炭化物付着

182-2 AK59-l 田 ロ縁～胴 結 I(LR・RL)横回 RU黄回 (170) (106) II 6 

182-3 AJ60-3 m 台付底部 RU黄回 ・RLR斜回 (57) 97 II 5 

182-4 AJ60-3 ill 台付底部 直前段反撚RRU黄回 (37) 105 II 5 

182-5 AL60-l ill 台付底部 RU黄回 (33) (84) JI 5 

182~6 AJ60-3 ill 台付底部
LR・RU黄回、 直前段反撚RRL

(40) 96 II 5 
斜回

182-7 AJ60-2 ill 台付底部 RU黄回 (30) 103 II 5 

182-8 AH58-3 ill 台付底部 無文 (27) 100 II 5 内面炭化物付着

182-9 Al・J60 ill 胴～底 直前段反撚RRL斜回 (218) (105) II 7 
内面底部付近と外面胴

部上半に炭化物付着

182~!0 AK59-2 ill 胴～底 RL斜回 (130) (43) II 7 内面炭化物付着

182-11 AK59-l III 胴～底 RLR斜回 (88) (140) II 7 
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遺物観察表

土器観察表15
図版

出土地点
出士

部位 ロ唇・ 口縁 胴 部
口径 器高 底径

分類 備 考
番号 層位 (mm) (mm) (mm) 

182-12 AJ58-IP8 ill 胴～底 RL斜回 (140) (122) II 7 

182-13 AJ58-1P6 ill 胴～底 RL斜回 (144) (120) II 7 

182-14 AJ58-3 ill 胴～底 RL斜回 (118) (124) II 7 内面炭化物付着

182-15 AJ58-3 m 胴～底 RLR斜回 (57) (JOO) II 7 内面炭化物付着

182-16 AJ58-3 ill 胴～底 RL斜回 (48) 69 II 7 

182-17 AL60-4 ill 胴～底 RL斜回 (43) 58 II 7 

183-1 AJ58-3 ill 胴～底 RL斜回 (130) 58 II 7 

183-2 AL58-4 III 胴～底 RL斜回 (113) 63 II 7 内外面炭化物付着

183-3 AJ58-3Pl0 ill 胴～底 RLR斜回 (136) (87) II 7 内外面炭化物付着

183~4 AJ58-3 ill 胴～底 直前段反撚RRL斜回 (60) (104) II 7 

183-5 Al58 ill 胴～底 RL斜回 (52) 114 II 7 

183-6 AK59-2 ill 胴～底 RLR斜回 (148) (IOO) II 7 外面炭化物付着

183-7 AL60-2 III 胴～底 RL斜回 (67) 84 II 7 

183-8 AJ58-4 ill 胴～底 RL斜回 (69) (51) II 7 

183-9 AJ60-4 III 胴～底 RL斜回 (57) 10 II 7 内面炭化物付着

183-10 AJ60-4 III 胴～底 RL斜回 (41) 63 II 7 

183-11 AJ58-l III 胴～底 結 I(LR・RL)横回 (36) 45 II 7 内面黒色付着

183-12 
AJ58-3Pl 

III 胴～底 単 I(LR・R)縦回 II 7 
3 

184-1 AJ60-4 III 胴 貝殻腹縁文 I 

184-2 AJ58-4 III 胴 条痕文（横） I 

184-3 AJ 58-4 m 胴 条痕文（横）→貝殻腹縁文 I 

184-4 AL60-2 ill 胴 貝殻腹縁文→沈線 I 

184-5 AJ61-l ill ロ縁 単6A(R)横回→RLR側圧 II 3 

184-6 AK60-2 ill ロ縁 単5(R)横回 II 3 

184-7 AK59-2 Ill下 口縁～胴 隆帯→単5(R)横回？、 RLR側庄 II 3 

184-8 AK60-2 III 口縁～胴 単6A(R)横回、隆帯→RLR側圧 RLR斜回 II 3 

184-9 AJ60-4 ID 口縁～胴 LR回、単 I(LR)側圧→LR側圧 RLR斜回 II 3 

184-10 AJ59-3 III ロ縁～胴 単 I(LR)横回、 LR側庄 II 3 

184-11 AK60-l 口縁～胴 隆帯、単 I(R)横回 II 3 

184-12 AJ59-I ID 口縁～胴 LR回、単 I(LR)横回、 LRL側圧 直前段反撚RRL斜回 II 3 

184-13 AJ58-4 III LR回、単 I(R)横回・側圧 RLR斜回 II 3 

184-14 AJ60-l ill 口緑～胴 LR側圧 RLR斜回 II 3 

184-15 AJ60-l ill 口緑～胴 結 I(RL・LR)横回→単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 4 

184-16 AK59-4 ill ロ縁～胴 LR・RL側圧 結 I(LR・RL)横回 II 4 

184-17 AI58 ill 口縁～胴 RL回、結 I(LR・RL)横同→LR側圧 II 4 

184-18 AJ60-l ill 口縁～胴 LR側圧 結 I(RL・RL)横回？ II 4 

184-19 AJ59-3 III 口縁～胴 波状口縁、隆帯、 R側圧 RU黄回、斜回 II 4 

184-20 AJ60-4 ill 口縁～胴 R側圧 直前段反撚RRL斜回 II 4 

184-21 AL60-4 ill ロ縁～胴 R側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 4 外面炭化物付着

184-22 AJ60-4 m 口縁～胴 波状口縁、単 I(R)側圧、 LR側圧 RL斜回 II 4 

185-1 AH58 ill 口緑～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 5 

185-2 AJ60-4 III 口縁～胴 波状口縁、単 I(R)側圧 結 I(RL・LR)横回 II 5 外面炭化物付着

185-3 AK59-4 ill 口緑～胴 波状口縁、単 I(R)側圧 結 I(RL・LR)横回 II 5 

185-4 AJ60-3 ill ロ縁～胴 波状口縁、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 I] 5 

185-5 AH57 ill 口縁～胴 単 I(R)側圧 II 5 

185-6 AH58 田 口縁 単 I(R)側圧 II 5 

185-7 AK58-3 m下 口縁～胴 単5(R)側圧 結 I(RL・LR)横回 II 5 

185-8 AJ59-2 ill ロ緑～胴 LR回、単 I(R)側圧 結 I(RL・LR)横回 II 5 自縄自巻？

185-9 AL58-4 m 口縁～胴 LR回、単 I(R)1ll!l庄 結 I(RL・LR)横回、 RLR斜回 II 5 
外面炭化物付着、自縄

自巻？

185-10 AH58 ill 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、RLR斜回 II 5 

185-11 AJ60-4 ill 口縁～胴 単 I(R)側圧 RLR斜回 II 5 内面炭化物付着

185-12 AH58 m 口縁～胴 単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 II 5 

185-13 AK59-l m下 ロ縁～胴 穿孔、単 1(R)側圧 結 I(RL・LR)横回 II 5 外面炭化物付着

185-14 AJ59-3 m 口縁～胴 単 I(R)側圧、微隆帯 RL斜回 II 5 自縄自巻？

185-15 AJ58-3 田 ロ縁～胴 RL回、単 I(R)側圧、微隆帯、刺突 結 I(RL・LR)横回、 RLR斜回 II 5 

185-16 AJ58-3 田 口縁～胴 RL回、単 I(R)側圧、微隆帯→刺突 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 5 外面炭化物付着

185-17 AL58-4 m 口縁～胴 微隆帯→R側圧 結 1(LR・RL)横回・ II 5 外面炭化物付着

185-18 AL58-4 田 ロ縁～胴 微隆帯→LR側圧 結 1(RL・LR)横回 II 5 外面炭化物付着

185-19 AJ58-2 m 口縁～胴 波状口縁、 R回、 R側圧、微隆帯 結 1(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 5 

185-20 AJ58-2 田 ロ縁～胴 RL回、 R側圧、隆帯→RLR横回 結 1(LR・RL)横回、RLR斜回 II 5 

185-21 AK58A 旧 口縁～胴 L・R側圧 結 I(RL・LR)横回 II 5 外面炭化物付着
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

土器観察表16
図版

出土地点
出土

部位 口唇 ・ ロ縁 胴 部
口径 器尚 底径

分類 備 考
番号 層位 (mm) (mm) (mm) 

185-22 AJ60 III 口縁～胴 R・LR・R側圧 RL斜回 II 5 

185-23 AJSS-3 ill 口縁～胴 粘土貼付→L側圧 結 I(RL・LR)横回、 RLR斜回 115 

185-24 AH58-2 III ロ縁～胴 L・R側圧 単 I(R)縦回 II 5 

186-1 AH58-2 Ill 口縁～胴 L・R側圧 単 IA(L・R)縦回 II 5 外面炭化物付看

186-2 AH58-4 II 口縁～胴 LR回、L側圧、微隆帯上に刺突 結 I(RL・LR)横回 II 5 外面炭化物付着

186-3 AJ58-2 III 口縁～胴 LR側圧 II5 

186・4 AJ60-l Ill 口縁～胴 結 I(RL・LR)横回→R側圧 II 6 

186-5 AH58 Ill 口縁～胴 結 I(RL・LR)横回 II 6 

186-6 AJ60-l Ill 口緑～胴 R側圧 結 I(RL・LR)横回 !16 

186-7 AK61-2 III 口縁～胴 ロ唇RL回、結 1(RL・LR)横回 RLR斜回 II 6 

186-8 AK59-l III ロ縁～胴 結 I(RL・ LR)横回 RLR斜回 II 6 

186-9 AK6! m 口縁～胴 結 I(RL・LR)横回 RL! 黄回 II 6 

186-10 AH58-3 III 口縁～胴 無文、穿孔 II 6 

186-ll AL60-2 ill 口縁 無文、隆帯 II 6 

186-12 AL60-l III 口縁 無文、隆帯 II 6 

186-13 AJ60-2 ill 口縁 無文 II 6 

186-14 AK59-4 ill 胴 単 IA(R)縦回 II 7 

186-15 AH58-2 III 胴 単 IA(R・L)縦回 II 7 

186-16 AH58-2 ill 胴 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 II 7 

186・17 AJ60-2 ill 胴 結節回転文(L) II 7 

186~18 AH58 II 胴 結 2(LR・RL)横回 117 

186-19 AH60 ill 胴～底 単 IA(L)縦回 (35) 45 II 7 

186-20 AK61 III 口縁 口唇面取り、横走・縦走沈線施文 118 焼成堅緻

186-21 AK59-4 ill 口縁 波状口縁、粘土貼付→L押圧→刺突 III3 

186-22 AK59-4 ill 口緑～胴 粘土貼付→L押圧→刺突 LR横回 III3 

187-1 AN59-2 III 口緑～胴 単4(R)横回、隆帯→絡条体側圧 直前段反撚RRL斜回 211 (207) II 3 

187-2 AQ54 III 口縁～胴 単6A(R)横回、沈線 RLR斜回 (200) (262) II 3 

187-3 AP53 ill 口縁～胴 単6A(R)横回→RLR側圧 RLR斜回 (233) (232) II 3 

187・4 AI57-4 III 口緑～胴 LR側圧 結 I(LR・RL)横回、 RLR斜回 (204) (150) II 3 

187-5 AF57 III ロ縁～胴 LR回、 R側圧 結 I(LR・ RL)横回、 RLR斜回 (146) (118) II 5 外面炭化物付着

188-1 AG59 Ill 口縁～胴 単 I(R)側圧
結回(L)、結 I(RL・LR)、直前

211 (207) II 5 
段反撚RRL回

188-2 AG59 ill 胴～底
結 I(LR・RL)横回、 直前段反 (145) (100) II 5 
撚RRL、RL斜回

188-3 AG59 III 完形 波状口縁、 RL回、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回、 RL斜回 185 278 83 II 5 口緑部方形基調

188-4 AH57 ill 台付底部 RL斜回？ (18) II 5 内面炭化物付着

188-5 AS48 III 台付底部 無文 (42) 81 II 5 

189-1 AH57-3 Ill 胴 I 

189-2 AH57 ill 胴 押し引き 貝殻腹縁文 I 

189-3 AG59 I 胴 貝殻腹緑文 I 

189-4 AR49 II 口縁 RL回、単5(R)横回、RL側圧、 沈線 II 3 

189-5 AT49 ill 口縁～胴 単6A(R)横回、隆帯→RL回、 RLR側圧 RLR斜回 II 3 

189-6 AT56 Ill 口縁 単6A(R)横回→LR側圧 II 3 

189-7 AQ52 III 口縁～胴 波状口縁、単6A(R)横回 II 3 

189-8 A054 N 口縁～胴 波状口縁、単6A(R)横回 単 I(R)縦回 II 3 

189-9 AR48 II 口縁～胴 RLR側圧、隆帯→RLR側圧 RLR横回 II 3 

189-10 AQ53 III 口縁～胴 単軸絡条体回転施文 RLR側圧 II 3 

189-11 AH56 ill 口緑～胴 波状口縁、 R側圧、LR側圧 単 I(R)縦回 114 

189-12 Al57-3 ill 口縁 R側圧 II 5 外面炭化物付着

189-13 Al56 ill ロ縁～胴 L側圧、微隆帯 結 I(RL・LR)横回、 RL斜回 II 5 

189-14 AF57 ill 口縁～胴 波状口縁、単 1(R)側圧
結 1(LR・RL)横回、直前段反

II 5 外面炭化物付着
撚RRL斜回

189-15 AH58 III 口縁～胴 波状口縁、単 I(R)側圧 結 I(LR・RL)横回 115 

189-16 AK51 Ill 口縁 単 I(R)側圧 II 5 

189-17 Al57 I 口縁～胴 微隆帯→刺突、 L側圧 RU黄回 II 5 

189-18 ? 60 Ill 口縁～胴 LR側圧、屈曲部に刺突 結節回転文、 LR横回 II 5 

189-19 AG59 ill 胴～底 単 IA(R)縦回 II 7 

189-20 AI57 III 胴 単 IA(R・L)縦回 II 7 

189-21 表採 ロ縁 波状口緑、粘土貼付→L押圧→刺突 III3 

189-22 AI56 III 口縁 隆帯・粘土紐貼付→L押圧 LR横回 ill4 

189-23 Al57 III 口縁 隆帯 ・粘土紐貼付→L押圧 LR横回 ill4 

189-24 AI56 ill 口縁 折り返し 口縁 IV I 
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遺物観察表

石器観察表

凡例 器種：半円状；円状扁平打製石器。 扶入扁 ；扶入扁平鹿製石器。 石冠 ；北海道式石冠。

石質： 珪頁 ；珪質頁岩。 珪；玉髄質珪質頁岩。 石英安 ；石英安山岩。 安山凝；安山岩質凝灰岩。 輝凝片；輝緑凝灰質片岩。

輝緑凝；輝緑凝灰岩。軽石凝；軽石凝灰岩。 細粒凝；細粒凝灰岩。 緑色凝；緑色凝灰岩。 緑細凝；緑色細粒凝灰岩

(1)岩渡小谷(3)遺跡剥片石器観察表

言号1品言丘I;:言］言芦ぎI~言琵I自；；；

長さ 幅 厚さ 重さ
(mm) (mm) (mm) (g) 

79 9 46, 4 19. 9 53. 4 
58, 5 37. 7 13. I 16. 0 
67 7 39. 2 12, 3 29. 0 

備考

削器

削器。刃部に微細剥離と光沢顕著

削器。刃部に微細剥離顕著

10
-7-11 

理
号

整

番

(2)岩渡小谷(3)遺跡礫石器観察表

図番号 出土地 層位 器種 分類 石質
長さ 幅 厚さ 重さ

備 考
整理

(cm) (cm) (cm) (g) 番号

8-7 C017 I 敲磨器 Ka2 安山岩 (9. 9) 7 6 3. 7 (426. 5) 挟入磨石。欠損。 03 
8-8 CQ17 III 敲磨器 Ka2 石英安 (7. 2) 6, 5 3. 5 (223. 6) 磨石。破片。 08 
8-9 CQ16 III 敲磨器 Ka2 緑色凝 (11, 9) 4. 7 2, 3 (158. 2) 破片。端部にも敲打痕。 05 
8-10 CRIB III 敲磨器 Ka2 閃緑岩 (8. 3) (5. 3) (2 3) (131. 7) 破片。 17 
9-1 CQl7 田 敲磨器 Ka2 輝緑岩 I I. 5 6. 2 3, 2 320. 5 磨石。完形。平坦面に溝状の敲打痕。石冠に似る。上側縁にも敲打痕。 12 
9-2 COJS Ill 石冠 N 輝緑岩 12 2 7. 4 5 1 671, 7 完形。溝は巡らない。 04 
9-3 CP12 田 敲磨器 Ka2 輝緑岩 IO. 7 7. 3 4, 3 553 3 磨石。完形。両端スリ 。側面に広いスリ痕。 120 
9-4 CQl7 田 半円状 L 細粒凝 10. 2 4.0 2. 1 116, 0 完形。小型。板状礫紫材。 07 
9-5 CTl8 DI b 敲磨器 Kb2 凝灰岩 9. 6 8, 2 6. 9 640. 3 敲石。完形 21 
9-6 CQl7 ill 敲磨器 Kb2 緑色片岩 II. 6 4, 9 1.7 171. 0 板状節理。全体にスリ整形。端部に潰れ。 I] 

9-7 CRIS 田 敲磨器 Kc I 安山岩 7. 8 9, 2 2. 7 258. 0 凹石。 完形。浅い凹孔。 18 

(3)岩渡小谷(4)遺跡剥片石器観察表

図番号 出土地 層位 器種 分類 石材
刃部

形整加形態工の
素材 素材

種素打材面類のの
残存 長さ 幅 厚さ 重さ

備 考
整理

加工 技術 形態 率 (mm) (mm) (mm) (g) 番号

IHI 住居 SIDI 2層 石鏃 Ae 珪頁 SP SP 不明 剥片 不明 完形 41. 6 15. I 5 2. 5 S-5。赤色顔料付着 013 
13-12 住居 SIOl 2層 石匙 Da 珪頁 不明 なし 不明 剥片 不明 刃蔀欠 19, 4 28. 2 6. 6 2, 5 S-1。破片。つまみ部は I+Pで加工。 7 
13-13 住居 SIDI 2層 スクレイバー Ga 珪頁 SP HI 不明 縦長剥片 不明 破片 31,2 29. 3 7. 9 6, 6 石匙破片？。周縁加工。 011 
13-14 住居 SIOI 1層 スクレイパー Ga 珪頁 SP 不明 不明 剥片 不明 基部欠 46 0 28 6 8. 2 8 4 削器。周縁加工。 14 
13-15 住居 S!Ol 床面 スクレイバー Ga 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 完形 71.7 46, 4 8. 8 21.7 S-7。削器。周緑加工。 016 
13-16 住居 SIOI 2層 R7レイク Gb 珪頁 SP 剥片 不明 完形 28 44 14 17. 2 S-3。削器。部分加工 8 
13-17 住居 S!Ol 1層 R7レイク Gb 珪頁 SP 剥片 完形 50 43 16 21 0 部分加工。浅い調整 12 
19-18 住居 S!02 覆土 石鏃 Ad 玉珪 S'P S'P 不明 剥片 不明 完形 37. I 14. 3 7, 3 3. 4 S-10。茎部にタール状付着物 020 
19-19 住居 SI02 覆土 石鏃 Ab 玉髄 SP SP 不明 剥片 完形 40. 4 12. I 4 I 1.7 S-3。 039 
19-20 住居 SI02 覆土 石錐 C 珪頁 SP 不明 不明 剥片 不明 完形 45. 8 13. 0 9, 5 5. I S・ll。片面加工。未製品？。 23 

19-21 住居 SI02 覆土 石匙 Da 珪頁 SP SP 不明 縦長剥片 完形 72 4 35. 8 12. 3 21. 8 
S-18。右側辺に微細剥離顕著、摘み部

024 
はHIで加工

20-l 住居 SI02 覆土 石匙 Da 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 加工欠 完形 59 5 29 5 7. 8 8. 5 S-23。片面加工。摘み部は HIで加工 030 
20-2 住居 S!02 覆土 石匙 Da 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 完形 52, 0 32. 4 8. 4 6, 0 S-24。片面加工。摘み部は HIで加工 031 
20-3 住居 S102 覆土 石匙 Da 珪頁 SP SP 不明 縦長剥片 不明 基部欠 55 4 29 5 12. 3 21 0 S-14。両側辺に微細剥離 026 
20-4 住居 SIOZ 覆土 U7レイク Ge 珪頁 なし なし HD 縦長剥片 平坦 完形 68 50 11 19, 0 S-17。微細剥離痕 18 
20-5 住居 S!02 覆土 スクレイバー Ga 珪頁 SP D HD 縦長剥片 完形 41 68 28 54 7 S-21。片面縁辺加工 29 
20-6 住居 SI02 覆土 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP 縦長剥片 破片 24. 6 22. 8 7. 8 5. I S-62。石匙破片？ 576 
20-7 住居 S!02 覆土 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 平如 完形 58. 4 35. 9 10, 4 IO. 7 削器。片面周縁加工。 034 
23-13 住居 SI03 l層 スクレイパー Ga 珪頁 SP D 不明 剥片 加工欠 左側欠 33. 8 32. l 12, 9 13. 2 S-27。削器。周縁加工。 43 
23-14 住居 SI03 確認 フレイク la 珪頁 なし D 不明 剥片 不明 刃郡欠 60. 8 35. 4 19, 7 43. 6 S-4。部分加工。石箆未製品？ 41 
26-1 住居 SI04 13層 石匙 Da 珪頁 SP SP 不明 縦長剥片 破片 28. 3 18. 7 10 7. 0 S-5。両側辺微細剥離、裏面に光沢痕。 051 
26-2 住居 SI04 1層 R7レイク Gb 珪頁 SP なし HD 横長剥片 点状 完形 26 34 6 3. 3 部分加工。 49 
26-3 住居 S!04 床面 U7レイク Ge 珪頁 なし なし HD 横長剥片 完形 34, 7 64. 8 13. 3 16. 6 S-13。末端辺に微細剥離顕著 055 
27-9 住居 SI05 撹乱 石匙 Da 珪頁 SP SP 不明 縦長剥片 基蔀欠 52 9 27. 6 7. 5 12.1 両側辺微細剥離顕著、裏面に光沢 059 
27-10 住居 S!05 確認 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 加工欠 完形 56 36 10 12, 4 S-1。片面加工。 58 
29-20 住居 SI06 覆土 R7レイク Gb 珪頁 SP SP HD 横長剥片 完形 62, 8 33. 8 9. 3 13. 6 S-3。縁辺部分加工 061 
31-9 住居 S!07 床面 石匙 Da 珪頁 SP SP 不明 縦長剥片 破片 35. 9 22. 5 6, 2 4, 7 S-5。被熱 068 
31-10 住居 SI07 覆土 スクレイバー Ga 珪頁 SP SP 不明 剥片 刃部片 29. 1 40. 3 8 11.3 S-7。両側辺に微細剥離。石匙？ 069 
34-1 住居 S!09 2層 石匙 Da 珪頁 SP SP 不明 縦長剥片 刃部片 44. 3 20. 8 9, 6 IO. I S-11。両側辺に微細剥離。裏面に光沢痕 075 
35-1 住居 SilO 2層 スクレイパー Ga 珪頁 SP 破片 18 26 4 2. 3 S-2。削器。刃部片。 76 
39-1 住居 Sill 5層 石鏃 Ab 珪頁 SP SP 不明 剥片 完形 36. 7 13. I 4.4 1. 7 S-29。 100 
39-2 住居 Sill 4陪 石匙 Da 珪頁 SP SP HD 横長剥片 完形 41. 9 21. 0 8, 7 5. 3 S-28。縁辺加工 099 
39-3 住居 Sill l層 石匙 Da 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 切子 完形 56, 4 33. 9 II. 5 10, 4 S-8。尖頭状 087 
39-4 住居 Sill IO層 石匙 Da 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 完形 88 6 28. 2 13. 2 22, 7 S-27。裏面に光沢顕著 098 
39-5 住居 Sill l層 石匙 Da 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 平坦 完形 34, 5 32, 4 11. 3 8, 7 S-18。両側辺に微細剥離 092 
39-6 住居 SIII l層 スクレイパー Ga 珪頁 SP なし D 縦長剥片 平坦 末端欠 46 4 26, 9 9. 7 IO 4 S-16。削器。周縁加工。 91 
39-7 住居 SIii 15層 R7レイク Gb 珪頁 SP なし D 矩形剥片 切子 完形 33, 6 42, 3 9, 9 9, 6 S-33。削器。周縁加工。 l03 

39-8 住居 SIii 10層 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 完形 67. 5 31. 9 II. 5 25, 5 
S-36。右側辺に微細剥離顕著。裏面に

106 
光沢痕

39-9 住居 Sill IO層 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP HD 縦長弱片 完形 46. 4 21. 8 5. 2 3. 3 S-26。両側辺に微細剥離 097 
39-10 住居 Sill 1層 スクレイパー Ga 珪頁 SP D 縦長刹片 完形 31 28 8 3. 8 S-3。周縁加工 81 
39-ll 住居 Sill 1層 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP 縦長刹片 加工欠 完形 29 19 7 2. 9 S-5。周縁加工 84 
39-12 住居 Sill 15屈 スクレイバー Ga 玉珪 SP なし D 縦長剥片 一部欠 29 24 12 8. 0 S-32。周縁加工 102 
39-13 住居 SIil 1層 R7レイク Gb 珪頁 SP なし 縦長剥片 完形 45 19 6 3, 9 S-10。両側緑に微細剥離。 78 
39-14 住居 Sll! 1層 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP HD 横長剥片 平坦 完形 36 45 12 8 4 S-23。周縁加工 95 
39-15 住居 Slll 4層 石核 lb 珪頁 なし なし なし 礫 56 0 90 0 61. 5 317. 0 S-30。HDで剥片をとっている 109 
44-1 住居 SI13 1層 石匙 De 珪頁 S'P S'P なし 剥片 完形 7, 0 12. l 8 3 6. 6 S-5。両面加工。先端部光沢と隊耗 138 
44-2 住居 Sll3 1層 石匙 Da 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 平如 完形 65. 4 28. I II. 5 14. 8 S-32。裏面に光沢、摘み部はHIで加工 155 

44-3 住居 S113 5層 石匙 Da 玉珪 SP SP HD 縦長刺片 切子 完形 54. 8 29. 5 IO. I 9. 7 
S-39。右側辺に微細剥離顕著。裏面に

146 
光沢痕
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44-4 住居 S113 1層 石匙 Da 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 平坦 完形 62 3 37. 2 8. 3 10. 4 S-15。摘み部は HIで加工 143 

44-5 住居 SI13 1層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 不明 刃部欠 29. 9 25, 7 7 6. 6 
S-25。周縁加工。つまみ部はPで加工。

152 
裏面に光沢痕

44-6 住居 SI13 1層 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP HD 横長剥片 完形 55. 5 44. 0 10, 8 15. 9 S-16。削器。周緑加工 144 
44-7 住居 S!l3 2屑 器種不明 H 珪頁 SP SPとHI なし 縦長剥片 完形 90 7 32. 2 23 3 52. 9 S-18。肉厚。左側に微細剥離顕著 147 

44-8 住居 SI13 5屑 スクレイパー Ga 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 不明
基部・

32 9 30 9 14 8 15. 9 S-38。削器。周縁加工。裏面に光沢。 160 
末端欠

44-9 住居 SI13 ]屑 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 平坦 完形 58. 8 33. 7 7. 8 7. 3 
S-3。片面周縁加工。刃部に幅狭の光

135 
沢痕

44-10 住居 S113 I層 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP 不明 剥片 破片 35. 2 29. 4 12 11.8 S-2。石槍 OR石箆？。両面加工 134 
44-11 住居 SI13 U7レイク Ge 珪頁 SP なし 29 41 14 17. 5 S-20。両側緑に微細剥離。 149 
44-12 住居 Sll3 ］居 R7レイク Gb 珪頁 SP なし D 縦長剥片 加工欠 完形 39 34 IO 11. 4 S-22。周縁加工 151 
44-13 住居 S!13 1層 R7レイク Gb 珪頁 SP なし HD 縦長剥片 完形 81 63 26 125, 4 S-30。部分加工 154 
51-10 住居 SI!4 2陪 石鏃 Aa 珪頁 SP SP 不明 剥片 完形 37. 5 13. 5 4. 7 1. 6 S-40。両而加工 179 
51-11 住居 SI14 1層 石鏃 Ab 珪頁 SP SP 不明 剥片 完形 35. 2 22. 4 4 2. 3 S-17。周辺両面加工 164 
51-12 住居 S114 1唇 石匙 Da 珪頁 SP SP 不明 剥片 一部欠 43. 0 32. 9 9. I 6. 8 S-47。摘み部は HIで加工 185 

52-1 住居 Sll4 1層 器種不明 H 珪頁 HI HI HD 縦長弱片 完形 88. 9 39. 3 25 I 69. 7 
S-24。石錐か。左側に微細剥離。先瑞

167 
部摩耗？。

52-2 住居 Sll4 l層 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 完形 71. 4 69. 7 21 90. 8 S-18。削器。 刃部に微細剥離 165 

51-13 住居 S!14 2層 石匙 Da 珪頁 SP SP 不明 縦長渕片 刃部欠 45. 7 24. 0 11. 5 12.1 
S-1。両側辺に微細剥離、摘み部はHI

170 
で加工。裏面光沢

51-14 住居 Sll4 1層 石匙 Da 珪頁 SP SP 不明 縦長剥片 平坦 完形 70. 4 34. 6 16, 5 24, 4 
S-15。刃部に微細剥離、摘み部はHIで

163 
加工。裏面光沢

51-15 住居 S114 1層 石匙 Da 珪頁 SP SP 不明 縦長剥片 完形 62. 3 34. 7 9. 2 15 0 S-33。摘み部は HIで加工 175 
51-16 住居 Sll4 2層 石匙 D 珪頁 破片 19 28 7 3. 3 S-31。つまみ部片 162 
51-17 住居 S114 2層 スクレイバー Ga 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 加工欠 末端欠 29. 7 31.3 9. I 9. 6 S-45。削器。周縁加工。 183 

51-18 住居 S114 10陪 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP 不明 縦長刺片 完形 48. 9 21. 0 6. 9 6. 3 
S-37。削器。末端辺に微細剥離顕著。

178 
基部ドリル状。

51-19 住居 SII4 1層 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP HD? 縦長剥片 完形 71. 6 26. 2 11.8 13, 8 S-12。削器。片面加工 190 
51-20 住居 S114 1層 スクレイバー Ga 珪頁 s s HD 平坦 完形 47 34 15 23 2 S-13。未製品？ 161 
51-21 住居 SII4 1層 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP 縦長剥片 破片 26 19 5 1.8 S-11。片面周縁加工 189 
54-11 住居 S115 2層 スクレイバー Ga 珪頁 SP なし D 貝殻状剥片 切子 完形 28. 5 34. 0 5. 4 4. 7 S-5。掻器。周縁加工。 192 
59-13 住居 SII6 覆土 石匙 Da 珪頁 SP SP 不明 縦長剥片 加工欠 完形 74. 7 22. 1 9. 2 13. I S-6。被熱 218 
59-14 住居 S116 覆土 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 剥片 加工欠 半欠 34. 2 27. 9 7.1 7. 2 S-16。周縁加工。つまみ部はI+Pで加工。 224 
59-15 住居 SII6 覆土 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 剥片 加工欠 半欠 32 1 35. 0 6. 3 5. 4 S-7。周縁加工。つまみ部はI+Pで加工。 219 
59-16 住居 S116 覆土 石箆 E 珪頁 SP HI 不明 剥片 完形 60, 4 36. 9 16. 2 33. 8 S-30。 209 
59-17 住居 SII6 覆土 石箆 E 珪頁 HI HD 不明 剥片 完形 81. 4 31. 0 18. I 44. 8 S-9。両面加工 221 
59~18 住居 SII6 覆土 スクレイバー Ga 珪頁 SP 断片 23 30 8 7. 3 S-21。石匙破片？ 204 
59-19 住居 SII6 覆土 スクレイパー Ga 珪頁 D D 不明 矩形剥片 加工欠 完形 44 2 39. 6 19. I 33. 7 S-20。削器。周縁加工。 203 
59-20 住居 SII6 覆土 スクレイパー Ga 珪頁 HI HI 不明 剥片 完形 66, 8 35. 9 21.7 37. 3 S-32。掻器。末端辺に微細剥離顕著 210 

60-1 住居 SII6 覆土 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP 
HD? 

縦長剥片 切子 完形 55, 3 46. 9 11. 6 18. 2 S-18。削器。刃部先丸。周縁加工 202 
HI? 

60-2 住居 SII6 覆土 スクレイパー Ga 珪頁 SP なし HD? 縦長剥片 完形 44 28 lO 8. I S-25。周緑加工 206 
66-10 住居 S121 覆土 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP 剥片 刃部片 33 28 ， 7. 2 被熱 623 

70-13 住居 SI23 覆土 石匙 Da 珪頁 SP D+SP D 縦長剥片 平坦 完形 78, 4 31. 9 16 25. 7 
S-6。周縁加工。つまみ部は 1で加工。

624 
裏面に光沢痕

70-14 住居 SI23 床面 石匙 Da 珪頁 SP SP D 縦長剥片 不明 断片 31 3 27, 6 6 3 5. 0 周縁加工 628 
72-1 住居 Sl24 覆土 石箆 E 珪頁 不明 D 不明 剥片 不明 断片 51.7 33, 3 17. 9 26. 2 両面加工。墓部断片 630 

79-1 住居 SI25 覆土 石鏃 Ad 珪頁 SP SP/ 
不明 剥片 不明 完形 28, 9 11. 4 4. 4 0. 9 S-4。両面加工。被熱 638 

急角度

79-2 住居 SI25 覆土 石鏃 Ab 珪頁 SP SP 不明 剥片 不明 完形 30 3 14. 6 5. 2 1.8 S-10。両面加工 847 

79-3 住居 S125 3層 異形石器 H 珪頁 不明 S'P 不明 剥片 不明 断片 36, 6 31 4 8, 2 6. 7 
両面加工。被熱。基部片。石鏃 OR石

655 
槍の類か。

79-4 住居 S125 床面 石匙 Da 珪頁 SP SP D 縦長剥片 平坦 完形 68, 8 36, 9 12 20. l 
S-17。周縁加工。つまみ部は 1で加工。

645 
裏面に光沢痕

79-5 住居 SI25 1層 石匙 Da 珪頁 SP D+SP D 縦長剥片 平坦 完形 67, 6 36, 2 13.1 25, 8 
周縁加工。つまみ部は HIで加工。裏

649 
面に光沢痕あり

79-6 住居 S125 床面 石匙 De 珪頁 SI+SP SI+SP D 剥片 不明 完形 105, 2 29, 2 13. 4 34. 4 
S-18。両面加工。つまみ部は Iで加工。

646 
優品

79-7 住居 S125 1層 石匙 Da 珪頁 SP なし HD 縦長剥片 加工欠 刃部欠 50 25 7 7. 0 片面加工。折損後も使用。 650 
79-8 住居 Sl25 床面 石匙 Da 珪頁 HP HP D 縦長剥片 加工欠 完形 63, 8 27, 5 9 3 l2. 0 S-24。周縁加工。つまみ部はHIで加工。 648 
79-9 住居 Sl25 覆土 石匙 Da 珪頁 SP 縦長剥片 平坦 刃蔀欠 32 25 7 4. 7 片面加工。裏面光沢 632 

79-10 住居 SI25 覆土 石匙 Db 珪頁
HP/ 

HP D 縦長剥片 平坦 完形 72, 5 51.1 18. 8 34. 0 S-15。周縁加工。つまみ部はHIで加工。 644 
急角度

79-11 住居 SI25 覆土 石箆 E 珪頁 SP D 不明 剥片 不明 完形 77 3 34 2 18.1 47. 8 S-7。両面加工 640 
79-12 住居 Sl25 覆土 R7レイク Gb 珪頁 SP なし D 横長剥片 完形 31 49 14 15. 6 S-1。微細剥離痕 635 

79-13 住居 S125 床直 楔形石器 F 珪頁 HD 
HD+ 

なし 礫 適用外 完形 66, 0 44 3 26 83. 7 
S-22。両面加工。刃部縁辺には刃漬れ

647 
折取 がみられる

86-7 住居 SI26 中位 石鏃 Af 珪頁 SP SP 不明 剥片 不明 完形 36, 0 15, 7 4, 6 2. 0 S-H。両面加工

86-8 住居 SI26 上位 スクレイパー Ga 珪頁 SP 剥片 刃部片 22 36 10 7. 7 S-D。片面加工 852 
86-9 住居 S126 覆土 U7レイク Ge 珪頁 横長剥片 完形 28 42 11 7. 6 刃部に微細剥離 659 

86-10 住居 SI26 4唇 二次WI刹片 la 珪頁 適用外 HD 不明 剥片 不明 完形 89 4 53 I 21 9 96 4 
両面加工。箆状石器か尖頭器の未製品

663 
の可能性あり

91-8 住居 Sl27 覆土 石匙 Da 珪頁 SP SP D 縦長剥片 加工欠 完形 73 7 37 0 7, 8 15. 2 
S-9。周縁加工。つまみ部は l+Pで加

679 
工。裏面に光沢痕

91-9 住居 S!27 覆土 スクレイバー Ga 珪頁 SP なし D 縦長剥片 加工欠 完形 39, 4 30, 2 13, 7 7. 4 S-5。掻器。部分加工 676 
91-10 住居 Sl27 覆土 スクレイバー Ga 珪頁 SP なし D 縦長剥片 不明 完形 45 4 25. 5 8, 8 8. 0 S-5。掻器。部分加工。刃部に微細剥離 677 
91-11 住居 SI27 覆土 二次薗I弱片 la 珪頁 適用外 HD 不明 剥片 不明 完形 66 0 34, 8 21. 6 37. 6 S-15。両面加工。石箆の未製品の可能性 682 
91-12 住居 Sl27 覆土 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP D 縦長剥片 点状 完形 37 29 7 4. 5 尖頭状。周縁加工 673 

93-5 住居 SI29 覆土 石匙 Da 珪頁 HP HP D 縦長剥片 平坦 完形 56, 6 27 I 8. 5 7. 6 
S-3。周緑加工。つ まみ部は HIで加

686 
工。裏面に光沢痕

93-6 住居 SI29 覆土 石匙 Da 珪頁 SP SP D 縦長剥片 加工欠 完形 91 4 21 7 11 7 19. 4 
S-I。片面加工。つまみ部は !+SPで

684 
加工。裏面に光沢痕

93-7 住居 SI29 覆土 スクレイパー Ga 珪頁 SP なし HD 縦長剥片 平珀 完形 55, 8 23, 9 9, 2 6. 5 S-2。削器。部分加工 685 

99-1 土坑 SKIO 2層 打製石斧 Kb 頁岩 HD HD 不明 剥片 破片 52, 0 48, 6 12 3 35. 9 
S-1。刃部断片、左側の扶り部はHIで

228 
加工
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遺物観察表

図番号 出士地 層位 器種 分類 石材
刃部

形整加形態工の
索材 素材

素種打材面類のの 残存 長さ 幅 厚さ 璽さ
備 考

整理

加工 技術 形態 率 (mm) (mm) (mm) (g) 番号

101-3 土坑 SK19 底面 石箆 E 渕頸 D+P D 不明 不明 不明 完形 81. 8 33. 9 19, 8 48. 3 
S-1。両面加工。刃部は急角度で微細

689 
剥離がある。

101-4 土坑 SKl9 底面 U7レイク Ge 珪頁 なし なし SD 横長剥片 平坦 完形 58, 5 70, 7 11. 5 36, 7 
S-3。左側辺の傾斜している辺に微細

690 
剥離あり 。

101-5 土坑 SK19 底面 Uフレイク Ge 珪頁 なし なし SD 縦長剥片 平坦 完形 86, 8 48, 2 18, 5 51. 6 S-4。 691 
122-3 埋設 SR21 土器内 石匙 Da 珪頁 SP SP 縦長剥片 平坦 完形 65 7 32 5 9. 7 18 3 片面加工。脂肪酸分析資料 907 

122-4 埋設 SR21 土器内 石匙 Da 珪頁 SP SP 縦長剥片 加工欠 完形 54 8 24 8 8. 0 12. 4 
片面加工。裏面に光沢痕。脂肪酸分析

906 
資料

148-3 埋設 SR62 石匙 Db 珪頁 SP SP D 剥片 不明 左側欠 47 9 49 9 11 15. 4 
周縁加工。 つまみ部は !+SPで加工。

855 
裏面に光沢痕顕著

190-1 頂部 AE59 皿層 石鏃 Ad 珪頁 SP SP 不明 剥片 不明 完形 27. 6 13. 2 4 2 1. 2 周縁加工。被熱 866 
190-2 頂部 AF60 m層 石鏃 Ad 珪頁 SP なし 不明 剥片 不明 完形 39, 1 14, 8 5. 4 2, 7 周縁加工。未製品？。 235 
190-3 頂部 AF60 旧層 石鏃 Ae 珪頁 SP なし 不明 剥片 不明 環 欠 25 4 16 6 3. 6 I. 2 周縁加工。未製品？。 233 
190-4 頂部 AF59 田層 石錐 C 珪頁 SP なし 不明 剥片 不明 完形 46, 7 17. 0 7. 7 4. 8 周緑加工 297 
190-5 頂部 AD59 m層 石匙 Da 珪頁 SP なし D 縦長剥片 切子 完形 78 2 21. 4 12. 5 15. 7 周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。 261 

190-6 頂部 AF60 田層 石匙 Da 珪頁 SP なし SD 縦長剥片 切子 完形 72 1 24 8 11 2 15. 6 
周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。裏

254 
面全面に光沢痕

190-7 頂部 AF59 m層 石匙 Da 珪頁 SP SP SD 矩形剥片 不明 完形 76 9 46 2 9. 2 22 4 
周縁加工。つまみ部は !+SPで加工。

700 
裏面に光沢痕

190-8 頂部 AE59 l層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 加工欠 完形 64 6 28 8 7 8 IO 8 
周縁加工。つ まみ部は I+Pで加工。

244 
裏面に光沢痕

190-9 頂部 AE60 m層 石匙 Da 珪頁 SP なし SD 縦長剥片 切子 完形 69 5 30 9 9. 6 13 5 
周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。

257 
裏面に光沢痕

190-10 頂部 AF60 田層 石匙 Da 珪頁 SP なし D 縦長剥片 加工欠 完形 55, 1 37, 4 13, 4 16. 8 周縁加工。つまみ部は 1で加工。 243 

190-11 頂部 AD58 m 石匙 Da 珪頁 SP SP D 縦長剥片 切子 完形 48, 5 29, 6 7. 8 7, 5 
周縁加工。つまみ部は !+SPで加工。

581 
裏面に光沢痕顕著

190-12 頂部 AD59 Ill 石匙 Da 珪頁 SP SP D 縦長剥片 加工欠 完形 66 1 45 9 10. 5 17, 9 周縁加工。つまみ部は !+SPで加工。 582 

190-13 頂部 AE59 m層 石匙 Da 珪頁 SP なし D 矩形剥片 自然面 完形 63 3 40 8 12. 2 22 1 
周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。

248 
裏面に光沢痕

190-14 頂部 AF60 田層 スクレイパー Ga 珪頁 SP なし 不明 矩形剥片 不明 完形 34, 2 25, 9 6. 9 6 5 掻器。周縁加工 264 
掻器。周緑加工。右側辺の折れ面は左

190-15 頂部 AD59 m層 スクレイパー Ga 珪頁 SP SP D 剥片 不明 完形 46 8 34 8 12. 2 16 8 
側が刃部のときにできた事故折れで、

865 
その後再利用で末端辺を刃部として使

用している。刃部には摩耗顕著。

190-16 頂部 AE60 III層 スクレイバー Ga 珪頁 HD HD 不明 横長剥片 不明 完形 42 3 73 1 19. 5 59, 9 削器。 周縁加工 307 
191-1 頂部 AE58 I層 スクレイパー Ga 珪頁 HD なし HD 縦長剥片 自然 完形 52, 7 78, 4 23. 5 82, 9 鋸歯縁削器。部分加工 585 
191-2 頂部 AD59 lil層 R7レイク Gb 珪頁 SP 折取 D 横長剥片 加工欠 完形 25 9 39 7 17. 5 10, 5 掻器。部分加工。刃部に微細剥離 586 
194-1 捨場 AJ58 田唇 石鏃 Ab 珪頁 SP SP 不明 縦長剥片 不明 完形 37. 0 15, 7 3, 8 1.7 両面加工 716 
194-2 捨場 AJ59 m層 石鏃 Ae 珪頁 SP SP 不明 縦長剥片 不明 完形 43 5 17, 4 6 3. I 周縁加工 728 
194-3 捨場 AJ58 田層 石鏃 Ae 珪頁 SP SP 不明 縦長剥片 不明 基部欠 36, 5 15. 8 3. 7 l. 9 周縁加工 717 

194・4 捨場 AJ60 田層 石鏃 Ae 珪頁 SP SP 不明 剥片 不明 完形 65. 3 19, 2 6. 7 5, 7 大型有茎鏃（尖基）。両面加工 400 
194-5 捨場 AJ61 田層 石槍 B 珪頁 SP SD 不明 剥片 不明 尖頭器欠 41. 5 28 I 12. 7 16. 0 両面加工 401 
194-6 捨場 AK60 田層 石錐 C 珪頁 SP なし D 縦長剥片 平坦 完形 73, 2 23, 9 8 9, 4 周縁加工。先端部摩耗。 231 

194-7 捨場 AK59 田下 石錐 C 珪頁
HP/ 

HP D 横長剥片 切子 完形 33, 7 24, 7 5, 2 2. 8 部分加工。被熱 873 
急角度

194-8 捨湯 AJ60 田層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 横長剥片 不明 完形 69 7 35. 3 9, 9 13, 7 
周緑加工。つ まみ部は I+Pで加工。

394 
先端部ドリル状。

194-9 捨場 AJ59 石匙 Da 珪頁 SP SP SD 縦長剥片 不明 完形 60. 0 25. 5 7 8. 8 
周縁加工。つまみ部は !+SPで加工。

713 
襄面に広く光沢痕

194-IO 捨場 AK60 m層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 剥片 不明 完形 66, 3 36 0 12. 6 18. 6 周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。 393 
194-11 捨場 AJ58 m層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 剥片 不明 完形 58. 4 25.1 7, 8 8. I 片面加工。つまみ部は I+Pで加工。 390 
194-12 捨場 AK58 N層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 矩形剥片 加工欠 完形 58. 2 36. I 8, 4 11.7 周縁加工。つまみ部は Pで加工。 250 

194-13 捨場 AK61 II層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 不明 完形 63. 5 28. 6 13 16. 6 
周緑加工。つまみ部は I+Pで加工。

252 
裏面に光沢痕

194-14 捨場 AK60 m層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 平坦 完形 76. 6 30. 9 10 1 17. 9 周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。 396 

194-15 捨場 AL59 m層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 加工欠 完形 73. I 27. 6 8, 8 12. 2 
周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。

387 
裏面に光沢痕？

194・16 捨場 AJ58 田層 石匙 Da 珪頁 SP SP 縦長剥片 切子 完形 72. 6 21. 6 6, 8 18. 4 片面全面調整。 705 
194-17 捨場 AJ59 N層 石匙 Da 珪頁 SP なし SD 縦長剥片 切子 完形 88. 5 28. 5 14, 4 20. 3 周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。 246 
194-18 捨場 AH58 n層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 不明 完形 68. 4 28. 9 11. 5 22. 7 周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。 251 
195-1 捨場 AJ58 田層 石匙 Da 珪頁 SP D 不明 横長剥片 不明 完形 74. 6 37. I 11,3 24. 9 周縁加工 385 
195-2 捨場 AJ60 撹乱 石匙 Da 珪頁 SP SP 縦長剥片 加工欠 完形 77. 2 27.1 7. 4 22. 7 片面加工。裏面に光沢痕。 707 

195-3 捨場 AJ58 ll層 石匙 Da 珪頁 SP なし D 縦長剥片 切子 完形 80. 9 38. 5 11 3 12 4 
周縁加工。つまみ部は Pで加工。裏面

253 
に光沢痕。

195-4 捨場 AK59 []]下 石匙 Da 珪頁 SP SP D 剥片 加工欠 端部欠 55. 7 45. 3 8 3 13 2 
周縁加工。つまみ部は !+SPで加工。

739 
裏面光沢痕

195-5 捨場 AK59 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 矩形剖片 不明 末端欠 38. I 26 5 8. 6 6, 7 
周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。裏

395 
面に光沢痕。

195-6 捨場 AJ58 lil層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 疇剥片 不明 完形 81. 9 56. 6 11.1 21 3 
周縁加工。つまみ部は Pで加工。裏面

392 
に光沢痕。

195-7 捨場 AJ58 I11層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 剥片 不明 左側欠 40, 8 33, 3 5. 3 6, 7 周縁加工。つまみ部は Pで加工。 391 

195-8 捨場 AJ58 Ill層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 矩形剥片 不明 左側欠 43. 0 42 6 7. 8 15, 1 
周縁加工。つ まみ部は I+Pで加工。

399 
裏面に光沢痕

195-9 捨場 AJ59 m唇 石匙 Db 珪頁 SP なし D 横長剥片 切子 完形 32. 9 54, 5 11. 6 15. I 周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。 386 

195・!0 捨場 AL58 田層 石匙 Db 珪頁 SP HP D 縦長剥片 加工欠 完形 35. 0 48, 3 9. 2 12, 5 
周縁加工。つまみ部は !+SPで加工。

583 
裏面に光沢痕

195-11 捨場 AH58 田層 石匙 Db 珪頁 SP なし 不明 横長刹片 不明 左側欠 45 6 41 2 14 17. 7 周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。 397 
195-12 捨場 AK61 田層 石匙 Db 珪頁 SP 不明 D 剥片 不明 右側欠 36, 4 29, 8 II. 9 8. l 部分加工。つまみ部は HIで加工。 374 
195-13 捨場 AJ59 田陪 石箆 E 珪頁 D D 不明 剥片 不明 墓部欠 46 5 31.7 19. 9 27. 4 不明 384 
195-14 捨湯 AJ59 w層 石箆 E 珪頁 SP D 不明 剥片 不明 完形 61. 9 25, 0 16. 7 24. 6 両面加工 239 
195-15 捨場 AJ59 w層 石箆 E 珪頁 不明 D 不明 剥片 不明 刃蔀欠 80, 8 40, 5 23 6 75. 8 半両面加工 237 
195-16 捨場 AJ58 m層 石箆 E 珪頁 不明 HD 不明 剥片 不明 刃部欠 93 8 36 6 22, 6 83. I 周縁加工 382 
196-1 捨場 AK61 II1層 スクレイパー Ga 珪頁 SP 不明 不明 剥片 不明 完形 52, 5 35, 2 15, 8 25. 4 掻器。片面加工 371 

196-2 捨場 AJ58 田層 スクレイパー Ga 珪頁
SP/ 

SP D 縦長刺片 不明 基蔀欠 26 5 19 9 6, 2 3 3 掻器。周緑加工。刃部に微細剥離 596 
急角度

196-3 捨場 AJ59 田層 スクレイバー Ga 珪頁 SP なし 不明 縦長刹片 不明 末端欠 40 5 25. 7 6. 5 7. 2 削器。周縁加工 373 
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

図番号 出土地 層位 器種 分類 石材
刃部

加形整形態の工
素材 素材

素打種材面類のの
残存 長さ 幅 厚さ 重さ

備 考
整理

加工 技術 形態 率 (mm) (mm) (mm) (g) 番号

196-4 捨場 AJ60 I11層 スクレイパー Ga 珪頁 SP なし 不明 剥片 切子 完形 46 I 46. 2 15. l 26. 0 削器。周縁加工 422 
196-5 捨場 AJ60 Ill層 スクレイバー Ga 珪頁 D なし 不明 剥片 不明 基部欠 36, 2 50. 6 20 32. 7 削器。周縁加工 375 
196-6 捨場 AJ58 III眉 スクレイパー Ga 珪頁 SP p SD 縦長剥片 切子 完形 60 4 17. 8 ， 8. 2 削器。周縁加工 366 
196-7 捨場 AJ60 m層 スクレイバー Ga 珪頁 SP なし D 縦長剥片 切子 完形 56, 9 29. l 12, 3 18. 8 削器。周縁加工。刃部に微細剥離顕著 729 
196-8 捨場 AJ58 m層 スクレイパー Ga 珪頁 SP D 不明 剥片 不明 完形 40 I 26. 7 12 7 II. 9 削器。周緑加工 379 

196-9 捨場 AJ60 m庖 スクレイパー Ga 珪頁 SP HD+ D 
折取

縦長剥片 加工欠 完形 63 1 33. 3 12 7 18. 0 尖頭削器。部分加工 597 

196-IO 捨場 AK58 田層 スクレイパー Ga 珪頁 なし HvD 不明 剥片 不明 完形 40. 2 37, 7 10 16. 6 両極石器。周縁加工 368 
196-11 捨場 AK58 w層 U7レイク Ge 珪頁 縦長剥片 38 30 8 7, 4 微細剥離痕 291 
196-12 捨場 AJ58 田眉 R7レイク Gb 珪頁 SP なし 不明 剥片 不明 基器欠恨 49. 0 41 0 8 1 11.1 削器。周縁加工 404 
196-13 捨場 AK59 m層 フレイ ク la 黒屑石 21 20 6 2, 4 産地分析油2。 296 
196-14 捨場 AJ58 田陪 こ雄I謝片 la 珪頁 不明 HD HD 矩形剥片 加工欠 完形 55. 8 47 I 15 6 38. 9 部分加工 724 
196-15 捨場 AJ60 IV層 こ渕虹紺片 la 珪頁 54 38 29 55, 4 284 

199-4 南区 AH59 ill/'il 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 不明 完形 90. 7 38. 4 17 36 9 
周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。

388 
裏面に光沢痕。

199-5 南区 AF58 m層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 加工欠 完形 73.0 32.1 IO 2 17 7 
周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。裏

249 
面に光沢痕。

199-6 南区 AG58 m層 石匙 Da 珪頁 SP SP 縦長剥片 加工欠 完形 46. I 35. 9 9. 8 16, 1 70! 

199~7 南区 AF57 m層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 切子 完形 74. 5 30, 8 8. 9 20, 3 
周緑加工。つまみ部は I+Pで加工。

389 
裏面に光沢痕。

199-8 南区 AH57 I層 石箆 E 珪頁 SP D 不明 横長剥片 不明 完形 68. 7 31 0 11. 5 20, 4 半両面加工。裏面刃部に光沢痕 236 
199-9 南区 AG60 m層 スクレイパー Ga 珪頁 D+P D+P HD 矩形剥片 不明 完形 56. 2 45, 9 16. 2 41. 8 削器。周縁加工 305 
200-1 南区 AF58 I層 スクレイバー Ga 珪頁 SP なし HD 矩形剥片 平坦 完形 60. 5 43, 5 14. I 26, 0 削器。周縁加工 274 
200-2 南区 AM59 m層 スクレイパー Ga 珪頁 SP D 欠損 38 38 11 12. 7 削器。 299 
200-3 南区 AJ57 Ill層 Rフレイク Gb 珪頁 SP HD 不明 礫 適用外 完形 80. 8 45, 3 30. 7 80. 7 削器。周縁加工 383 

201-6 表採 石匙 Ga 珪頁 SP SP HD 縦長剥片 加工欠 完形 69. 2 35 2 IO. 2 26. 6 
片面加工。裏面先端部のバルブ除去。

256 
裏面に光沢痕

202-1 北区 AQ54 I11層 石錐 C 珪頁 SP 不明 不明 剥片 不明 完形 71 4 16. 4 9. 7 11. 0 両面加工。刃部先端摩耗。 230 

202-2 北区 AU57 Ill層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 加工欠 完形 66, 2 20. 9 IO. I IO. 6 
周緑加工。つまみ部は I+Pで加工。

260 
裏面に光沢痕？

202-3 北区 AT59 II層 石匙 Da 珪頁 SP なし D 縦長剥片 加工欠 完形 74, 9 25. 8 13. 2 16. 6 
周緑加工。つまみ部は 1で加工。裏面

242 
に光沢痕

202-4 北区 AR53 IV層 石匙 Da 珪頁 SP I+P SD 縦長剥片 平坦 完形 73. I 29, 5 11. 3 20. 5 
周縁加工。つまみ部は I+Pで加工。

280 
裏面に光沢痕

202-5 北区 AY54 田層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 加工欠 完形 119, 4 39, 1 11.2 39. 9 
周緑加工。つ まみ部は I+Pで加工。

259 
裏面に光沢痕。

202-6 北区 AS58 m上 石匙 Da 珪頁 SP なし D 縦長剥片 加工欠 完形 86, 5 35, 2 10. 2 19. 7 
周緑加工。つまみ部は I+Pで加工。裏

241 
面に光沢痕。

202-7 北区 AX50 m層 石匙 Da 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 加工欠 完形 59, 9 26, 5 6 6 8. 2 
周縁加工。つまみ部は Pで加工。裏面

245 
に光沢痕

202-8 北区 AQ54 IV層 石匙 Da 珪頁 SP SP SD 縦長剥片 点状 完形 73. 4 25 5 11.4 17. 5 
周縁加工。つまみ部は !+SPで加工。

693 
裏面光沢痕顕著

202-9 北区 AR57 田層 石箆 E 珪頁 D+P D 不明 剥片 不明 完形 112. 9 40. 9 21. 9 91. 5 両面加工 240 
202-10 北区 AS57 m層 石箆 E 珪頁 不明 D 不明 剥片 不明 刃都欠 49. 7 38. 3 16.1 30. 3 両面加工。 232 
202-11 北区 AR53 楔形石器 F 黒饂石 HD なし 小礫 完形 24 21 10 4. 6 産地分析f,IJ_]。 301 
202-12 北区 AU53 m層 スクレイパー Ga 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 不明 完形 91. 5 31. 2 17. 3 40. 5 掻器。周緑加工。刃部裏面に光沢痕 294 
202-13 北区 AR55 田層 スクレイパー Ga 珪頁 SP D 不明 横長剥片 不明 完形 61. 9 37. 4 14. 9 29. 2 掻器。周縁加工。石箆に似る。 238 
202~14 北区 AS55 m層 スクレイバー Ga 珪頁 SP D 不明 縦長剥片 不明 完形 60. 3 25. 0 9. 7 8. 0 削器。周緑加工 290 
202-15 北区 AS55 田層 スクレイパー Ga 珪頁 SP なし SD 矩形剥片 切子 完形 47. 9 37. 5 II. 9 9. I 削器。周縁加工 292 
203-1 北区 AS58 m層 スクレイバー Ga 珪頁 SP なし HD 矩形剥片 切子 完形 52. 0 49. 4 15 24. 8 削器。周緑加工 302 
203-2 北区 AQ58 田層 スクレイパー Ga 珪頁 SP p SD 縦長剥片 切子 完形 58. 0 37. 9 16.1 11.3 削器。周縁加工 342 
203-3 北区 AR54 m陪 スクレイバー Ga 珪頁 SP なし 不明 縦長剥片 不明 完形 45. 8 27. 5 lO. 4 7. 3 削器。周縁加工 286 
203-4 北区 AQ54 田層 スクレイパー Ga 珪頁 SP なし 不明 矩形剥片 加工欠 完形 42. 5 62. 9 12. 4 18. 7 削器。周縁加工 281 
203-5 北区 AR57 m層 スクレイバー Ga 珪頁 SP p 不明 剥片 不明 基部欠 37. 6 38. 6 13. 5 17. 5 削器。周縁加工 306 

(4)岩渡小谷(4)遺跡礫石器観察表

園番号 出土地 層位 器種 分類
長さ 幅 厚さ 重さ

石質 備 考
整理

(cm) (cm) (cm) (g) 番号

13-18 住居 S!01 1層 磨製石斧 la (7, 2) (4.1) (I. 3) (67. l) 緑細凝 刃部欠損。剥離面を残す粗雑な作り。 15 
13-19 住居 SIOI 2層 敲磨器 Ka2 12. 7 5. 2 3. 2 328, 8 輝緑岩 磨石。完形。両端に敲打痕。スリ幅I0-23mm。 7 
13-20 住居 SIOI 2層 半円状 L (IO. 0) 8.1 2. 4 (266 4) 石英安 1/2。板状礫素材。スリ幅4IDID前後。 3 
13-21 住居 S!01 1層 その他 Ta (9. 8) 5. 7 4. 0 (305, 8) 流紋岩 欠損。敲き石？。器面スリ整形で滑らか。 5 
14-1 住居 S!01 1層 敲磨器 Ka2 (IO. 5) 7. 6 3. 7 (399, 4) 石英安 磨石。1/2残。上・側縁打ち欠き。スリ幅9mm。 14 

14-2 住居 SIOI l層 敲磨器 Ka2 II. 0 7. 4 3. 3 362, 5 安山岩
磨石。欠損後再利用。 欠損面に敲打痕。両側面にスリ痕。 0~7mm、

11 
O~I5mm。

14-3 住居 S!Ol 2陪 挟入扁 M (5. 2) (4.6) (1. 5) (36 1) 凝灰岩 先端部破片。全面ス リ整形。 2 
14-4 住居 S!Ol 2層 敲磨器 Ka2 14. 6 8. 5 4. 4 624, 0 輝緑岩 磨石。背部敲打整形。被熱によるハジケあり。スリ 幅4~15mm。 6 
14-5 住居 S!Ol 1層 扶入扁 M (IO. 9) 6. 3 1. 9 (197 7) 凝灰岩 2/3。刃部は半円状に似る。スリ幅5mm。対辺側面はス リ整形、幅7mm。 12 
14-6 住居 SIOI 4層 石皿 Oa 26. 4 21. 8 5. I 5666, 2 凝灰岩 S-6。完形。幾分窪む。裏面平坦、敲打痕あり。 1 
20-8 住居 SI02 床直 敲磨器 Ka2 (8. 5) (7. 2) 4. 0 (329 4) 安山岩 S-28。鹿石。1/2弱。 スリ幅27mm。端部ツブレ。 30 
20-9 住居 S!02 覆土 敲磨器 Ka2 (7. 5) 8. 7 2. 8 (209. 4) 凝灰岩 S-20。約1/3残。下側面には礫表皮が残る。 31 
20-10 住居 SI02 床面 敲磨器 Ka2 03. 2) 11 1 3. 4 (699, 4) 安山岩 S-30。磨石。約1/2強残。両側縁を打ち欠いている。 27 
20-11 住居 SI02 床面 敲磨器 Ka2 7. 9 6, 2 3, 0 (218.1) 輝緑岩 S-29。鹿製石斧原石を再利用。スリ幅5~7mm,,擦切溝を残す。 28 
20-12 住居 S!02 覆土 敲磨器 Kb2 8. 8 7 6 5. 2 362. 5 珪頁 S-4。敲石。周緑に打痕。 315 
21-1 住居 S!02 Pit5 砥石 R 11. 2 8, 0 5. 5 741 5 石英安 楕円形の扁平礫の片面が平滑顕著。 34 
21-2 住居 S!02 覆土 砥石 R 13. 0 8, 5 3, 9 487. l 流紋岩 S-22。両面利用。両面と も滑らかで、敲打痕の集中する部分あり。 35 
21-3 住居 S102 覆土 石皿 Oa (9. 0) (13 8) 5. 5 (695 9) 凝灰岩 破片。縁も整形。両面利用。 33 
23-9 住居 SI03 確認 磨製石斧 Ja (9. 6) (5, 2) 2, 4 (201. I) 緑細凝 S-30。刃部欠損。 42 
23-IO 住居 S!03 Pit I 半円状 L 9 4 5 7 I 3 96 4 石英安 P-1。小型。完形。 板状礫素材。周縁加工。スリ幅 1~5mm。 318 
23-11 住居 S!03 2層 敲磨器 Kai 16. I 8, 8 5, 0 727. I 凝灰岩 S-9。磨石。側面に敲打痕。ス リ幅15mm。表面に浅い凹孔。 36 
23-12 住居 SI03 確認 石皿 Oa (32 3) (22, 5) 7 8 (3549. 7) 安山岩 S-1。+AS57。1/2弱。縁取りあり。ザラつ く。 41 
26-4 住居 S!04 l居 敲磨器 Ka2 (8. 4) (6. 9) 2, 7 (229. 6) 閃緑岩 S-9。磨石。 1/2弱。 片面は原石面、片面は剥離面。スリ幅9mm。 37 
26-5 住居 SI04 l層 敲磨器 Kb2 10, 4 10. 3 5, 0 695. 7 安山岩 S-12。敲石。 完形。側縁の一部を利用。 40 
29-21 住居 SI06 覆土 磨製石斧 la (8, 7) (4 7) (3 6) (300. 8) 緑細凝 S-2。刃部欠損。擦切痕を残す。 47 
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遺物観察表

図番号 出土地 層位 器種 分類
長さ 幅 厚さ 重さ

石質 備 考
整理

(cm) (cm) (cm) (g) 番号

31-11 住居 SI07 覆土 敲磨器 Kc I OD. 4) 5 9 3. 8 (343. 7) 流紋岩 S-3。凹石。約1/2残。器面滑らか。両面に広く浅い凹孔 49 

31-12 住居 S!07 Pit9 敲磨器 Kb2 7. 6 7 3 5. 0 475. 5 輝緑岩
S-1。敲石。 1/3残。欠損後も利用。平坦面と端部に敲打痕。側面に

48 
は擦痕明瞭。

32-9 住居 S!08 床直 搬入礫 Tb 20. 0 5, 4 4. 5 837. 0 流紋岩 S-3。全面スリ整形。滑らか。 52 
32-10 住居 SIOS 床直 敲磨器 Kb! 14. 7 5. 6 3. 7 403. 6 流紋岩 S-1。+AU58。両面にすり鉢状のアバタ状の凹孔。両端に敲打痕。 51 
38-24 住居 Sill 1層 敲磨器 Ka2 (7. 5) (6, 6) 2. 8 (199. 0) 安山岩 S-11。袂入庖石。 1/3。器面全体を敲打整形。スリ幅16mm。 53 
38-25 住居 Slll 15層 磨製石斧 Ja 12. 0 5, 7 2. 4 258. 2 輝緑岩 S-41。完形。スリ整形。全体に滑らか。使用痕は刃部に垂直。 56 
38-26 住居 Sill 4層 敲磨器 Ka2 13. 0 6 3 4.1 564. 0 安山岩 S-39。磨石。完形。全体スリ整形。側面に敲打痕。 55 
38-27 住居 Sill 10層 搬入礫 Tb 14. 4 4, () 3. I 273. 4 流紋岩 S-25。角柱状。無加工。 57 
40-19 住居 SIJ2 床直 石皿 Oa 06. 7) (15 2) 4. 0 (1028. 8) 安山岩 S-12。破片。両面を利用。 59 
43-26 住居 SI13 2層 石皿 Oa (9. 3) (7, 5) 4. Z (410. 5) 安山岩 S-29。破片。両面利用。片面に擦痕明瞭。 65 
43-27 住居 SI13 Pitl9 敲磨器 Ka2 16 3 10 7 4. 3 914. 8 石英安 S-1。磨石。完形。扁平礫の側面に敲打痕。スリ幅8mm。 62 
43-28 住居 S!l3 5層 台石 Ob 15, 1 13, 5 9. 8 2136 8 凝灰岩 S-33。完形。中央に大きな凹孔。 61 
52-3 住居 SII4 2層 敲磨器 Ka2 14. 4 (111) 3. 3 (289. 8) 流紋岩 S-3。+AS56。磨石。機能面には敲打痕。スリ幅20mm。 69 
52-4 住居 Sll4 10層 半円状 L 19, 1 7, 4 2. 9 491. 8 凝灰岩 S-27。完形。板状礫素材。縁辺加工。スリ幅10mm 68 
52-5 住居 SII4 Pit29 砥石 R 12. 9 7, 1 5. 1 568. 9 流紋岩 S-53。平坦面が特に滑らか。 67 
54-12 住居 Sll5 土坑 石冠 N 11. 6 6, 9 5. 7 675. 4 安山凝 S-9。スリ幅50mm。スリ整形と敲打整形。 317 
54-13 住居 Sil5 2層 砥石 R 15. 0 8, 2 4. 2 519. 8 凝灰岩 S-8。+AS55。平坦面が滑らか。線条痕あり。 73 
60-3 住居 SIJ6 覆土 敲磨器 Kai 15, 9 7 4 5. 2 774. 9 安山岩 S-31。磨石＋凹孔。スリ幅は32mmと広い。 79 
60-4 住居 S116 覆土 敲磨器 Ka2 13, 4 6, 8 5. 2 558. 4 凝灰岩 S-37。磨石。完形。スリ幅15mm。 75 
60-5 住居 Sll6 脱士 半円状 L 15. 5 8 0 3. 3 450. 8 凝灰岩 S-17。完形。扁平礫素材。縁辺加工。スリ幅0-7mm。 77 

60-6 住居 S116 覆土 半円状 L 14. 7 7, 7 3. 2 386. 2 凝灰岩 S-36。完形。扁平礫素材。大きな剥離。幅0-llmm。 76 
60-7 住居 SII6 囮土 敲磨器 Kb2 15 8 7, 5 6. 6 1020. 3 流紋岩 S~35。敲石。石棒状。端部に弱い打痕。全体スリ整形。滑らか。 85 
60-8 住居 Sll6 覆土 敲磨器 Kb I 20. 2 5, 4 4. 3 739. 3 流紋岩 S-10。敲石＋凹孔。端部に敲打痕。2面にやや深い凹孔。器面滑らか。 84 
61-1 住居 SI!6 匹士 敲磨器 Kc I 11. 6 6 9 2. 8 222. 2 凝灰岩 S-3。凹石。原石面に連属する打痕と凹孔。 78 
61~2 住居 S116 覆土 敲磨器 Kc 1 7. 2 6, 8 5. 7 322. 2 流紋岩 S-40。凹石。完形。楕円礫。連続する凹孔と単独の凹孔。 83 
61-3 住居 SII6 ピッ ト4 その他 Ta 16. 6 6 3 6. l 746. 7 流紋岩 完形。スリ整形。滑らか。棒状礫。 86 

61-4 住居 SII6 覆土 砥石 R 8. 2 8 2 4. 3 (258 8) 流紋岩
S-15。破損。 L面に溝状の擦痕。 R面にすり鉢状の凹孔。内面には

80 
同心円状の擦痕

61-5 住居 SII6 覆土 石皿 Oa 31. 6 24, 2 4.1 2875. 0 凝灰岩 S-39。完形？。片面加工。幾分窪む。 87 
61-6 住居 SII6 覆士 石皿 Oa 23. 8 27 2 9. I 7830. 3 安山岩 S-34。両面加工。片面は滑らかで、裏面はザラつく 。 88 
66-11 住居 SI21 覆土 扶入扁 M (8. O) 7, 4 1. 6 (143) 石英安 S-3。破片。扶り弱い。器面整形から本類に含む。スリ幅5mm。 332 

70-15 住居 SI23 覆士 敲磨器 Kc2 10. 7 7. 6 3. 9 424, 8 石英安 S-1。凹石。石皿片利用。両面に複数の凹孔。 338 
70-16 住居 S123 覆土 敲磨器 Kb2 14. 9 5, 9 4, 6 551. 3 流紋岩 S-4。敲石。完形。両端に敲打痕。器面滑らか。擦痕あり。 335 
72-2 住居 SI24 床面 擦切具 s 21. 5 10 I I 7 435. 2 石英安 S-23。完形。板状礫索材。両端に扶り。器体整形。刃部摩耗。 35] 

72-3 住居 SI24 床面 石剣 Pb (15. 8) 4, 7 1.7 (186, 7) 輝凝片 S-1。欠損。全面研磨。両側縁V字状。 345 

72-4 住居 SI24 床面 台石 Ob 18. 3 8.8 3 6 548, 5 頁岩 S-3。完形。 平坦部に細かいキズ。 344 
79-14 住居 SI25 V層 磨製石斧 Ja (8. 8) 5, 3 2. 9 (215, 4) 緑細凝 S-20。縦斧。基部欠損。横折れ。刃部に敲打痕（ップレ）。 330 
80-1 住居 SI25 床直 敲磨器 Ka2 (8. 3) 6, 4 4, 2 (200, 8) 流紋岩 S-21。磨石破片。 1/2則後。スリ幅13mm。 340 

80-2 住居 SI25 覆土 敲磨器 Ka2 II. 0 5 8 3 7 393, 8 ヒン岩 S-11。ス リ幅15mm。 347 
80-3 住居 SI25 覆土 敲歴器 Kb2 10. 2 6. 2 2. I 212, 2 輝緑岩 S-36。敲石。完形。器面平滑。小扁平礫の端部にごく弱い敲打痕。 341 

80-4 住居 SI25 床面 半円状 L 14 3 7 5 3 2 408, 8 流紋岩 S-19。完形。扁平礫素材。片面に浅い敲打痕。スリ幅0~6llllllo 331 
86-10 住居 S126 覆土上位 その他 Ta 14. 5 7.1 5, 0 878, 2 安山岩 S-Lo棒状。器面はなめらか。 348 

91-13 住居 SI27 覆土 敲磨器 Ka2 12. 3 9. 4 4 6 467. 4 泥岩 S-18。磨石。スリ幅7mm。両端の挟りは大きい。 349 
91→ 14 住居 SI27 覆土 石皿 Oa (14. 9) 07.1) 3, 2 (790) 石英安 S-12。破片。片面利用。中央付近はとくに滑らか。 339 
91-15 住居 Sl27 覆土 半円状 L (8, 0) (7. 4) I 9 (138) 安山凝 S-16。破片。1/3即後。スリ幅10mm。 342 
97-11 土坑 SK04 床直 石皿 Oa (15. 6) 02. 2) 5, 3 (1490, 5) 安山岩 S-2。破片。中央部が窪む。 90 
98-8 士坑 SK07 3層 敲磨器 Ka2 (IO. 6) 7, 5 4 7 (548 1) 安山岩 S-I。磨石。 1/2。全面スリ整形。スリ幅32血。 91 
101-2 土坑 SK19 底面 扶入扁 M 22. 2 6, 4 I. 9 369, 6 玄武岩 S-2。完形。全面研磨。片端先細。片端にスリによる扶り。刃部摩滅。 350 
103-6 士坑 SK21 底面 敲磨器 Kc 1 12. 0 7. 9 3 0 325 0 流紋岩 S-2。凹石。完形。両面に複数の凹孔。 352 

l03-8 土坑 SK2l 土器内 軽石製品 V 11.4 10, 9 4, 9 246, 9 軽石凝 S-31。石皿様。欠損 353 
104-4 士坑 SK22 底面 石棒 Pa 27. 8 12. 0 9, 4 5133 4 安山岩 S-I。完形。器面滑らか。 346 
]I0-2 埋設 SR06 士器内 その他 Ta 10. 4 7. 9 3, 4 326, 1 流紋岩 S-1。平坦の一部に擦痕。滑らか。 93 
I 10-3 埋設 SR06 土器内 その他 Tc IO. 4 7. 3 2, 6 291. 6 流紋岩 S-2。自然礫。 92 

121-3 埋設 SR19 土器内 敲磨器 Ka2 (13 3) 8 3 3 4 (462) ヒン岩 未製品？。機能面は無加工。弱い磨痕。 362 
121-2 埋設 SRI9 土器下 石皿 Oa 21. 6 24. 5 6, 3 4585, 8 石英安 両面とも平坦に加工されている。凹凸あるも滑らか。 356 

122-5 埋設 SR21 土器内 敲磨器 Ka2 13 0 7. 8 3 7 451 8 安山岩 完形。端部、背部打ち欠き。スリ幅15mm。 360 
122-6 埋設 SR21 土器内 砥石 R 6, 9 6. 0 3, 4 98, 5 凝灰岩 2面使用。表面中央に溝状の研ぎ痕。 361 
148-4 埋設 SR62 土器上 石皿 Oa 29, 4 16. 5 6. 2 4657 0 ヒン岩 台石？。両面利用？。片面はやや窪み、擦痕と敲打痕が見られる。 358 
150-3 埋設 SR64 土器内 砥石 R 14, 2 12. 1 6. 9 619, 2 軽石凝 脆い石材。使用面はやや窪み、擦痕が見られる。 359 
160-3 埋設 SR78 土器内 自然礫 Tc II. 6 7. 8 4, 8 562 8 珪岩 使用痕跡なし。 364 
162-1 埋設 SR80 土器内 自然礫 Tc 15, 0 11. 3 8, 3 1391. 7 珪岩 S-1。使用痕跡なし。 363 
164-3 埋設 SR84 土器上 石皿 Oa 21. 4 6. 7 6, 0 3128, 2 石英安 S-1。両面とも平坦に加工されている。凹凸あるも滑らか。 357 
164-4 埋設 SR84 土器内 小礫 Tc 4, 3 4. 0 2, 5 56. 5 めのう 白色。使用痕跡なし。 355 
165-2 埋設 SR85 土器内 石皿 Oa (16, 7) (13. 1) 7. 3 (1606) 安山岩 S-1。破片。裏面に溝状の使用痕。 354 

169-1 焼土 SN5周辺 I11層 扶入扁 M 02. 2) 9. 1 2 8 (490. 8) 輝緑岩
S-1。AS56。欠損。スリ整形。両側縁部は平坦。下側面ザラつく 。

94 
スリ幅11mm。

169-2 焼土 SNl7 l層 敲磨器 Kc 1 9, 5 8. 5 3, 7 327, 9 凝灰岩 S-1。凹石。両面に凹孔。 592 

191-3 頂部 AD59 m唇 敲磨器 Ka2 (6 0) (5. 6) (2. 9) (125. 4) ヒン岩 破片。表裏面に凹孔？。 369 
191-4 頂部 AF60 m層 敲磨器 Ka2 12, 9 6. 3 4. 6 494.1 石英安 完形。側面に広い砦痕。平坦面もきわめて滑らか。 372 
191-5 頂部 AE59 Ill層 敲磨器 Ka2 17, 7 7. 3 2. 7 390. 0 凝灰岩 鹿石。完形。板状礫素材。両端打ち欠き。スリ幅9mm。 136 
191-6 頂部 AE59 m層 敲磨器 Ka2 14 0 7. 5 4.0 502. 7 安山岩 磨石。完形。片端打ち欠き、片端敲打痕。スリ幅17mm。 137 

191-7 頂部 AD58 I11層 敲磨器 Ka2 15, 9 7. 0 4. 0 553. 6 石英安 完形。扁平礫素材。背部打ち欠き。縁辺部加工。スリ幅20~26mm。 141 

191-8 頂部 m層 敲磨器 Ka2 (14 9) 8. 8 4.1 (619. 2) 凝灰岩 磨石。 一部欠損。端部、背部打ち欠き。スリ幅10mm。 366 
192-1 頂部 AE59 I11層 敲鹿器 Kb2 16, 3 8. 8 4.1 80. 7 石英安 敲石＋砥石。完形。両端に敲打痕。表面滑らか。 150 
192-2 碩部 AC58 m陪 敲磨器 Kb2 19 5 7. 5 5. 8 1184. 8 流紋岩 敲石。小型石棒状。器面滑らか。端部に敲打痕。 156 
192-3 頂部 AE60 m層 敲磨器 Kb2 7, 3 5. 8 3. 2 222. 4 緑細凝 磨製石斧刃部片を敲石に転用。 303 
192-4 頂部 AF60 I11層 敲磨器 Kb 1 14, 0 5. 3 3. 9 403. 8 流紋岩 敲石＋凹孔。完形。両面に凹孔と擦痕。端部に敲打痕と打割痕。 184 
192-5 頂部 m層 敲磨器 Kc 1 13 2 8. 3 4. 5 787. 7 安山岩 凹石。完形。平坦面の両側にアバタ状の凹孔。平坦面に擦痕。滑らか。 613 
192-6 頂部 I11層 半円状 L 17, 8 7. 5 3. I 420. 9 ヒン岩 完形。扁平礫素材。片面に凹孔?2個。スリ幅0-Smm。 367 
192~7 頂部 AD59 m層 半円状 L (12 0) 7. 2 1.8 (181.8) 安山岩 欠損。板状礫素材。スリ幅0-3mm。 IOI 

192-8 頂部 AE60 m層 扶入扁 M 15, 8 6. 5 2. 0 (140. 8) 輝緑岩
2片が接合。破断面に磨痕。スリ整形で、器面滑らか。スリ幅6~

97 
10mm。

192-9 頂部 AC59 Ill層 扶入扁 M (7. 8) (7. 6) 1.7 (152. 4) 凝灰岩 破片。スリ整形が主。板状礫素材。刃部？に擦痕。 149 
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岩渡小谷(3)・(4)遺跡

図番号 出土地 層位 器種 分類
長さ 幅 厚さ 重さ

石質 備 考
整理

(cm) (cm) (cm) (g) 番号

193-1 頂部 AE59 m層 扶入扁 M oo. s) (6, 9) 0, 7 (57. 2) 粘板岩
破片。非常に薄い。縁辺部加工で、縁辺は摩減痕。擦切具の可能性

146 
あり。

193-2 頂部 AD60 m府 石llil Oa 19 8 16 0 4. l 2053 9 石英安 完形。器面整形。少し窪む。中央部滑らか。 580 
193-3 頂部 m層 石皿 Oa 36, 9 26, 9 12. 2 16000 凝灰岩 ほぼ、完形。両面使用。 370 
196-16 捨場 AJ59 w層 磨製石斧 Ja 7, 6 4 7 1. 9 110, 8 砂岩 完形。小型。粗雑。刃部ップレ。使用痕不明瞭。 299 
197-1 捨場 AJ61 m層 敲砦器 Kai 14. 2 7, 2 2. 8 383 3 凝灰岩 完形。片面に浅い凹孔、対面に溝状の条痕（削り） 105 
197-2 捨場 AI58 m眉 敲磨器 Ka2 15, 5 7, 8 3. 9 599, 4 頁岩 扶入磨石。完形。スリ痕8mm。 l03 
197-3 捨場 AK61 田層 敲磨器 Ka2 (8 7) (9 4) 3. 0 (347 2) 安山岩 破片。 1/2。端部に扶り。背部打ち欠き。板状礫素材。スリ幅15mm。 591 
197-4 捨場 AK58 m層 敲磨器 Ka2 (6. 7) (6. 7) 3. 8 (223. 6) 安山岩 磨石。破片。端部の扶り分にスリ。スリ幅20mm。 107 
197-5 捨場 AJ58 田層 敲磨器 Kb2 16. 8 6. 6 5 6 947. 5 流紋岩 敲石。完形。棒状。片端側面に敲打痕。器面整形。滑らか。 154 
197-6 捨場 AJ60 m層 敲磨器 Kb2 10. 3 3. 8 3, 7 195. 0 凝灰岩 敲石。完形。端部に敲打痕。 383 
197-7 捨場 AK58 III層 敲磨器 Kb2 10.8 7. 4 5 4 667. 7 安山岩 敲石。完形。片端部に敲打痕。 152 
197-8 捨場 AK58 m層 敲磨器 Kb2 10. 0 9. 0 4, 9 380. 8 凝灰岩 敲石。完形。端部に敲打痕。やや脆い石材。片面（凸）面に線状痕多数。 153 
197-9 捨場 AK61 11層 敲磨器 Kb2 7. 4 6, 5 4, 8 299, 2 砂岩 敲石。完形。楕円礫の周縁に敲打痕。 151 
197-10 捨場 AK58 1層 敲磨器 Kc I 11.3 9 4 7, 3 670 4 流紋岩 凹石。拳大の破礫を利用。器面に擦痕あり。 172 
198-1 捨場 AK60 m層 半円状 L 11. 4 9, 0 1.8 289, 3 石英安 完形？。板状礫素材。スリ輻5mm。 382 
198-2 捨場 AJ61 w層 半円状 L 12, 8 8 3 2. 2 321. 8 安山岩 完形。刃部内湾。板状礫素材。周縁加工。スリ幅0mm。 130 
198-3 捨場 AJ58 rn層 半円状 L 15. l 8, 6 2. 2 368 8 石英安 完形。板状礫素材。スリ幅0~5n 384 
198-4 捨場 AI58 田屑 半円状 L (8, 2) 6 1 2. 4 (193, 2) 凝灰岩 破片。板状礫素材。平坦面にスリ整形。スリ幅 1~5mm。 380 
198-5 捨場 AK58 III下 半円状 L (7. 9) (5. 5) (1. 5) (81 6) 凝灰岩 破片。片面にスリ整形。スリ幅5mm。 510 
198-6 捨場 AJ59 田層 扶入扁 M (9, 8) (5. 7) 1. 6 (103. 0) 凝灰岩 先端部破片。全面研磨。スリ幅5mm。 96 
198-7 捨場 AJ61 N府 袂入扁 M II 3 7. 3 2. 0 220. 5 安山岩 欠損後再利用。折損面に敲打痕。 142 
198-8 捨場 AJ58 田層 扶入扁 M (15. 5) 8. 7 2, 8 (564. 8) 凝灰岩 先端欠損。全面研磨。スリ幅llmm。 95 
198-9 捨場 AK61 m陪 扶入扁 M (7. 6) (4.1) 1 6 (55. 4) 凝灰岩 小破片。全面研磨。 98 
198-lO 捨場 AJ60 m層 その他 Ta (7. 6) 4.2 l.O (60. 3) 凝灰岩 破片 99 
199-1 捨場 AL60 m層 石冠 N 13. 3 6. 8 4 4 597. 0 石英安 完形。背部敲打整形。スリ幅30mm。 106 
199-2 捨場 AL60 m層 石皿 Oa (19. 2) (11.9) (5, 5) (1286 6) 凝灰岩 破片。両面利用。片面は大きく窪む。 108 
199-3 捨場 AK58 m層 石棒 Pa 31. 4 IO 6 7. 8 4167, 2 安山岩 一部破損。器面滑らか。 110 

200-4 南区 AJ57 I11層 敲磨器 Ka I 14, 7 5, 3 4. 8 447, 5 凝灰岩
磨石＋凹孔。側面に磨痕。対面に広い敲打痕（凹孔）。両端に敲打痕。

104 
スリ幅12mm。

200-5 南区 AJ55 I11層 敲磨器 Ka2 (17 4) IO. 2 3. 0 (716. 3) 安山岩
一部欠損。周縁に敲打痕。板状礫素材。半円状扁平打製石器？。ス

129 
リ幅5~9mm。

200-6 南区 AJ55 III府 敲磨器 Kb I 17, 6 5. 3 4 3 663. 5 流紋岩 敲石＋凹孔。端部に敲打痕。角柱状。両面に凹孔。表面は滑らか。 174 
200-7 南区 AJ57 m層 半円状 L 11.0 6. 3 1.7 166. 5 安山岩 小型完形。板状礫素材。一部スリ整形。スリ幅2-5mm。 128 
200-8 南区 AH60 田唇 半円状 L (8. 6) 5. 9 2 2 (154. 6) 輝緑岩 破片。 1/2。板状礫素材。平坦面に擦痕？。スリ幅0~5mm。 100 
201-1 南区 AF57 m層 半円状 L 12. 8 5. 9 2, 8 329. 6 石英安 完形。扁平礫素材。スリ幅5~18mm。 596 
201-2 南区 AF58 田層 半円状 L (9. 8) 6. I 2 2 (183, 9) 石英安 欠損。板状礫素材。スリ幅3~10mm 597 
201-3 南区 AH56 m層 その他 Ta (8. 5) 6. 8 I. 2 (126. 0) 流紋岩 未製品？ 581 
201-4 南区 AI61 m屈 その他 Ta 12. 0 4. 2 1.7 (131 6) 凝灰岩 幅狭い板状礫の側面にスリ。扶入扁平磨製石器に似る。 161 
201-5 南区 AG57 m層 その他 Ta 15. 6 5. 9 5. 4 1014. I 流紋岩 角柱状。表面は滑らか。 155 
203-6 北区 AY51 II層 磨製石斧 Ja 4. 6 2 5 1.0 (20 5) 頁岩 小型。基部欠損？。 305 
203-7 北区 AS57 I11層 磨製石斧 Ja 12. 6 2. 5 1.6 80, 4 輝緑岩 完形。刃部に垂直な擦痕。 304 
203-8 北区 AS47 II層 敲磨器 Ka2 17 8 8. 5 6. 2 1156. 8 ヒン岩 完形。肉厚の扁平礫素材。両端と片側緑を敲打。スリ幅7-13mm 593 
203-9 北区 AU43 I11層 敲磨器 Ka2 13, 2 6. 7 3. 3 456. 5 玄武岩 磨石。完形。スリ幅15mm。 117 
203-10 北区 AR57 I11層 敲磨器 Ka2 (IO. 3) 6. 8 3, 4 (338. 2) 輝緑岩 磨石。 1/2強残存。器面はスリ整形。機能面はスリ。スリ幅22mm。 123 
203-11 北区 AU53 11層 敲磨器 Ka2 12. 3 11. 5 4, 2 592. 6 細粒凝 砦石。完形。スリ幅12mm。 118 

204-1 北区 AU51 田層 敲磨器 Ka2 16. 4 8. 7 3, 3 620 0 流紋岩
磨石。完形。片端と平坦面にも敲打痕。 下側面に敲打痕。スリ幅5

113 
~!Omm。

204-2 北区 AX47 I屑 敲磨器 Ka2 02. 6) 8.1 3 7 (506, 6) ヒン岩 破損。被熱。背部打ち欠き。スリ痕。スリ幅20mm。 576 
204-3 北区 AU53 田層 敲磨器 Ka2 13. 8 6, 9 3. 4 448, 1 凝灰岩 磨石。完形。器面スリ整形。両端打ち欠き。スリ幅20mm。 140 
204-4 北区 AW46 m層 敲磨器 Ka2 (8. 7) 9, 6 3. 8 (442, 8) 花岡岩 磨石。約1/3。全体を整形。端部加工。スリ幅20mm。 122 

204-5 北区 AQ54 m層 敲磨器 Kai 12, 6 6, 1 2. 7 288. 7 安山岩
磨石＋凹孔。完形。機能面には打痕。両面に複数の深い凹孔。スリ

114 
幅17mm。

204-6 北区 AR54 田層 敲磨器 Ka2 15, 7 6, 1 4. 5 670. 0 凝灰岩 磨石。敲打整形。両端部に打痕 121 
204-7 北区 AU53 II層 敲磨器 Kb! 15, 1 5 3 2 7 289. I 凝灰岩 敲石＋凹孔。完形。両端に敲打痕。両面に浅い凹孔。 183 
204-8 北区 BE43 11層 敲磨器 Kc I 11.7 9. 7 4. I 446. 5 凝灰岩 凹石。打割破片を利用。片面に連続した複数の凹孔。 182 
205-1 北区 AU46 I11層 敲磨器 Kc I 12, 3 7. 0 4 0 406. 7 流紋岩 凹石。完形。両面に複数の、すり鉢状の深い凹孔。器面に擦痕あり。 177 
205-2 北区 AS53 I11層 敲磨器 Kc I 12. 6 10. 8 5, 5 714, 0 流紋岩 凹石。打割破片を利用。片面に 2個の凹孔。 173 
205-3 北区 AR58 1層 半円状 L (16. 3) (8. 9) 3 0 (433, 1) 凝灰岩 欠損。板状礫素材。縁辺加工。スリ幅6mm。 134 
205-4 北区 BB57 I11層 半円状 L 14. 7 6. 3 3. 0 347, 7 安山岩 完形。板状礫素材。縁辺加工。スリ幅3-8- 139 

205-5 北区 AR54 m層 半円状 L 11.4 6, 6 3. 8 398, 5 ？岩
完形。扁平礫素材。片端は切断面、他端打ち欠き。周緑加工。スリ

131 
幅0mm。

205-6 北区 AQ54 田層 半円状 L 11. 9 7 8 1. 6 211, 1 安山岩 完形。板状礫素材。縁辺加工。スリ幅Omm., 133 
205-7 北区 AS48 II層 扶入扁 M (8. 9) 6, 1 1.8 (148. 8) 凝灰岩 扶りを持つ部分の破片。 505 
205-8 北区 AU53 II層 扶入扁 M (6. 2) 19. 0 1. 6 (172. 6) 凝灰岩 破片。上下の側縁は強いスリ痕。擦切具か。 145 
205-9 北区 AU48 II層 挟入扁 M (7. 0) 7 6 1. 4 (110. 0) 凝灰岩 破片。擦切具の可能性も。 144 
206-1 北区 AX52 m層 挟入扁 M (9. 5) (9, 7) 2 3 (279. 4) 凝灰岩 欠損。スリ整形。スリ幅511lll¥, 143 
206-2 北区 AS47 挟入扁 M II 0 7. 3 2, 8 (399. 5) 輝緑岩 先端破損。破損面に磨痕。スリ幅20皿。 147 
206~3 北区 AV53 I11層 擦切具 s 6. 2 5. 4 I 3 69. 7 凝灰岩 破片。板状礫素材。扶入扁平磨製石器の可能性も。 584 
206-4 北区 AV53 I11層 擦切具 s (7 8) (6. 7) I.I (76 5) 凝灰岩 破片。板状礫素材。スリ整形。挟入扁平磨製石器の可能性も。 148 
206-5 北区 AU57 11層 砥石 R 15, 2 13. I 2. 0 360, 3 細粒凝 凹凸のある板状礫を利用。 187 
206-6 北区 AQ52 1層 石Jill Oa 26. 8 24. 5 6. 5 6889 安山岩 完形。片面利用。中央窪み、滑らか。 600 
206-7 北区 AU58 I11層 石皿 Oa (23. 3) (19 0) 9. 7 (4492. 3) 凝灰岩 破片。片面使用。被熱。敲打整形。 189 

岩渡小谷(4)遺跡石製品・土製品観察表

図番号 器 種 出土地 層 S番号
長さ 幅 厚さ 重さ

石質 備 考
整理

(mm) (mm) (mm) (g) 番号

34-2 軽石製品 住居 I S!09 l層 S-9 85. 5 67. 9 26. 7 70.0 軽石 台形状。完形。 3 
34-3 軽石製品 住居 I SI09 8層 S-10 89. 5 61. 4 23. 3 31.7 軽石 長方形。ほぼ完形。 4 
96-4 円盤状土製品 土坑 / SK02 1層 35. 5 (19. 0) 10, 4 (6. 4) 土器片利用。 1/2残存。 4 
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写 真 図 版

岩渡小谷(4)遺跡基本層序 B J・B K28 (西→）

写真1 岩渡小谷 (3)遺跡、基本層序
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岩渡小谷(4)遺跡

岩渡小谷(4)遺跡 南側調査区 （西→）

岩渡小谷(4)遺跡北側調査区（南→）

写真2 岩渡小谷(4)遺跡近景
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写真図版

住居跡・沢の精査状況 （西→）

写真3 作業風景
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岩渡小谷(4)遺跡

土器埋設遺構群（西→）

土器埋設遺構群（南→）

土器埋設遺構群（東→）

写真4 土器埋設遺構群
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写真図版

、;,.: '． 
亀

， 
,0,: -,/>. 

. ~ 

. . -
： ． 

,. 鼻

ヽ ヽ
. . , .. 會：. ,,. --~ 示ヽ へ. . ,. . 

ヽ. ... . .. 
1・/,. 

11 .......  

,, 

溢

頂部捨て場（南→）

頂部捨て場層序（南→）

写真5 頂部捨て場
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岩渡小谷(4)遺跡

捨て場遺物出土状況（東→）

捨て場出土遺物取り上げ後の住居跡（北→）

写真6 捨て場
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心~·茫五
第1号住居跡完掘（南西→）

r' ~ 'I' 

恣ヽむ、

第2号住居跡東西セクション（南→）

第2号住居跡完掘 （南→）

写真7 第1• 2号住居跡
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写真図版
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岩渡小谷(4)遺跡

ヽ

第3号住居跡、第6号土坑セクション（南→）

第3号住居跡完掘（南→）

第3号住居跡完掘（東→）

写真8 第3・10号住居跡
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写真図版

第4号住居跡南北セクション（東→）

第4号住居跡完掘（北東→）

写真9 第4号住居跡
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岩渡小谷(4)遺跡

第5号住居跡完掘（東→）

第6号住居跡遺物出土状況（南→）

r-:tl •--· .' ~、

・; ド虞；繁や,~ -- - · ..
- t, 遍軸ふ.w.:. -
第6号住居跡完掘（南→）

写真10 第5・6号住居跡

-300 -



__,,. 言~~_ ____,_ 

第7号住居跡完掘（南→）

炉と柱穴（南西→）

写真11 第7号住居跡
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写真図版

第7号住居跡完掘（西→）
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炉セクション（南→）



岩渡小谷(4)遺跡

第8号住居跡邁物出土状況（北→）

第8号住居跡完掘（南→）

写真12 第8号住居跡
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写真図版

出土遺物 出土遺物

写真13 第9号住居跡
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岩渡小谷 (4)遺跡

コ品吐桑っ

第11号住居跡南北セクション（東→）
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第11号住居跡完掘（南東→）

写真14 第11号住居跡
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第13号住居跡完掘（北西→）

写真15 第12・13号住居跡
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岩渡小谷(4)遺跡

写真16 第13・14号住居跡
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第14号住居跡壁柱穴セクション（北→）

第14号住居跡炉セクション（北→）
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第14号住居跡溝セクション（南→）
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岩渡小谷(4)遺跡

第14号住居跡完掘（東→）

写真18 第14号住居跡3
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住居内土坑セクション（南→） 炉セクション（西→）

写真19 第15号住居跡
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第16号住居跡完掘（東→）
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第16号住居跡全掘（第16,...,20号住居跡、西→） 第20号住居跡

写真20 第16,...,20号住居跡
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第22号住居跡完掘（東→）

写真21 第21・22号住居跡
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第23号住居跡完掘（東→）

第25号住居跡遺物出土状況（北→）
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第26号住居跡南北セクション（東→）

第26号住居跡遺物出土状況2 (東→）

写真23 第25・26号住居跡
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第26号住居跡完掘（北東→）
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第27号住居跡遺物出土状況（北東→）

第24・27号住居跡完掘（西→）

写真24 第24・26・27号住居跡
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第28号住居跡完掘（北→）
"'ヽ •• • • Iー .","

饂~

第29号住居跡完掘（東→）

写真25 第28・29号住居跡
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第1号土坑（南東→） 第3号土坑（南東→）

第4号土坑セクション（南→） 第4号土坑完掘（南東→）

第5号土坑セクション（南西→） 第5号土坑完掘（南→）

第6号土坑セクション（東→） 第6号土坑完掘（南→）

写真26 第1·3~6号土坑
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第12号土坑完掘（南→）

第13号土坑確認状況（南→） 第13号土坑完掘（南→）

第14号土坑完掘（東→） 同左、炭化材検出状況（西→） 同左、炭化材検出状況（南→）

写真28 第12,...,16号土坑
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第19号土坑（南→） 同左、土器の下の石器

写真29 第17,...,23号土坑
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第1号土器埋設遺構検出（南→） 第2号土器埋設遺構検出（南→） 第3号土器埋設遺構検出（南→）

同上、埋設状態（南→） 同上、埋設状態（南→）
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同上、セクション（南→）

写真30 第1~3号土器埋設遺構
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第6号土器埋設遺構検出（西→） 同上、セクション（西→）

写真31 第4~8号土器埋設遺構
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同上、埋設状態（南→） 同上、埋設状態（南→）

同上、セクション（南→）

写真32 第9~12号土器埋設遺構
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写真33 第13,._,15号土器埋設遺構

同上、セクション（西→）
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第17号土器埋設遺構検出（西→） 第18号土器埋設遺構検出（西→）

同上、セクション（西→）

写真34 第16,...,18号土器埋設遺構
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第19号土器埋設遺構検出（南→） 第21号土器埋設遺構検出（西→） 第21号土器埋設遺構埋設状態（西→）

墨
同上、遺物出土状況（南→） 同上、遺物出土状況（西→） 同上、セクション（西→）

第19号土器埋設遺構石皿検出（東→）

写真35 第19• 21号土器埋設遺構
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写真36 第22,...,24号土器埋設遺構
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同上、埋設状態（南→）

同上、セクション（南→）
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写真37 第25.....,,27号土器埋設遺構
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第27号土器埋設遺構検出（西→）

同上、埋設状態（東→）

同上、セクション（東→）
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（西→） 第31号土器埋設遺構検出（北→） 第30号土器埋設遺構検出（東→）

第37号土器埋設遺構埋設状態（南→）

写真38 第29~31·37号土器埋設遺構
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第32号土器埋設遺構検出（北→） 第35号土器埋設遺構検出（西→） 第36号土器埋設遺構検出（西→）
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同上、埋設状態（西→） 同上、埋設状態（南→） 第39号土器埋設遺構検出（北→）
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同上、セクション（西→） 同上、セクシ ョン（南→） 同上、埋設状態（西→）

写真39 第32・35・36・39号土器埋設遺構
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第38号土器埋設遺構検出（南→） 第41号土器埋設遺構検出（西→） 第44号土器埋設遺構検出（北→）
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同上、埋設状態（西→）
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同上、セクション（西→） 同上、セクション（南→） 同上、セクション（東→）

写真40 第38・41・44号土器埋設遺構
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写真41 第43・45・46・48号土器埋設遺構
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写真42 第51・52・56・59・60号土器埋設逍構
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同上、セクション（西→） 同上、セクション（東→）

写真43 第53~55·57号土器埋設遺構
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第58号土器埋設遺構検出（北→）

同上、埋設状態（西→）

同上、セクション（西→）

第62号土器埋設遺構検出（西→）

ヽ

同上、埋設状態（南西→）

同上、埋設状態・セクション（南西→）

写真44 第58・62号土器埋設遺構

-334 -

同上、セクション（南西→）

同上、セクション（南西→）
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同上、セクション（南→） 同上、内面状況（西→） 同上、セクション（南→）

写真45 第61・63-65号土器埋設遺構
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同上、セクシ ョン（東→）

第69・70号土器埋設遺構検出 （東→）

同上、セクション

写真46 第67・69・70号土器埋設遺構
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同上、埋設状態 （西→） 同上、埋設状態 （南→） 第77号土器埋設遺構セクション （南→）
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同上、セクシ ョン（西→） （南→） 同上、埋設状態 （南→）

写真47 第66・73・74・77号土器埋設遺構
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第68・71・72号土器埋設遺構検出（北→） 同左、セクション1(西→）

同上、埋設状態2 (西→） 同上、セクション（西→）

写真48 第68·71·72• 78・79号土器埋設遺構
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同上、埋設状態（西→） 同上、セクション（西→） 同上、埋設状態1(西→）

同右、埋設状態2 (西→） 同右、埋設状態3 (西→） 同上、遺物出土状況（西→）

写真49 第80• 84号土器埋設遺構
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第81・82号土器埋設遺構埋設状態（南→） 同左、セクシ ョン（南→）

同上、遺物出土状況 （北→） 第87号土器埋設遺構セクション（西→）

写真50 第81·82·85~87号土器埋設遺構
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報告書抄録

曹 名
いわたりこたにかっこさん かっこよんいせき

岩渡小谷 (3)・(4)遺跡

副 書 名 東北縦貰自動車道八戸線（青森～青森）建設事業に伴う遺跡発掘調査報告

巻 次

シリーズ名 青森県埋蔵文化財調査報告

シリーズ番号 第352集

編著者 名 畠山昇•坂本真弓

編集機 関 青森県埋蔵文化財調査センタ ー

所 在 地 〒038-0042 青森市大字新城字天田内152-15 TEL017-788-5701 Fax017-788-5702 

発行年月日 2003 (平成15)年3月28日

左：旧H本測地系 TokyoDatum

ふりがな ふりがな コ ード 右：（世界測地系に碁づいた

所収遺跡名 所在地 H本測地系 JGD2000)
調査期間 調査面積

市町村 遺跡番号 北緯 東経

いわたりこたに あおもりけんあおもりし 40° (40°) 140°(140°) 20000620 
岩渡小谷 青森県青森市 02201 01301 47' (47') 401 (40') 2,000m' 
(3)遺跡

• 一~
おおあざいわたりあざ

大字岩渡字 5011 (59") 50" (37") 20001031 
こたに りくじょうじ

小 谷 陸 上 自
40° (40°) 140°(140°) えいたいこたにえんしゅう 20010418 

4,700m' 
いわたりこたに

衛隊小谷演習
02201 01302 47' (47') 40'(40') 

岩渡小谷
じょうちない

2,000m' 
(4)遺跡

場地内
45" (54") 48" (35") 20010727 

調査原因
東北縦貫自動車道八戸線（青森～青森）建設事業に伴う埋蔵

文化財発掘調査

遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

岩渡小谷
包蔵地

縄文時代前期
な し

中期初頭の土 小支谷から土器出上。

(3)遺 跡 ～中期 器群 上流部に巣落跡？

集落跡 縄文時代 竪穴住居跡 33軒 縄文時代 土器埋設遺構が集中

（早期～後期 土坑 8甚 早期～晩期の して検出される。合わ

後薬） 土器埋設遺構 土器、 せ口状態の遺構を数甚

75基 石器、 検出。

前期中葉 焼土遺構 15基 土製品、 縄文時代前期の墓の

岩渡小谷 ~ ―ー 小ピット群 2箇所 石製品 可能性のある土坑 1基
(4)遺 跡

前期後華 土器捨て場 2箇所 縄文時代前期 検出。

主体 中薬～後菓主 住居跡床面下で3条

体 の溝検出。

平安時代 土坑 4基
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