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序　　　　　文

　福島県浜通り地方を縦貫する常磐自動車道は，昭和６３年に埼玉県三郷～いわき中央

間，平成１１年にいわき中央～いわき四倉間，平成１４年にはいわき四倉～広野間が開通

し，現在は富岡までの区間で工事が進められています。

　この常磐自動車道建設用地内には，先人が残した貴重な文化遺産が埋蔵されており，

周知の埋蔵文化財包蔵地に加え，数多くの遺跡等を確認しました。

　埋蔵文化財は，それぞれの地域の歴史と文化に根ざした歴史的遺産であると同時に，

我が国の歴史・文化等の正しい理解と，将来の文化の向上発展の基礎を成すものです。

　福島県教育委員会では，常磐自動車道建設予定地内で確認されたこれらの埋蔵文化

財の保護・保存について，開発関係機関と協議を重ね，平成５年度以降，埋蔵文化財

包蔵地の範囲や性格を確かめるための試掘調査を行い，その結果をもとに，平成６年

度から現状保存が困難な遺跡については記録として保存することとし，発掘調査を実

施してきました。

　本報告書は，平成１３年度に行った富岡町に所在する前山Ａ遺跡の発掘調査の結果を

まとめたものです。

　この調査では，縄文時代中期後半の集落跡と平安時代の集落跡が確認されました。

中でも縄文時代の竪穴住居跡に作られた炉の形態は，今まであまり例がなく，学術的

に大変重要な成果を上げることができました。

　今後，この報告書が，県民の皆様の文化財に対する御理解を深めるとともに地域の

歴史を解明するための基礎資料として，さらには生涯学習等の資料として広く活用し

ていただければ幸いに存じます。

　最後に，発掘調査から報告書の作成にあたり，御協力いただいた日本道路公団，財

団法人福島県文化振興事業団をはじめとする関係機関並びに関係各位に対し，感謝の

意を表すものであります。

平成１５年１月

福島県教育委員会

教育長　　ã　城　俊　春





あ　い　さ　つ

　財団法人福島県文化振興事業団では，福島県教育委員会からの委託により，県内の

大規模開発に先立ち，対象地域内にある埋蔵文化財の調査を実施しております。常磐

自動車道建設にかかる遺跡の調査につきましては，平成６年度から平成８年度までに，

いわき中央ＩＣからいわき四倉ＩＣ間のうち，いわき市四倉町に所在する１０遺跡の調

査を実施いたしました。さらに，平成９年度以降はいわき四倉ＩＣから富岡ＩＣ予定

地間にかかる遺跡の発掘調査を実施しており，平成１３年度までにいわき市四倉町・広

野町・楢葉町・富岡町の３６遺跡の発掘調査を実施いたしました。

　本報告書は，平成１３年度に実施した発掘調査のうち，富岡町に所在する前山Ａ遺跡

の調査成果をまとめたものです。

　前山Ａ遺跡では，縄文時代中期後半を主体とする集落跡が確認されました。なかで

も多くの竪穴住居跡から発見された炉跡は，定型的な複式炉が成立する直前段階のも

のと考えられます。この発見により，石囲炉から複式炉に変化する過程が明らかにな

り，福島県内でも大変貴重な調査例を得ることができました。

　今後，この報告書を郷土の歴史研究の基礎資料として，広く活用していただければ

幸いに存じます。

　おわりに，この調査に御協力いただきました日本道路公団東北支社いわき工事事務

所，福島県担当部局，富岡町ならびに地元の方々に深く感謝の意を表します。

　なお，埋蔵文化財の保護につきまして，今後ともより一層の御理解と御協力を賜り

ますようお願い申し上げます。

平成１５年１月

財団法人　福島県文化振興事業団

理事長　佐　藤　栄　佐　久





緒　　　　　言

１　本書は平成１３年度に実施した常磐自動車道（いわき市四倉～富岡間）遺跡発掘調査の報告書であり，

下記の遺跡を収録している。

埋蔵文化財番号　５４３－０００６３；前山Ａ遺跡　　富岡町大字上郡山字前山地内

２　当遺跡調査事業は，福島県教育委員会が日本道路公団の委託を受けて実施し，調査にかかる費

用は日本道路公団が負担した。

３　福島県教育委員会では，発掘調査を財団法人福島県文化振興事業団に委託して実施した。

４　財団法人福島県文化振興事業団では，遺跡調査部遺跡調査課の次の職員を配して調査にあたっ

た。

文化財主査　福島　雅儀　　　文化財主査　富田　　修　　　文化財主査　菅原　祥夫

文化財主事　丹治　篤嘉　　　文化財主事　轡田　克史

なお，臨時的に文化財主査茂木政弘，文化財副主査千葉秀樹，文化財副主査阿部智彦の協力を

得た。

５　本書の執筆は，担当職員が分担して行い，各文末に文責を明記した。

６　本書に使用の地図は，国土地理院長の承認を得て，同院発行の１／５０,０００地形図を複製したも

のです。（承認番号　平１４東複第２４１号）

７　石質鑑定については，真鍋健一（福島大学教育学部）に御協力いただいた。

８　炭素年代測定については，今村峯雄（国立歴史民俗博物館）・小林謙一（総合研究大学院大学）の御協

力を得た。その結果と考察を付章に掲載した。

９　本書に収録した遺跡の調査記録及び出土資料は，福島県教育委員会が保管している。

１０　発掘調査から本報告書を作成するまでに，次の機関・個人から指導・助言・協力をいただいた。

富岡町役場・富岡町教育委員会・楢葉町教育委員会・財団法人いわき市教育文化事業団・

宇佐見雅夫・中山雅弘

 （順不同・敬称略）
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用　　　　　例

１　本文中及び遺物整理に使用した略記号は次のとおりである。

富岡町…ＴＯ　　　　前山Ａ遺跡…ＭＹ・Ａ　　　遺構外堆積土…Ｌ

遺構内堆積土…Î　　竪穴住居跡…ＳＩ　　　　　土坑…ＳＫ

埋甕…ＳＭ　　　　　その他の遺構…ＳＸ　　　　小穴…Ｐ

遺物包含層…ＳＨ

２　引用・参考文献は，執筆者の敬称を省略し，参考文献として巻末に収めた。

３　本書における遺構実測図の用例は，以下のとおりである。

（１）方　　　位　　方位の表記がない遺構図・地形図は，すべて図面上位が真北を指す。座標

南北線は真北を指す。

（２）標　　　高　　断面図及び地形図における標高は，東京湾海水面からの海抜高度を示す。

（３）縮　　　尺　　縮尺率は掲載する遺構の大きさと性格により便宜決定した。選択した縮尺

率については，スケールの脇に表示した。遺構図は原則として，竪穴住居

跡・土坑を１／５０，カマド跡や埋甕など小規模な遺構については１／２５と

した。

（４）ケ　　　バ　　原則として遺構内の傾斜面は�で表示したが，相対的に緩傾斜の部分は�

で表している。また，後世の削平や人為的な削土部分は�の記号で表記し

た。なお，撹乱を受けている範囲は，「撹乱」と明示して区別している。

（５）土　　　層　　遺構外の自然堆積土はローマ数字で表記し，遺構内堆積土は算用数字で表

記した。

（６）ピ　ッ　ト　　各ピットの深さは平面図の（　）内の数値または一覧表を付した。単位は㎝

である。

（７）網　　　点　　挿図中の主な網点用例については，下記に示した。

焼土および酸化面

４　本書における遺物実測図・拓影図の用例は，以下のとおりである。

（１）縮　　　尺　　縄文土器実測図：１／４　縄文土器：拓影図２／５　土師器：実測図１／３

石器実測図：２／３，１／２，１／４，１／６

（２）土　　　器　　縄文土器・土師器は断面を白ヌキ，須恵器は墨染とした。

（３）網　　　点　　土師器の黒色処理は網点で表示した。

（４）計　測　値　　推定値は（　）で，遺存値〔　〕で表示した。単位は㎝である。

（５）遺物写真図版の中に付した番号は，挿図番号と一致している。
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挿図・表目次

９号住居跡出土遺物π …………………………５９図４０　［挿　図］

９号住居跡出土遺物∫ …………………………６１図４１常磐自動車道位置図 ……………………………１図１

９号住居跡出土遺物ª …………………………６２図４２前山Ａ遺跡周辺の遺跡 …………………………６図２

９号住居跡出土遺物º …………………………６３図４３前山Ａ遺跡調査区位置図 ………………………９図３

９号住居跡出土遺物Ω …………………………６４図４４基本土層図 ………………………………………１４図４

１０号住居跡∏ ……………………………………６６図４５１号住居跡 ………………………………………１６図５

１０号住居跡π ……………………………………６７図４６１号住居跡カマド，出土遺物 …………………１７図６

１０号住居跡炉 ……………………………………６８図４７２号住居跡 ………………………………………１８図７

１０号住居跡出土遺物∏ …………………………７１図４８２号住居跡炉 ……………………………………１９図８

１０号住居跡出土遺物π …………………………７２図４９２号住居跡出土遺物 ……………………………２０図９

１０号住居跡出土遺物∫ …………………………７３図５０３号住居跡 ………………………………………２１図１０

１０号住居跡出土遺物ª …………………………７４図５１３号住居跡カマド ………………………………２２図１１

１０号住居跡出土遺物º …………………………７５図５２３号住居跡出土遺物 ……………………………２３図１２

１０号住居跡出土遺物Ω …………………………７６図５３４号住居跡 ………………………………………２５図１３

１０号住居跡出土遺物æ …………………………７７図５４４号住居跡炉∏ …………………………………２６図１４

１１号住居跡炉 ……………………………………７９図５５４号住居跡炉π …………………………………２７図１５

１２号住居跡 ………………………………………８０図５６４号住居跡出土遺物∏ …………………………２９図１６

１２号住居跡炉 ……………………………………８１図５７４号住居跡出土遺物π …………………………３０図１７

１２号住居跡出土遺物 ……………………………８３図５８５号住居跡∏ ……………………………………３２図１８

１３号住居跡 ………………………………………８５図５９５号住居跡π ……………………………………３３図１９

１３号住居跡炉，出土遺物 ………………………８６図６０５号住居跡炉 ……………………………………３５図２０

１４号住居跡 ………………………………………８７図６１５号住居跡出土遺物∏ …………………………３６図２１

１４号住居跡炉 ……………………………………８８図６２５号住居跡出土遺物π …………………………３７図２２

１４号住居跡出土遺物 ……………………………８９図６３５号住居跡出土遺物∫ …………………………３８図２３

１５号住居跡 ………………………………………９０図６４５号住居跡出土遺物ª …………………………３９図２４

１５号住居跡，出土遺物 …………………………９１図６５６号住居跡 ………………………………………４１図２５

１６号住居跡 ………………………………………９３図６６６号住居跡炉 ……………………………………４２図２６

１６号住居跡炉 ……………………………………９４図６７６号住居跡出土遺物 ……………………………４３図２７

１６号住居跡出土遺物∏ …………………………９５図６８７号住居跡∏ ……………………………………４５図２８

１６号住居跡出土遺物π …………………………９６図６９７号住居跡π ……………………………………４６図２９

１７号住居跡 ………………………………………９７図７０７号住居跡炉 ……………………………………４７図３０

１７号住居跡炉，出土遺物 ………………………９８図７１７号住居跡出土遺物∏ …………………………４８図３１

１８号住居跡  ……………………………………１００図７２７号住居跡出土遺物π …………………………４９図３２

１８号住居跡炉  …………………………………１０１図７３７号住居跡出土遺物∫ …………………………５０図３３

１８号住居跡出土遺物∏  ………………………１０２図７４８号住居跡 ………………………………………５１図３４

１８号住居跡出土遺物π  ………………………１０３図７５８号住居跡炉，出土遺物 ………………………５２図３５

１９号住居跡  ……………………………………１０４図７６９号住居跡∏ ……………………………………５３図３６

１９号住居跡炉  …………………………………１０５図７７９号住居跡π ……………………………………５４図３７

１９号住居跡出土遺物∏  ………………………１０７図７８９号住居跡炉 ……………………………………５５図３８

１９号住居跡出土遺物π  ………………………１０８図７９９号住居跡出土遺物∏ …………………………５８図３９
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３３号住居跡１・２号炉，出土遺物  …………１６５図１２４１９号住居跡出土遺物∫  ………………………１０９図８０

１～９号土坑  …………………………………１７２図１２５１９号住居跡出土遺物ª  ………………………１１０図８１

１０号・１１号土坑  ………………………………１７３図１２６１９号住居跡出土遺物º  ………………………１１１図８２

１２号土坑  ………………………………………１７５図１２７２０号住居跡，出土遺物  ………………………１１３図８３

１３～１７号土坑  …………………………………１７６図１２８２１号住居跡∏  …………………………………１１５図８４

１８～２２号土坑  …………………………………１８０図１２９２１号住居跡π  …………………………………１１６図８５

２３～２８号土坑  …………………………………１８１図１３０２１号住居跡出土遺物  …………………………１１７図８６

２９～３６号土坑  …………………………………１８２図１３１２２号住居跡  ……………………………………１２０図８７

３７～４４号土坑  …………………………………１８３図１３２２２号住居跡炉  …………………………………１２１図８８

４５～５１号土坑  …………………………………１８７図１３３２２号住居跡出土遺物∏  ………………………１２３図８９

５２～５９号土坑  …………………………………１８８図１３４２２号住居跡出土遺物π  ………………………１２４図９０

６０～６６号土坑  …………………………………１８９図１３５２２号住居跡出土遺物∫  ………………………１２５図９１

６７～７２号土坑  …………………………………１９０図１３６２３号住居跡  ……………………………………１２６図９２

７３～７５号・７７～７８号土坑  ……………………１９１図１３７２３号住居跡炉  …………………………………１２７図９３

７６・７９～８５号土坑  ……………………………１９２図１３８２３号住居跡出土遺物∏  ………………………１２９図９４

８６～９３号土坑  …………………………………１９３図１３９２３号住居跡出土遺物π  ………………………１３０図９５

９４～１００号土坑 …………………………………１９４図１４０２３号住居跡出土遺物∫  ………………………１３１図９６

１・４・８・９号土坑出土遺物  ……………１９５図１４１２３号住居跡出土遺物ª  ………………………１３２図９７

１０号土坑出土遺物∏  …………………………１９６図１４２２４号住居跡  ……………………………………１３５図９８

１０号土坑出土遺物π  …………………………１９７図１４３２４号住居跡出土遺物∏  ………………………１３６図９９

１１・１２号土坑出土遺物  ………………………１９８図１４４２４号住居跡出土遺物π  ………………………１３７図１００

１３号土坑出土遺物  ……………………………１９９図１４５２５号住居跡∏  …………………………………１３８図１０１

１３・１４号土坑出土遺物  ………………………２００図１４６２５号住居跡π  …………………………………１３９図１０２

１５・１６号土坑出土遺物  ………………………２０１図１４７２５号住居跡∫  …………………………………１４０図１０３

１７・１９号土坑出土遺物  ………………………２０２図１４８２５号住居跡出土遺物∏  ………………………１４１図１０４

１９号土坑出土遺物∏  …………………………２０３図１４９２５号住居跡出土遺物π  ………………………１４２図１０５

１９号土坑出土遺物π  …………………………２０４図１５０２６号住居跡  ……………………………………１４３図１０６

２３・２６・２８・３０・３５・３７・４３～４６・図１５１２６号住居跡炉  …………………………………１４４図１０７

４９・５１・５２号土坑出土遺物  …………………２０５２６号住居跡出土遺物  …………………………１４５図１０８

５９・６０・６９・７１・７２・７４・７９・８１・図１５２２７号住居跡  ……………………………………１４６図１０９

８７・９３号土坑出土遺物  ………………………２０６２７号住居跡炉，出土遺物  ……………………１４７図１１０

１～４号埋甕  …………………………………２１０図１５３２８号住居跡  ……………………………………１４８図１１１

１～４号埋甕出土遺物  ………………………２１１図１５４２８号住居跡炉，出土遺物  ……………………１５０図１１２

１・２号特殊遺構  ……………………………２１２図１５５２９号住居跡，出土遺物  ………………………１５１図１１３

１号特殊遺構出土遺物  ………………………２１３図１５６３０号住居跡  ……………………………………１５３図１１４

ピット群∏  ……………………………………２１５図１５７３１号住居跡∏  …………………………………１５５図１１５

ピット群π  ……………………………………２１６図１５８３１号住居跡π  …………………………………１５６図１１６

１号遺物包含層∏  ……………………………２１７図１５９３１号住居跡出土遺物∏  ………………………１５７図１１７

１号遺物包含層π  ……………………………２１８図１６０３１号住居跡出土遺物π  ………………………１５８図１１８

１号遺物包含層出土遺物∏  …………………２２３図１６１３１号住居跡出土遺物∫  ………………………１５９図１１９

１号遺物包含層出土遺物π  …………………２２４図１６２３１号住居跡出土遺物ª  ………………………１６０図１２０

１号遺物包含層出土遺物∫  …………………２２５図１６３３１号住居跡出土遺物º  ………………………１６１図１２１

１号遺物包含層出土遺物ª  …………………２２６図１６４３２号住居跡，出土遺物  ………………………１６３図１２２

１号遺物包含層出土遺物º  …………………２２７図１６５３３号住居跡  ……………………………………１６４図１２３
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遺構外出土遺物¿  ……………………………２４８図１８３１号遺物包含層出土遺物Ω  …………………２２８図１６６

遺構外出土遺物¡  ……………………………２４９図１８４１号遺物包含層出土遺物æ  …………………２２９図１６７

前山Ａ遺跡における炉の変遷  ………………２５２図１８５１号遺物包含層出土遺物ø  …………………２３０図１６８

１号遺物包含層出土遺物¿  …………………２３１図１６９

　［付　章］１号遺物包含層出土遺物¡  …………………２３２図１７０

前山Ａ遺跡土器の炭化物付着部位  …………４１９図１１号遺物包含層出土遺物¬  …………………２３３図１７１

前山Ａ遺跡の試料の暦年較正  ………………４２０図２１号遺物包含層出土遺物√  …………………２３４図１７２

１号遺物包含層出土遺物ƒ  …………………２３５図１７３

前山Ａ遺跡遺構配置図付図１号遺物包含層出土遺物≈  …………………２３６図１７４

遺構外出土遺物∏  ……………………………２４０図１７５

　［表］遺構外出土遺物π  ……………………………２４１図１７６

平成１３年度発掘調査遺跡一覧 …………………２表１遺構外出土遺物∫  ……………………………２４２図１７７

前山Ａ遺跡周辺の遺跡一覧 ……………………７表２遺構外出土遺物ª  ……………………………２４３図１７８

土坑観察表∏  …………………………………１６７表３遺構外出土遺物º  ……………………………２４４図１７９

土坑観察表π  …………………………………１６８表４遺構外出土遺物Ω  ……………………………２４５図１８０

遺物包含層出土遺物点数  ……………………２１９表５遺構外出土遺物æ  ……………………………２４６図１８１

遺構外出土遺物点数  …………………………２３８表６遺構外出土遺物ø  ……………………………２４７図１８２
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写真図版目次

７号住居跡完掘（北から）  ……………………２７９４１調査前南斜面現状（南から）  …………………２５９１

７号住居跡細部∏  ……………………………２７９４２南斜面トレンチ  ………………………………２５９２

７号住居跡炉完掘（北から）  …………………２８０４３基本土層（①～④）  ……………………………２６０３

７号住居跡炉細部  ……………………………２８０４４基本土層（⑤～⑧）  ……………………………２６０４

７号住居跡細部π  ……………………………２８１４５Ｆ８・９グリッド付近住居跡群（北から）  …２６１５

７号住居跡細部∫  ……………………………２８１４６Ｆ１１・１２グリッド付近住居跡群（南西から）   …２６１６

７号住居跡作業風景（北から）  ………………２８２４７Ｆ１１・１２グリッド付近住居跡群（北西から）   …２６２７

７号住居跡細部ª  ……………………………２８２４８Ｆ１１グリッド付近住居跡群（北から）  ………２６２８

８号住居跡完掘（南から）  ……………………２８３４９Ｆ１１・１２グリッド付近住居跡群（南東から）   …２６３９

８号住居跡細部∏  ……………………………２８３５０Ｆ８・９グリッド付近住居跡群（北から）  …２６３１０

８号住居跡炉完掘（南から）  …………………２８４５１Ｆ９グリッド付近住居跡群（北から）  ………２６４１１

８号住居跡炉細部∏  …………………………２８４５２Ｆ８グリッド付近調査区南西部（北から）  …２６４１２

８号住居跡炉細部π  …………………………２８５５３１号住居跡完掘（南から）  ……………………２６５１３

８号住居跡細部π  ……………………………２８５５４１号住居跡細部  ………………………………２６５１４

９号住居跡完掘（南から）  ……………………２８６５５１号住居跡，２・３号土坑遠景（北から）  ……２６６１５

９号住居跡細部∏  ……………………………２８６５６１号住居跡カマド細部  ………………………２６６１６

９号住居跡炉細部∏  …………………………２８７５７２号住居跡完掘（南から）  ……………………２６７１７

９号住居跡炉細部π  …………………………２８７５８２号住居跡細部  ………………………………２６７１８

９号住居跡炉細部∫  …………………………２８８５９２号住居跡炉完掘（南から）  …………………２６８１９

９号住居跡細部π  ……………………………２８８６０２号住居跡炉細部  ……………………………２６８２０

９号住居跡細部∫  ……………………………２８９６１３号住居跡完掘（西から）  ……………………２６９２１

９号住居跡細部ª  ……………………………２８９６２３号住居跡細部∏  ……………………………２６９２２

１０号住居跡完掘（南西から）  …………………２９０６３３号住居跡細部π  ……………………………２７０２３

１０号住居跡細部∏  ……………………………２９０６４３号住居跡細部∫  ……………………………２７０２４

１０号住居跡炉細部  ……………………………２９１６５４号住居跡完掘（南から）  ……………………２７１２５

１０号住居跡細部π  ……………………………２９１６６４号住居跡細部∏  ……………………………２７１２６

１０号住居跡細部∫  ……………………………２９２６７４号住居跡炉完掘（東から）  …………………２７２２７

１０号住居跡細部ª  ……………………………２９２６８４号住居跡炉細部  ……………………………２７２２８

１１号住居跡炉細部  ……………………………２９３６９４号住居跡Ｐ１土器出土状況（南から）  ……２７３２９

１２号住居跡完掘（南西から）  …………………２９３７０４号住居跡細部π  ……………………………２７３３０

１２号住居跡細部∏  ……………………………２９４７１５号住居跡完掘（南から）  ……………………２７４３１

１２号住居跡炉細部∏  …………………………２９４７２５号住居跡細部∏  ……………………………２７４３２

１２号住居跡炉細部π  …………………………２９５７３５号住居跡炉完掘（南から）  …………………２７５３３

１２号住居跡細部π  ……………………………２９５７４５号住居跡細部π  ……………………………２７５３４

１３号住居跡完掘（南東から）  …………………２９６７５５号住居跡細部∫  ……………………………２７６３５

１３号住居跡炉細部∏  …………………………２９６７６５号住居跡細部ª  ……………………………２７６３６

１３号住居跡炉細部π  …………………………２９７７７６号住居跡完掘（東から）  ……………………２７７３７

１３号住居跡細部  ………………………………２９７７８６号住居跡細部∏  ……………………………２７７３８

１４号住居跡完掘（北西から）  …………………２９８７９６号住居跡炉完掘（東から）  …………………２７８３９

１４号住居跡細部∏  ……………………………２９８８０６号住居跡細部π  ……………………………２７８４０
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２２号住居跡炉完掘（南から）  …………………３２１１２５１４号住居跡炉細部  ……………………………２９９８１

２２号住居跡炉細部  ……………………………３２１１２６１４号住居跡細部π  ……………………………２９９８２

２２号住居跡細部π  ……………………………３２２１２７１５号住居跡完掘（北から）  ……………………３００８３

２２号住居跡細部∫  ……………………………３２２１２８１５号住居跡完掘（北西から）  …………………３００８４

２３号住居跡完掘（南西から）  …………………３２３１２９１５号住居跡細部∏  ……………………………３０１８５

２３号住居跡細部∏  ……………………………３２３１３０１５号住居跡細部π  ……………………………３０１８６

２３号住居跡細部π  ……………………………３２４１３１１５号住居跡細部∫  ……………………………３０２８７

２３号住居跡炉細部∏  …………………………３２４１３２１５号住居跡細部ª  ……………………………３０２８８

２３号住居跡炉細部π  …………………………３２５１３３１５号住居跡細部º  ……………………………３０３８９

２３号住居跡細部∫  ……………………………３２５１３４１５号住居跡細部Ω  ……………………………３０３９０

２３号住居跡細部ª  ……………………………３２６１３５１６号住居跡完掘（西から）  ……………………３０４９１

２３号住居跡細部º  ……………………………３２６１３６１６号住居跡細部∏  ……………………………３０４９２

２４号住居跡完掘（北西から）  …………………３２７１３７１６号住居跡炉完掘（西から）  …………………３０５９３

２４号住居跡細部∏  ……………………………３２７１３８１６号住居跡炉細部  ……………………………３０５９４

２４号住居跡細部π  ……………………………３２８１３９１６号住居跡完掘（南東から）  …………………３０６９５

２４号住居跡細部∫  ……………………………３２８１４０１６号住居跡細部π  ……………………………３０６９６

２５号住居跡完掘（北から）  ……………………３２９１４１１７号住居跡完掘（西から）  ……………………３０７９７

２５号住居跡細部∏  ……………………………３２９１４２１７号住居跡（北東から）  ………………………３０７９８

２５号住居跡細部π  ……………………………３３０１４３１７号住居跡細部  ………………………………３０８９９

２５号住居跡細部∫  ……………………………３３０１４４１７号住居跡炉細部  ……………………………３０８１００

２５号住居跡炉細部  ……………………………３３１１４５１８号住居跡完掘（西から）  ……………………３０９１０１

２５号住居跡細部ª  ……………………………３３１１４６１８号住居跡細部∏  ……………………………３０９１０２

２６号住居跡完掘（西から）  ……………………３３２１４７１８号住居跡炉細部  ……………………………３１０１０３

２６号住居跡細部∏  ……………………………３３２１４８１８号住居跡細部π  ……………………………３１０１０４

２６号住居跡炉完掘（北西から）  ………………３３３１４９１９号住居跡完掘（南西から）  …………………３１１１０５

２６号住居跡細部π  ……………………………３３３１５０１９号住居跡完掘（北東から）  …………………３１１１０６

２６号住居跡細部∫  ……………………………３３４１５１１９号住居跡細部∏  ……………………………３１２１０７

２６号住居跡細部ª  ……………………………３３４１５２１９号住居跡細部π  ……………………………３１２１０８

２７号住居跡完掘（北から）  ……………………３３５１５３１９号住居跡炉完掘（東から）  …………………３１３１０９

２７号住居跡完掘（西から）  ……………………３３５１５４１９号住居跡炉細部  ……………………………３１３１１０

２７号住居跡検出（東から）  ……………………３３６１５５１９号住居跡細部∫  ……………………………３１４１１１

２７号住居跡細部  ………………………………３３６１５６１９号住居跡細部ª  ……………………………３１４１１２

２７号住居跡炉完掘（西から）  …………………３３７１５７２０号住居跡完掘（北から）  ……………………３１５１１３

２７号住居跡炉細部  ……………………………３３７１５８２０号住居跡細部  ………………………………３１５１１４

２８号住居跡完掘（北から）  ……………………３３８１５９２１号住居跡完掘（北西から）  …………………３１６１１５

２８号住居跡完掘（北東から）  …………………３３８１６０２１号住居跡細部∏  ……………………………３１６１１６

２８号住居跡炉細部∏  …………………………３３９１６１２１号住居跡炉細部  ……………………………３１７１１７

２８号住居跡炉細部π  …………………………３３９１６２２１号住居跡細部π  ……………………………３１７１１８

２８号住居跡炉完掘（北西から）  ………………３４０１６３２１号住居跡細部∫  ……………………………３１８１１９

２８号住居跡炉細部∫  …………………………３４０１６４２１号住居跡細部ª  ……………………………３１８１２０

２８号住居跡細部∏  ……………………………３４１１６５２１号住居跡細部º  ……………………………３１９１２１

２８号住居跡細部π  ……………………………３４１１６６２１号住居跡細部Ω  ……………………………３１９１２２

２９号住居跡完掘（南東から）  …………………３４２１６７２２号住居跡完掘（南西から）  …………………３２０１２３

２９号住居跡細部  ………………………………３４２１６８２２号住居跡細部∏  ……………………………３２０１２４
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５１・５２号土坑  …………………………………３６５２１３３１号住居跡完掘（西から）  ……………………３４３１６９

５３・５４号土坑  …………………………………３６５２１４３１号住居跡細部∏  ……………………………３４３１７０

５５・５６号土坑  …………………………………３６６２１５３１号住居跡炉細部  ……………………………３４４１７１

５７・５８号土坑  …………………………………３６６２１６３１号住居跡細部π  ……………………………３４４１７２

５９・６０号土坑  …………………………………３６７２１７３１号住居跡細部∫  ……………………………３４５１７３

６１・６２号土坑  …………………………………３６７２１８３１号住居跡細部ª  ……………………………３４５１７４

６３・６４号土坑  …………………………………３６８２１９３１号住居跡細部º  ……………………………３４６１７５

６５・６６号土坑  …………………………………３６８２２０３１号住居跡細部Ω  ……………………………３４６１７６

６７・６８号土坑  …………………………………３６９２２１３２号住居跡完掘（南東から）  …………………３４７１７７

６９号土坑  ………………………………………３６９２２２３２号住居跡細部  ………………………………３４７１７８

７０・７１号土坑  …………………………………３７０２２３３３号住居跡検出（西から）  ……………………３４８１７９

７２・７３号土坑  …………………………………３７０２２４３３号住居跡細部  ………………………………３４８１８０

７４・７５号土坑  …………………………………３７１２２５土坑群（北西から）  ……………………………３４９１８１

７６・７７号土坑  …………………………………３７１２２６土坑群（西から）  ………………………………３４９１８２

７８・７９号土坑  …………………………………３７２２２７１・２号土坑  …………………………………３５０１８３

８０～８２号土坑  …………………………………３７２２２８３・４号土坑  …………………………………３５０１８４

８３・８４号土坑  …………………………………３７３２２９５・６号土坑  …………………………………３５１１８５

８５・８６号土坑  …………………………………３７３２３０７・８号土坑  …………………………………３５１１８６

８７～８９号土坑  …………………………………３７４２３１９・１０号土坑  …………………………………３５２１８７

９０・９１号土坑  …………………………………３７４２３２１０号土坑遺物出土状況（南から）  ……………３５２１８８

９２・９３号土坑  …………………………………３７５２３３１０号土坑細部  …………………………………３５３１８９

９４・９５号土坑  …………………………………３７５２３４１０号土坑遺物出土状況（西から）  ……………３５３１９０

９６・９７号土坑  …………………………………３７６２３５１１・１２号土坑  …………………………………３５４１９１

９８～１００号土坑 …………………………………３７６２３６１２号土坑遺物出土状況（西から）  ……………３５４１９２

１・２号埋甕  …………………………………３７７２３７１３号土坑遺物出土状況（南から）  ……………３５５１９３

３・４号埋甕  …………………………………３７７２３８１３号土坑細部  …………………………………３５５１９４

その他の遺構  …………………………………３７８２３９１４・１５号土坑  …………………………………３５６１９５

Ｇ８Ｐ２，作業風景 ……………………………３７８２４０１６・１７号土坑  …………………………………３５６１９６

１号遺物包含層全景（南から）  ………………３７９２４１１８・１９号土坑  …………………………………３５７１９７

１号遺物包含層細部∏  ………………………３７９２４２２０・２１号土坑  …………………………………３５７１９８

１号遺物包含層細部π  ………………………３８０２４３２２・２３号土坑  …………………………………３５８１９９

１号遺物包含層細部∫  ………………………３８０２４４２４・２５号土坑  …………………………………３５８２００

１～３号住居跡出土土器  ……………………３８１２４５２６～２８号土坑  …………………………………３５９２０１

４・９号住居跡出土土器  ……………………３８２２４６２９・３０号土坑  …………………………………３５９２０２

９・１０・１２号住居跡出土土器  ………………３８３２４７３１・３２号土坑  …………………………………３６０２０３

１３・１６・１８・１９号住居跡出土土器  …………３８４２４８３３・３４号土坑  …………………………………３６０２０４

２２・２３号住居跡出土土器  ……………………３８５２４９３５・３６号土坑  …………………………………３６１２０５

２３～２６・２８号住居跡出土土器  ………………３８６２５０３７・３８号土坑  …………………………………３６１２０６

３１・３３号住居跡出土土器  ……………………３８７２５１３９・４０号土坑  …………………………………３６２２０７

１０号土坑出土土器  ……………………………３８８２５２４１・４２号土坑  …………………………………３６２２０８

１０・１２号土坑出土土器  ………………………３８９２５３４３・４４号土坑  …………………………………３６３２０９

１２・１３号土坑出土土器  ………………………３９０２５４４５・４６号土坑  …………………………………３６３２１０

１４・６９・７９号土坑，１・３号埋甕２５５４７・４８号土坑  …………………………………３６４２１１

出土土器  ………………………………………３９１４９・５０号土坑  …………………………………３６４２１２
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１９号土坑出土土器  ……………………………４０７２８６１号遺物包含層，遺構外出土土器  …………３９２２５６

２３・２６・２８・３０・３１・３５・３７・４３～４６号２８７２・４号住居跡出土土器  ……………………３９２２５７

土坑出土土器  …………………………………４０７５号住居跡出土土器  …………………………３９３２５８

４９・５１・５２・５９・６０号土坑出土土器  ………４０８２８８５・６号住居跡出土土器  ……………………３９３２５９

７１・７２・７４・８１・８７・９３号土坑出土土器  …４０８２８９７号住居跡出土土器  …………………………３９４２６０

１号遺物包含層出土土器∏  …………………４０９２９０８・９号住居跡出土土器  ……………………３９４２６１

１号遺物包含層出土土器π  …………………４０９２９１９号住居跡出土土器  …………………………３９５２６２

１号遺物包含層出土土器∫  …………………４１０２９２１０号住居跡出土土器∏  ………………………３９５２６３

１号遺物包含層出土土器ª  …………………４１０２９３１０号住居跡出土土器π  ………………………３９６２６４

１号遺物包含層出土土器º  …………………４１１２９４１０号住居跡出土土器∫  ………………………３９６２６５

１号遺物包含層出土土器Ω  …………………４１１２９５１２～１５号住居跡出土土器  ……………………３９７２６６

１号遺物包含層出土土器æ  …………………４１２２９６１６号住居跡出土土器  …………………………３９７２６７

１号遺物包含層出土土器ø  …………………４１２２９７１７・１８号住居跡出土土器  ……………………３９８２６８

遺構外出土土器  ………………………………４１３２９８１８・１９号住居跡出土土器  ……………………３９８２６９

９・１４・１９号住居跡，１９号土坑，２９９１９号住居跡出土土器∏  ………………………３９９２７０

１号遺物包含層出土土製品  …………………４１３１９号住居跡出土土器π  ………………………３９９２７１

出土土器細部∏  ………………………………４１４３００２０・２１号住居跡出土土器  ……………………４００２７２

出土土器細部π  ………………………………４１４３０１２２号住居跡出土土器  …………………………４００２７３

出土土器細部∫  ………………………………４１５３０２２３号住居跡出土土器∏  ………………………４０１２７４

１・３・５・７・８号住居跡出土石器  ……４１５３０３２３号住居跡出土土器π  ………………………４０１２７５

９・１０・１６・１８号住居跡出土石器  …………４１６３０４２３号住居跡出土土器∫  ………………………４０２２７６

１９・２１・２２号住居跡出土石器  ………………４１６３０５２４・２５号住居跡出土土器  ……………………４０２２７７

２２～２５・３１号住居跡出土石器  ………………４１７３０６２６～２９号住居跡出土土器  ……………………４０３２７８

４・９・１０・１３・１６号住居跡出土石器  ……４１７３０７３１号住居跡出土土器∏  ………………………４０３２７９

１号遺物包含層出土石器  ……………………４１８３０８３１号住居跡出土土器π  ………………………４０４２８０

遺構外出土石器  ………………………………４１８３０９３１～３３号住居跡出土土器  ……………………４０４２８１

１・４・８～１２号土坑出土土器  ……………４０５２８２

　［付　章］１３号土坑出土土器  ……………………………４０５２８３

顕微鏡写真  ……………………………………４２２１１５・１６号土坑出土土器  ………………………４０６２８４

１７・１９号土坑出土土器  ………………………４０６２８５
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第１章　遺跡の環境と調査経過

第１節　調査にいたる経緯
　

１　常磐自動車道建設事業の概要と平成１２年度までの埋蔵文化財の対応

　常磐自動車道は，埼玉県三郷市を起点として，千葉県・茨城県・福島県浜通り地方を縦貫して宮

城県に至る，太平洋沿岸の交通の大動脈として計画された路線である。この計画の内，三郷イン

ターチェンジ（以下ＩＣと略す）からいわき市のいわき中央ＩＣまでは，昭和６３年に供用が開始され，

更に，いわき中央ＩＣからいわき四倉ＩＣまでは平成１１年３月に供用を開始している。

　これら供用が開始された区間の内，茨城県境からいわき中央ＩＣまでの間に所在する埋蔵文化財

に関しては，昭和５９・６０年にいわき市教育委員会が財団法人いわき市教育文化事業団に委託して４

遺跡について発掘調査を実施した。いわき中央ＩＣ～いわき四倉ＩＣ間の埋蔵文化財に関しては，

平成６年から９年まで好間～平赤井・平窪地区の１０遺跡の発掘調査をいわき市教育委員会が財団法

人いわき市教育文化事業団に委託して実施し，四倉町大野地区の１０遺跡の発掘調査を，福島県教育

委員会が財団法人福島県文化センターに委託して実施した。

　いわき四倉ＩＣ以北の路線については，平成３年にいわき四倉ＩＣ～富岡ＩＣ間が整備計画路線

に格上げされ，平成５年には施工命令が下されている。さらに，富岡ＩＣ以北についても，平成８

年に相馬ＩＣまでの区間が整備計画路線となり，平成１０年に施工命令が下されている。

　福島県教育委員会では，いわき四倉ＩＣ以北の路線内に所在する埋蔵文化財に関して，平成６年

度より表面調査を実施し，平成１０年度までに宮城県境までの表面調査を終了している。この成果を
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第１章　遺跡の環境と調査経過

受けて，平成７年度よりいわき四倉ＩＣ～富岡ＩＣ間の試掘調査を実施し，平成９年度からは同区

間に所在する遺跡の発掘調査が開始されている。平成９年度はいわき市内の５遺跡と広野町内の１

遺跡の発掘調査を実施し，平成１０年度はいわき市内の４遺跡，広野町内の３遺跡，楢葉町内の３遺

跡，富岡町内の２遺跡の発掘調査を実施した。この平成１０年度の調査により，路線内に所在する遺

跡の内，いわき市内に所在する遺跡の発掘調査を全て終了した。平成１１年度は，広野町内の４遺跡，

楢葉町内の５遺跡について実施した。平成１２年度は，広野町内の１遺跡，楢葉町内の７遺跡，富岡

町内の５遺跡について実施した。この平成１２年度の調査により，路線内に所在する遺跡の内，広野

町内に所在する遺跡の発掘調査を全て終了した。

２　平成１３年度の調査経過

　平成１３年度常磐自動車道関連の遺跡発掘調査は，２０名の体制で開始した。調査対象地は，第１２次

区間の双葉郡楢葉町から富岡町までである。

　発掘調査に先立ち，４月上旬から，昨年度に引き続き発掘調査を行う楢葉町馬場前遺跡，富岡町

内で新たに発掘調査が予定されている前山Ａ遺跡や，本町西Ｄ遺跡などの条件整備状況確認を行う

とともに，発掘作業員雇用手続きや連絡所設置・駐車場整備などの準備作業を進めた。

　調査は，４月１６日から富岡町前山Ａ遺跡・本町西Ｄ遺跡，４月２４日から楢葉町馬場前遺跡の発掘

調査を開始した。このうち馬場前遺跡は３次調査で，町道中島－高田線を挟み北区と南区に分かれ

る。北区は，町道より北側４，５００㎡文化層２枚分（平安と縄文の文化層）の調査であり，養生したシー

トをRがして昨年度に続き遺構の精査に取りかかった。南区は，昨年度調査が不可能で新たに条件

整備が整った箇所から表土Rぎを実施した。馬場前遺跡は常磐自動車道楢葉工事区上小塙地区工事

の計画により，９月末までの調査期間で開始した。

　５月に入り，新たに富岡町本町西Ｃ・本町西Ｂ遺跡の発掘調査を開始した。本町西Ｃ遺跡は先に

調査を開始した本町西Ｄ遺跡と沢を隔てて隣接しており，土橋により重機の通行を可能にして表土

Rぎを実施した。本町西Ｂ遺跡は遅沢川と本町西Ｃ遺跡が立地する段丘の崖面に挟まれた場所で，

排土箇所が調査区内に限られているため，調査区を南北に分割して排土を交互に移動しながら調査

を進めることとなった。

　６月１２日には，工事が優先される楢葉町馬場前遺跡南区民家脇の１，１００㎡について，日本道路公

（面積総計　４４，５４０㎡）表１　平成１３年度発掘調査遺跡一覧

発掘調査期間時　　　　代発掘調査
面積（㎡）所　　在　　地遺　跡　名番号

４／２４～１０／４縄文・奈良・平安・鎌倉・室町１３，４００楢葉町上小塙字馬場前他馬場前遺跡①

４／１６～９／２８縄文・平安６，８００富岡町上郡山字前山前山Ａ遺跡②

５／１７～１１／３０縄文・平安８，７４０富岡町本町字本町西本町西Ｂ遺跡③

５／７～９／７縄文・平安５，２００富岡町本町字本町西本町西Ｃ遺跡④

４／１６～６／２１縄文４，０００富岡町本町字本町西本町西Ｄ遺跡⑤

８／２７～１１／１６奈良・平安６，４００富岡町上手岡字後作後作Ａ遺跡⑥
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団いわき工事事務所に引き渡しを行った。さらに，６月２１日には本町西Ｄ遺跡の発掘調査が終了し，

本町西Ｃ遺跡と本町西Ｂ遺跡の遺構検出・精査を重点的に進めることとなった。前山Ａ遺跡では縄

文時代中期後葉における複式炉出現期の集落跡の調査が本格的になってきた。６月も後半になると

梅雨前線の活動が活発化し，以後７月上旬にかけて雨天の日が多くなった。

　７月１８日には，馬場前遺跡と前山Ａ遺跡においてＮＨＫの録画取材を受けた。これは１１月に放送

予定の番組のためである。また，７月２２日には広野町の常磐自動車道北迫川橋連結式の式典にあわ

せて地元町民との交流イベントが開催され，日本道路公団いわき工事事務所の依頼を受けてú福島

県文化振興事業団も常磐自動車道遺跡発掘調査資料の展示協力を行った。

　８月になると，各遺跡の発掘調査も佳境に入り，８月２日には楢葉町馬場前遺跡において調査区

全体の空撮を実施した。さらに８月１１日には富岡町前山Ａ遺跡の現地説明会を実施し，地元富岡町

内外から２００名以上の見学者が来跡した。なお，８月２７日からは富岡町後作Ａ遺跡の発掘調査を新

たに開始した。

　９月には楢葉町馬場前遺跡を始めとして，富岡町本町西Ｃ遺跡・前山Ａ遺跡の発掘調査が終了し

た。前山Ａ遺跡では調査終了に先立ち，９月１７日に空中写真撮影を実施した。調査が終了した馬場

前遺跡と前山Ａ遺跡については１０月４日に日本道路公団いわき工事事務所に引き渡しを行った。

　１０月は，残る富岡町本町西Ｂ遺跡と後作Ａ遺跡の発掘調査を進めた。後作Ａ遺跡では，１０月１２日

に作業員が現場において病気により急死したため，翌週１週間現場作業を休止した。その後は発掘

調査も順調に進み，１１月１６日には後作Ａ遺跡，１１月３０日には本町西Ｂ遺跡の発掘調査が終了した。

現地引き渡しはいずれも１２月５日に行ったが，本町西Ｂ遺跡は先に終了した本町西Ｃ・本町西Ｄ遺

跡とともに引き渡しを行った。

第２節　遺跡の位置と自然環境

　福島県は東北地方の最南端に位置し，面積は１３，７８２‡である。これは北海道・岩手県についで全

国で３番目に広い。その内，およそ８割は山地で占められ，東部には太平洋に沿って阿武隈山地，

中央部には磐梯・吾妻・安達太良を含む那須火山帯が通る奥羽山脈，西には越後山脈がせまってい

る。それらはほぼ南北に走っていて，県全体は西から会津地方・中通り地方・浜通り地方の三つに

区分される。

　前山Ａ遺跡は，浜通り地方のほぼ中央部の双葉郡富岡町に所在する。町の面積は６８．４７‡で，東

西約１２㎞，南北約７㎞と，太平洋から標高４００～６００ｍの阿武隈山地にかけて，東西に広がった土地

をもち，約６割が山林で占められている。

　浜通り地方の気候は，太平洋岸式気候で夏季は涼しく，冬季は海流の影響で暖かい。富岡町は，

年平均気温が１２．２℃で，夏は海風があるため涼しく，冬季は「空っ風」と呼ばれる強風が大きな特

徴のひとつとなっている。概して，四季を通じてしのぎやすい温暖な気候といえる。
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　交通路は関東地方から宮城県仙台市方面へ通じるＪＲ常磐線と国道６号線が南北に走っている。

東西には県道３６号線などが通っていて中通り地方へとつながっているが，いずれも険しい山道で峠

越えは容易でない。集落は町内に二つあるＪＲ常磐線の富岡・夜の森両駅周辺を中心に発達してい

る。また，周辺山地の緩斜面には比較的面積のまとまった牧場や牧草地が分布していて，集落もあ

る程度各地に散在している。平成１４年現在，建設中の常磐自動車道は，富岡町内では阿武隈山地の

東縁を添う形で緩やかなＳ字カーブを描くルートをとっている。これは，比較的平坦な部分に建設

されているＪＲ常磐線や国道６号線のおよそ２～４㎞西を通ることになる。

　富岡町の地形は，西から阿武隈高地・河岸段丘地帯・海岸低地の３地形に区分され，西高東低の

浜通り地方特有の地形となっている。町の西部，太平洋から西へ約７㎞地点には，標高１００ｍの等

高線に沿うように双葉断層と立石逆断層の２つの断層が南北に縦走している。これらの断層によっ

て地形は大きく区分される。２つの断層西側は阿武隈高地の東縁部で，富岡川や紅葉川などの大小

の河川が険峻で樹枝状の渓谷を刻んでいる。断層の東側に入ると河床勾配は緩やかになり，河岸段

丘地形を形成する。さらに町のほぼ中央を東流する富岡川流域両岸は沖積地が開け，水田・畑地な

どに利用されているが，広大な平野部を形成するには至っていない。

　前山Ａ遺跡は，福島県双葉郡富岡町大字上郡山字前山に位置する。遺跡周辺の地形は，第三紀鮮

新世の大年寺層を基盤とする段丘地形が続き，小河川によって樹枝状に開析された複雑な様相を示

している。富岡町の段丘地形は中位Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・低位Ⅰ・Ⅱ面に区分され（久保ほか１９９４），本遺

跡が立地する平坦面は中位Ⅱ段丘面に相当する。本遺跡の標高は約６０ｍで，遺跡の南北両側は比高

差約３０ｍの急しゅんな段丘崖となっている。また本遺跡の北側には紅葉川が西から東に流れ，川を

挟んで北側には上郡Ｂ遺跡が所在する。　  （富　田）

第３節　周辺の遺跡と歴史的環境

　富岡町は，南双葉地方広域市町村圏の中核的な自治体であり，行政や経済等に関わる出先機関が

設置されている。歴史的にみても，古代より地域の重要な位置にあったことがうかがえる。富岡町

で知られている最も古い時代の遺跡は，後期旧石器時代にさかのぼる。本町遺跡からは頁岩製の細

石刃核が，また日南郷遺跡の試掘調査では石刃が出土している。

　縄文時代の遺跡は，富岡川沿いと紅葉川沿いに多く分布している。日南郷遺跡では，平成１０年度

の試掘調査により出土した掻器が草創期に属する可能性を有している。早期の土器は，本町西Ａ・

Ｃ遺跡，後作Ａ遺跡より出土している。前期に属する土器は，本町遺跡・真壁城遺跡Ｃ地区・蛇谷

須遺跡より出土し，本町西Ａ・Ｃ各遺跡からは前期初頭の土器や遺構が検出された。中期の資料と

しては，日南郷・本町・滝の沢・蛇谷須遺跡より土器が，前山Ａ遺跡からは集落跡が検出された。

後期になると資料は増加し，蛇谷須・一本松・上ノ町Ｂ・上郡Ｂ遺跡よりこの時期の土器が多数検

出されている。晩期の遺跡は，片倉遺跡のように低位段丘面上に立地している例が多い。
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　弥生時代の遺跡は非常に少ない。確認されているのは，毛萱遺跡と真壁城跡Ａ地区のみであり，

毛萱遺跡からは，天神原式期の遺構と遺物が検出されている。ここで出土した土偶は類例が希少で

あり，特筆される資料である。

　古墳時代になると，再び遺跡数が増えてくる。前期の遺構・遺物としては，毛萱遺跡・真壁城跡

Ａ地区などから検出され，中期になると，小浜古墳群が確認されている。また，王塚古墳・真壁古

墳では，墳丘が残されている。７世紀になると，真壁城跡Ａ地区からは集落跡が検出され，さらに

佛浜横穴群・清水尻横穴群・小浜横穴群・大作横穴などの横穴群が確認されている。横穴墓群の出

現は，楢葉町や大熊町などと軌を一にしている。富岡町や楢葉町周辺は，『国造本紀』によれば，

「道尻岐閉国」と呼ばれており，５世紀後半代の富岡には，円墳を築くような地域的な支配者層が

形成されていたことになる。

　奈良・平安時代になると遺跡数はさらに増加する。富岡川右岸の段丘面上や双葉断層東側，市街

地南の太平洋に張り出した丘陵，紅葉川流域より多くの遺跡が確認されている。

　富岡町の奈良・平安時代を代表する遺跡としては，小浜代遺跡が挙げられよう。奈良三彩陶器は

東北地方では初の出土となった。８世紀中～後葉頃のものと推定される，掘込基壇を積み礎石を据

えた瓦葺きの２棟の建物跡からは，鉄鉢様の椀形須恵器や奈良三彩陶器など，仏具的な遺物が出土

していることから，官衙的性格を兼備えた寺院跡の可能性が高い。双葉郡内における官衙遺跡とし

ては，双葉町の郡山五番遺跡が郡衙跡と推定されているが，小浜代遺跡の場合は多賀城跡や陸奥国

分寺などとのより密接なつながりが想定され，その特異な性格が浮き彫りとなっている。

　富岡町における奈良・平安時代の生産基盤としては，稲作農耕が第一に挙げられる。毛萱から佛

浜にかけては条里型地割りが今も残されている。この他，製鉄が行われていたことが上本町Ｄ遺跡

の発掘調査で確認されている。

　中世の遺跡としては，真壁城跡や毛萱館跡，上郡山館跡，小浜館跡，日向館跡，諸沢館跡，高津

戸館跡，大菅館跡といった城館跡が残されている。

　鎌倉幕府成立後は，三浦一族の和田氏が標葉郡の総地頭として楢葉方面までも統治した後，岩城

一族の楢葉氏・標葉氏が双葉地方を実質支配した。岩城氏は平安時代末期に，開発領主として一族

を各郡に分封し，源頼朝に従って所領安堵を得ている。富岡町は岩城・楢葉氏の勢力下にあり，在

地小領主として富岡氏の記録がある。

　近世では，平藩の鳥居氏・内藤氏の支配を受けた後，富岡町も含め楢葉郡は分断され，幕領・棚

倉藩・多古藩，仙台藩預かりなどの支配を受けた。幕領の小浜代官島田帯刀については天保飢饉の

際に農民救済を行った名代官として，楢葉・富岡両町に顕彰碑が残されている。近世から近代の代

表的遺跡としては，上手岡鉄山高炉跡がある。　  （富　田）
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図２　前山Ａ遺跡周辺の遺跡 （国土地理院１／５０,０００地形図　承認番号　平１４東複第２４１号）
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表２　前山Ａ遺跡周辺の遺跡一覧
遺　跡　の　概　要所　在　地遺　跡　名No遺　跡　の　概　要所　在　地遺　跡　名No

縄文時代の散布地上郡山字滝の沢滝の沢遺跡６１〔富　岡　町〕

縄文時代の散布地上郡山字半弥沢半弥澤遺跡６２縄文時代の散布地上手岡字茂手木茂手木遺跡１

縄文時代の散布地上手岡字西の上片倉遺跡２

〔楢　葉　町〕縄文時代の散布地上手岡字大木戸川原大木戸川原遺跡３

縄文・古墳・奈良・平安時代の上繁岡字塩貝塩貝遺跡６３近世・近代の製鉄跡上手岡字大木戸川原上手岡鉄山高炉跡４

散布地縄文・奈良・平安時代の散布地上手岡字後作後作Ａ遺跡５

縄文・奈良・平安時代・近世の上繁岡字山根上繁岡山根遺跡６４縄文時代・近世の散布地上手岡字日南郷日南郷遺跡６

散布地縄文時代の散布地上手岡字大石原大石原遺跡７

縄文時代の狩場，平安時代の散上繁岡字二枚橋二枚橋遺跡６５中世の城館跡上手岡字高津戸高津戸館跡８

布地縄文・平安時代・近世の散布地上手岡字平道地平道地遺跡９

縄文時代の散布地井出字羽山羽山遺跡６６近世の散布地上手岡字前川原前川原遺跡１０

縄文時代の散布地井出字迎平立石遺跡６７縄文時代の散布地大菅字大平大平遺跡１１

古墳波倉字細谷ボラ横穴墓群６８中世の城館跡大菅字川田大菅館跡１２

古墳波倉字五反田五反田横穴墓群６９近世の古戦城跡本岡字新夜ノ森新夜ノ森古戦場跡１３

旧石器・弥生・古墳・平安時代波倉字北向北向遺跡７０近世の塚本岡字新夜ノ森新田町一里塚１４

の集落跡奈良・平安時代の散布地本岡字上本町上本町Ａ遺跡１５

古墳波倉字北向北向横穴墓群７１奈良・平安時代の散布地本岡字上本町上本町Ｂ遺跡１６

中世の城館跡波倉字原蓑輪遺跡７２社寺跡本岡字上本町上本町Ｃ遺跡１７

奈良・平安時代の散布地波倉字原原遺跡７３縄文・奈良・平安時代の集落跡本岡字上本町上本町Ｄ遺跡１８

縄文時代の散布地下繁岡字林東原林遺跡７４・製鉄跡
縄文時代の散布地井出字浄光東浄光東遺跡７５縄文時代の散布地本岡字上本町上本町Ｅ遺跡１９

縄文・古墳・奈良・平安時代の井出字浄光西浄光西遺跡７６縄文・平安時代・中世の集落跡本岡字上本町上本町Ｆ遺跡２０

散布地縄文時代の集落跡本岡字上本町上本町Ｇ遺跡２１

中世の社寺跡井出字向ノ内浄光寺跡７７縄文時代の集落跡本岡字本町西本町西Ａ遺跡２２

散布地上繁岡字奥海・苅集奥海遺跡７８縄文・奈良・平安時代の集落跡本岡字本町西本町西Ｂ遺跡２３

縄文時代の散布地井出字所布所布遺跡７９縄文時代の集落跡本岡字本町西本町西Ｃ遺跡２４

旧石器・縄文・弥生・奈良・平大谷字上ノ原・山根大谷上ノ原遺跡８０縄文・奈良・平安時代の散布地本岡字本町西本町西Ｄ遺跡２５

安時代の集落跡縄文・奈良・平安時代の散布地本岡字本町西本町西Ｅ遺跡２６

平安時代・近世の散布地大谷字山根・堤下大谷山根遺跡８１縄文時代の散布地本岡字本町西本町西Ｆ遺跡２７

縄文時代の散布地井出字八石八石遺跡８２古墳本岡字王塚王塚古墳２８

近世の塚井出字向ノ内井出一里塚８３縄文時代の散布地本岡字関ノ前関根遺跡２９

縄文・平安時代の散布地井出字向ノ内向ノ内遺跡８４古墳・平安時代の散布地本岡字本町本町遺跡３０

縄文時代の散布地井出字館ノ沢館ノ沢遺跡８５中世の城館跡本岡字本町日向館跡３１

中世の城館跡井出字館ノ沢井出城跡８６古墳小浜字中央大作横穴墓群３２

縄文・奈良・平安時代の集落跡下繁岡字赤粉赤粉遺跡８７縄文時代の散布地小浜字中央上の町Ａ遺跡３３

・井出字館ノ沢縄文時代の散布地小浜字中央上の町Ｂ遺跡３４

弥生・奈良・平安時代の集落跡下繁岡字植松植松遺跡８８奈良・平安時代の官衙・社寺跡小浜小浜代遺跡３５

奈良・平安時代の散布地下繁岡字小田林小田林遺跡８９古墳小浜小浜古墳群３６

縄文時代の散布地井出字高橋高橋遺跡９０古墳小浜小浜横穴墓群３７

縄文時代の集落跡井出字代代遺跡９１中世の城館跡小浜小浜館跡３８

縄文時代の散布地北田字上ノ代上ノ代遺跡９２古墳・奈良・平安時代の散布地仏浜字釜田釜田遺跡３９

縄文時代の集落跡井出字上ノ原井出上ノ原遺跡９３古墳小浜仏浜横穴墓群４０

古墳北田字下山根・合張下山根横穴墓群９４古墳時代の散布地仏浜字西原西原Ａ遺跡４１

古墳北田字新田東船場古墳９５縄文時代の散布地仏浜字西原西原Ｂ遺跡４２

奈良・平安時代の散布地上小塙字宮田宮田遺跡９６古墳仏浜字釜田清水尻横穴墓群４３

奈良・平安時代の散布地大谷字海法地海法地遺跡９７古墳時代の散布地下郡山字原下原下遺跡４４

近世の散布地大谷字山岸・仲平山岸遺跡９８中世の城館跡毛萱毛萱館跡４５

奈良・平安時代・近世の散布地大谷字仲田・宮前仲田遺跡９９縄文・弥生・古墳時代の散布地毛萱字前川原毛萱遺跡４６

奈良・平安時代・近世の散布地大谷字中川原中川原遺跡１００中世の城館跡下郡山字真壁真壁城跡Ａ地区４７

中世の城館跡上小塙字小山小山城跡１０１中世の城館跡下郡山字真壁真壁城跡Ｂ地区４８

中世・近世の散布地上小塙字小山・高田小山Ａ遺跡１０２中世の城館跡下郡山字真壁真壁城跡Ｃ地区４９

奈良・平安時代の集落跡上小塙字地蔵堂小山Ｂ遺跡１０３古墳時代・中世の城館跡下郡山字真壁真壁城跡Ｄ地区５０

・小山古墳・平安時代の散布地下郡山字真壁真壁Ｆ遺跡５１

縄文時代の散布，近世の製鉄跡上小塙字懐内・宮前岩下製鉄跡１０４古墳下郡山字真壁下郡山古墳群５２

縄文時代～近世の集落跡上小塙字馬場前馬場前遺跡１０５中世の城館跡上郡山字太田上郡山館跡５３

・懐内・宮前縄文時代の散布地上郡山字上郡一本松遺跡５４

中世の城館跡大谷字名合沢名合沢館跡１０６奈良・平安時代の散布地上郡山字清水清水遺跡５５

中世の城館跡大谷字西代大谷館跡１０７近世の塚上郡山字清水清水一里塚５６

近世の製鉄跡大谷字黒石黒石製鉄跡１０８縄文・奈良・平安時代の散布地上郡山字上郡・清水上郡Ａ遺跡５７

縄文時代の散布地上小塙字女平北女平遺跡１０９縄文・古墳・平安時代の集落跡上郡山字上郡上郡Ｂ遺跡５８

縄文時代の散布地上小塙字女平中女平遺跡１１０縄文・奈良・平安時代の集落跡上郡山字前山前山Ａ遺跡５９

縄文時代の散布地上小塙字中倉中倉遺跡１１１奈良・平安時代・近世の散布地上郡山字岩井戸岩井戸東遺跡６０
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第４節　調　査　経　過

　前山Ａ遺跡の調査は４月１６日に開始し，９月２８日に現地作業を終了した。そして，１０月４日に日

本道路公団へ引き渡しを行なっている。以下，日程を追って調査経過を記述する。

　４月１６日～４月２０日（調査第１週）：この週は，本格的な調査に入る前の下準備期間である。４月１６

日，プレハブ用地の縄張りを行う。１８日，入り口に鉄板を敷設し，用地内に砂利を敷く。同日，作

業員が通勤するバスルートの下見を行う。この日から重機を導入し，調査区内の雑木を片付け始め

る。１９日，プレハブ用地の整地作業が終了。同日，日本道路公団・県文化課との現地確認を行う。

　４月２３日～４月２７日（調査第２週）：４月２３日，富岡町役場にあいさつ。同日，プレハブ建て上げ開

始。２４日，初働作業員５名を雇用し，２５日から本格的な作業に着手する。まず，急勾配の南側斜面

にトレンチを設定し，土層堆積状況・遺構・遺物の有無を確認した。その結果，遺物包含層・遺構

が存在しないことが明らかとなり，翌２６日に，略図作成と写真撮影を行う。

　ゴールデンウィーク（調査第３週）：現場休み。

　５月７日～５月１１日（調査第４週）：５月７日，基地プレハブから器材搬入。８日，作業員２次雇用。

これによって，調査は本格的に進捗し始める。同日，南斜面の取扱いについて，県文化課から面的

な調査の必要は無いという現地指導を受ける。そのため，段丘頂部平坦面と北斜面の一部を発掘対

象とすることにし，南斜面は排土置場に利用した。

　５月１４日～５月１８日（調査第５週）：５月１５日，頂部平坦面の杭打ちと遺構検出作業に着手する。そ

の結果，住居跡や大きな土坑のプランが見え始め，縄文土器片が出土し始める。この週は，最終的

に収納箱５箱の遺物量があった。以後，毎週コンスタントにこの量の遺物が出土した。

　５月２１日～５月２５日（調査第６週）：５月２２日から，遺構検出作業と並行して遺構配置略図の作成を

始める。２３日，遺跡調査部長・課長・課長補佐・調査室長が視察のため来跡。２５日，南斜面の肩部

で平安時代の竪穴住居跡が検出される。１号住居跡と命名。同日，県文化課現地視察。

　５月２８日～６月１日（調査第７週）：この週で，調査区全体の大まかな遺構検出作業が終了した。そ

の結果，本遺跡は試掘調査の所見通り縄文時代中期主体の集落跡であることが判明し，主要な遺構

数は竪穴住居跡約２０軒，土坑約５０基と見積もられた。５月２８日，１号住居跡の掘り込みを開始。同

日，大型の水槽５個を基地プレハブから運ぶ。そして，２９日に調査区南斜面裾に井戸を掘り，ここ

からホンプで水を吸い上げることで，調査区を散水する手筈を整える。

　６月４日～６月８日（調査第８週）：６月４日，作業員追加雇用。同日，１号住居跡の下層から縄文

時代の住居跡が検出される。２号住居跡と命名する。南斜面の排土山に厳重にシートを被せ，土砂

流出の防止を図る。

　６月１１日～６月１５日（調査第９週）：６月１２日，作業員の最終雇用。同日，平安時代の遺構のまとま

り（１号住居跡，１・２号土坑）をローリングタワーから遠景撮影する。これ以降は，縄文時代の遺構を集
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図３　前山Ａ遺跡調査区位置図
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中的に調査していく。８月上旬に現地説明会開催の予定が非公式に伝えられる。

　６月１８日～６月２２日（調査第１０週）：６月１８日，週末の豪雨で崩れた箇所を復旧する。１９日，大型の

７号住居跡の調査を開始。２０日，雨天のため午前中で作業を中止する。

　６月２５日～６月２９日（調査第１１週）：本年度の記録的猛暑がこの週から始まった。急激な気温上昇に

加えて，湿度も高くなり，気分の悪くなる作業員が続出した。このため，作業員の顔色を見ながら

休憩を随時入れるよう心掛けた。周囲を山林に囲まれた調査区は風通しが悪く，このことも，労働

環境の悪化を招いたと思われる。６月末で，遺構数は竪穴住居跡９軒・土坑１４基が登録された。

　７月２日～７月６日（調査第１２週）：蒸し暑い毎日が続く。それでも，遺構の調査は軌道に乗って進

んだ。７月５日，ＮＨＫが取材の下見のために来跡する。また，同日㈱オリスも空撮の下見のため

来跡。作業手順についての現地打ち合わせを行う。

　７月９日～７月１３日（調査第１３週）：連日の猛暑のため，ついに井戸の水が枯れてしまう。止むを得

ず，１０㎞離れた基地プレハブからワゴン車で水を運び，どうにか作業をつないでいった。１３日，南

側水田部に井戸をもう１基掘削する。この週で，竪穴住居跡の数は当初の見込みよりさらに増え，

最終的に２５～３０軒程度になると予想された。

　７月１６日～７月２０日（調査第１４週）：７月１６・１７日，ＮＨＫの取材に備えて調査区周辺の草刈りを行

う。１８日午前，ＮＨＫ取材。１９日は，週末に予想される台風に備えてローリングタワーを解体する。

２０日，海の日で現場休み。

　７月２３日～７月２７日（調査第１５週）：台風一過の週。相変わらず，蒸し暑い毎日が続く。初日７月２３

日は，遺構内に溜まった雨水の排水。調査区の清掃に追われる。

　７月３０日～８月３日（調査第１６週）：現地説明会準備の週である。見学者の駐車スぺースを確保する

ため，農道の草刈を行う。このため，遺構の調査はほとんど何もできなかった。８月３日は，農薬

散布のため現場休み。遠瀬戸調査室で，看板・パネルの作成を行う。

　８月６日～８月１１日（調査第１７週）：現地説明会の週。それまでとは打って変わって雨模様の天気が

続く。当日も午前中は雨が降り続いた。しかし，昼ごろから曇り空となり，どうにか説明会を実施

することができた。見学者は２５０名以上と予想を越え，盛会であった。説明会終了後は，盆休みに

備えて遺構と排土山のシート養生を厳重に行う。

　８月１２日～８月１９日（調査第１８週）：盆休み。

　８月２０日～８月２４日（調査第１９週）：初日から台風接近が予想される。８月２２日，通過。しかし，大

事には至らず，台風明けの２３日は，無風で蒸し暑い日となった。

　８月２７日～８月３１日（調査第２０週）：この週で遺構登録数は，竪穴住居跡２２軒・土坑６０基・土器埋設

遺構２基・その他２基を数える。

　９月３日～９月７日（調査第２１週）：９月末日に現場を終了させ，作業員全員と調査員の一部を上本

町Ｂ遺跡・後作Ａ遺跡へ移動させることが決まる。これを受けて，調査スピードに拍車をかける。

しかし，雨天が断続的に続き，思うように作業がはかどらなくなっていった。
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第５節　調査方法と整理方法

　９月１０日～９月１４日（調査第２２週）：空撮を９月１２日に予定していたが，前日に台風が通過し，結局

１日遅れてしまう。同日は，ローリングタワーからも遺構の遠景写真を撮影する。１３日，ビニール

シートや器材類の一部を基地プレハブに収納する。同日から，住居跡の炉断ち割りを開始，また，

深い大きな土坑を埋め始める。

　９月１７日～９月２１日（調査第２３週）：手付かずだった北斜面の調査を実施する。急斜面のため，遺

構・遺物の認められないことを確認し，土砂流出防止のビニールシートを厳重に被せる。また，雨

水の逃げ道を調査区脇に掘削する。

　９月２４日～９月２８日（調査第２４週）：９月２４日，振替休日。２７日，器材を基地プレハブに収納。２８日，

現地作業を終了し，午後，富岡町役場・上郡山区長・周辺住民へあいさつを行う。最終的な遺構数

は，竪穴住居跡３３軒，土坑１００基，埋甕４基，その他の遺構２基，ピット１９基である。また，遺物

量は収納箱で約１７０箱分になった。

　１０月４日（調査第２５週）：現地引き渡し。　  （菅　原）

第５節　調査方法と整理方法

　今回の調査対象範囲は６，８００㎡である。このうち，前節で述べた調査範囲の南側斜面部及び１号

遺物包含層の北側斜面部を除去した範囲が，図４に示した調査範囲である。以下，調査の方法につ

いて記述する。

　座標の表示　調査に際しては，位置関係を把握するのための基準として国土座標軸を使用した。

座標の設定にあたっては，調査区南西外に位置する国土座標Ｘ：１４７，０００・Ｙ：１０２，８００の地点を起

点とした。そして，ＸをＮ（北），ＹをＥ（東）と読み替え，それぞれ国土座標の下３桁を用いて調査

区内の座標を表示することとした。したがって，調査区内のＮ８０・Ｅ８７０は，Ｘ：１４７，０８０・Ｙ：

１０２，８７０の位置であることを示している。ちなみにＮ１１０・Ｅ８５０の座標点は，１０号住居跡の遺構内

にあたる。

　グリッドの設定　グリッドは，座標の設定によってできた東西１０ｍ，南北１０ｍのマスを一単位と

し，上記の起点から東西方向に西から東へアルファベットＡ・Ｂ・Ｃ…，南北方向に南から北へア

ラビア数字１・２・３…という記号を与え，その組み合わせで表示することとした。今回の調査区

は，東西がＥ～Ｌ，南北が６～１３の範囲である。ちなみにＮ９５・Ｅ８７５の座標点は，Ｈ１０グリッド

内に位置している。

　遺構の調査　本調査では，表土Rぎに重機を使用し，遺構検出及び掘り込み作業に人力を投入し

た。また，廃土処理には一輪車等を用いている。各遺構の掘り込みは，平面で他の遺構との重複の

有無を確かめたあと，土層観察用の畦を残し，遺構内に堆積した土を排除した。住居跡については

遺構軸を基本に十字形に，土坑や小遺構については半截して観察した。そして，土層の記録を行

なったあとで畦を掘り込んでいる。遺物は，遺構外出土遺物をグリッド単位で基本層位別に取り上
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げ，遺構内出土遺物を土層観察用畦の観察で分けた層位により，取り上げている。良好な出土状況

を示す遺物については，写真撮影及び出土状況図の作成を行った。なお，基本層位はローマ数字を

用いてＬⅠ・ＬⅡ…と表し，遺構内の層序はÎ１・Î２…と表した。

　写真撮影　遺構写真は調査の進捗に併せて，検出状況・土層観察用畦・遺物出土状況・完掘状況

の撮影を行った。３５㎜判の小型一眼レフカメラを基本に撮影を行ったが，遺構の全景写真などは必

要に応じて６×４．５判の中型一眼レフカメラを用いた。使用フィルムはモノクロームとカラーリ

バーサルを併用している。また，セスナ機による遺跡全景の写真撮影及び航空写真測量を実施して

いる。

　実測図作成　遺構図面は，簡易遣り方測量で１／２０の縮尺を基本として作図し，遺物出土状況・

炉などの細部については１／１０の縮尺も採用した。なお，遺跡全体の地形図については航空写真測

量の成果をもとに１／１５００の縮尺で掲載した（図３）。出土遺物については，図化した中で遺存が良

好なもの，あるいは特徴的なものを，６×７判の中型一眼レフカメラで撮影を行って，本報告書に

掲載している。使用フィルムはモノクロームである。

　資料整理　発掘調査で得られた記録・遺物写真などは，当センターの整理基準に準拠して整理を

行った。報告書作成終了後は，台帳を作成し，収蔵施設に保管する予定である。　  （菅原・丹治）

現地説明会風景

発掘調査風景 ７号住居跡  遺構図面実測風景
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　本遺跡から検出された遺構は，縄文時代中期後半の竪穴住居跡と土坑を中心としている。遺構の

総数は，竪穴住居跡３３軒，土坑１００基，埋甕４基，その他の遺構２基，ピット１９基，遺物包含層１

カ所である。これらの遺構から出土した遺物としては，縄文土器，石器，土製品，土師器，須恵器，

鉄滓があるが，縄文土器，石器がその大半を占める。

　遺構は，竪穴住居跡が調査区の西半部に集中して分布している。おおよそ弧状に分布しているこ

とから，分布域の中心は調査区外の西側に広がっているものと推測される。土坑は主に調査区の東

半部から検出されており，竪穴住居跡とは分布域を異にしている。

第１節　基　本　土　層　（図４，写真３・４）

　本遺跡は中位Ⅱ面（久保ほか１９９４）に比定される段丘面に立地するが，調査区の北端・南端では段丘

崖も一部含まれている。調査区内では堆積や分布の状況は若干異なるが，基本的に共通する層を大

きく５層に分層し，ＬⅠ～ＬⅤと表記した。

　本遺跡の基底面はＬⅤとした黄褐色土層である。ＬⅤの下層は段丘礫層で，それより下位は大年

寺層となる。

　基本土層は調査区際の８地点（Ｅ９・１０・１２，Ｆ７，Ｈ１２，Ｋ１１，Ｌ７・９グリッド）で層序を観察した。

それらの柱状図を図４に掲載している。なお，基本土層と遺物包含層との関係は第２章第７節の図

１５９・１６０で示した。各層の特徴は以下の通りである。

ＬⅠ：木や笹の根を含む現表土である。締まりのない褐色土主体の層で，調査区全域に分布してい

る。後世の耕作を受けているため，ＬⅡやＬⅢの土が混在している。調査区の西側ほど混ざ

りは多いが，東側では混ざりは少ない。層厚は２０～４０㎝で，段丘崖に近い箇所ほど薄い堆積

を示している。遺物は縄文土器の細片が少量出土している。

ＬⅡ：ＬⅠよりやや暗い色調を示す褐色土である。層厚は２０㎝前後とほぼ均等に堆積しているが，

耕作が深く及ぶ箇所では薄い堆積を示すか，遺存しない。本層も縄文土器・石器・土師器な

どの遺物を含む。

ＬⅢ：締まりのない黒褐色土。調査区内ではＥ１２，Ｋ１１グリッド付近に確認されるに過ぎない。Ｅ

１２グリッド付近では１号遺物包含層のÎ１に相当し，層厚は１０～２０㎝ほどである。一方，谷

へ落ち込む箇所であるＫ１１グリッド付近では３０～４０㎝と厚く堆積している。また，調査区外

の南側斜面の裾際にも厚く堆積していることが確認された。Ｅ１２グリッド付近では縄文土

第１節　基　本　土　層
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図４　基本土層図
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器・石器を多く包含するが，Ｋ１１グリッド付近では含まない。

ＬⅣ：ＬⅢからＬⅤへの漸移層と判断した暗褐色土である。多くがＬⅠ・Ⅱの耕作で失われている

が，上層にＬⅢが確認されたＥ１２，Ｋ１１グリッド付近にのみ遺存している。１号遺物包含層

に相当するＬⅢの下部は耕作の影響を受けていないため，本層の上面が本来の縄文時代中期

の遺構の検出面と考えている。層厚はほぼ均等で，２０㎝前後を測る。無遺物層。

ＬⅤ：調査区全域に分布し，本遺跡の基盤を形成している黄褐色土層である。大半の遺構はこの層

の上面で検出している。本層は下位になるにつれて黄色味が強くなる。その一方で礫の含有

が多くなる。今回の調査範囲ではＬⅠ～Ⅲを除去した段階で，ＬⅣ・Ⅴとともに砂礫層が露

出している箇所が部分的に認められた。砂礫層の露出は特に調査区北東部では顕著で，その

箇所では遺構の密度は希薄となる。砂礫層までの層厚は，最も厚いところでも約１．１ｍとそ

れほど厚くない。なおＬⅤ以下から遺物は出土していない。　  （丹　治）

第２節　竪 穴 住 居 跡

　竪穴住居跡は，３３軒検出された。大別して，縄文時代の３１軒と平安時代の２軒に分かれ，両者は

分布の上でも違いが認められる。縄文時代の住居跡は段丘頂部平坦面に営まれるのに対し，平安時

代の住居跡は段丘斜面の肩部に営まれている。

１ 号 住 居 跡　ＳＩ１

　遺　　構　（図５・６，写真１３～１６）

　本遺構は段丘南斜面の肩部，Ｈ７・８・Ｉ７グリッドから検出された平安時代の竪穴住居跡であ

る。本住居跡は，段丘の頂部平坦面から傾斜面に移行する変換点に構築されている。検出面はＬⅣ

上面である。本住居跡のすぐ北には炭化物の充満した焼土坑２基が位置しており（ＳＫ１・２），同

時代のものと推定される。本遺構は２号住居跡と重複し，本遺構の方が新しい。

　住居内堆積土は３層に分層された。Î１は，竪穴中央に浅く皿状に分布しており，締まりが弱い。

Î２は，Î１と同じにぶい黄褐色を呈しているが，色調がやや暗く，炭化物を少量含んでいる。Î

３は，床面を直接覆う土層であり，炭化物の含有する割合が，Î２よりもはるかに高い。以上の３

層は，断面の観察から自然流入土と判断している。

　本住居跡の平面プランは，丸みのある方形基調である。とりわけ，カマド対面の西壁は大きく弧

を描いており，壁の立ち上がりも緩やかである。これに対して，東壁は直線的でまっすぐに延びて

おり，対照的な様相をみせている。規模は，東西３．５ｍ，南北２．８ｍを測り，小型である。柱穴・壁

溝・貯蔵穴などは認められなかった。

　本住居跡は，地表からすぐ硬い礫層に到達してしまう立地のため，床を深く掘り下げるのが困難

であったと思われる。重複する２号住居跡と共にこの条件の悪い土層の上面を床にしていた。ただ，
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西周壁付近ではＬⅤが床となっており，光沢をもつ踏み締まりが観察されている。上面のレベルは，

微地形の傾斜にしたがって，南側に向かって低くなっており，ＬⅤが床になる西側も，周囲よりレ

ベルが高い。なお，本住居跡の床を精査する段階で，２号住居跡の縁石が一部頭を出している。

　カマドは東壁中央に設置され，全長１．６２ｍを測る。堆積土は，煙出し孔から流入した４層で，い

ずれも褐色を呈し，上層の方が色調が明るい傾向が認められる。煙道は，水平方向に１．２５ｍ延びて，

先端の煙出し孔で垂直に立ち上がっており，燃焼部は，袖の積土が削平され，地山削り出しの基部

しか残っていなかった。しかし，側壁と底面は，強く酸化していたので，本住居跡のカマドは長期

間使用されたと考えられる。燃焼部の計測値は，袖長３７㎝，焚き口幅３０㎝である。

　遺　　物　（図６，写真２４５・３０３）

　遺物は，土師器片３２点，縄文土器片２８点，石器７点が出土した。内訳は，土師器杯の底部片１点，

土師器甕の口縁部片５点・胴部片２５点・底部片１点，縄文土器の口縁部片２点・胴部片２４点・底部

片２点，石器が石鏃１点，二次加工のあるR片１点，R片１点，砕片１点である。このうち，縄文土

器については，下層の２号住居跡から原位置を動いたものと考えている。図６－１は，ロクロ調整さ

れた小型の土師器甕である。最下層のÎ３から出土しており，床面からやや浮いていたが，住居跡年

代決定の有力な手掛かりになるものである。短く外傾する口縁部に最大径があって，胴部の短い器形

を呈している。胴部下端は，回転ヘラケズリ調整が加えられている。表杉ノ入式に位置付けられよう。

　図６－２～４は，縄文土器の口縁部片である。２は，逆「く」の字状に屈曲しており，外面に縄

文が施されている。３は，太い沈線間に上下二段の竹管状刺突が加えられている。４は，口唇が肥

厚しており，下端に縄文が施されている。図６－５は，縄文土器の胴部片である。縦方向の太い沈
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１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（炭化物少量含む）��
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線と磨消縄文で文様が構成されている。図６－６は，有茎石鏃である。先端を欠いている。

　ま と め

　本遺構は，段丘南斜面の肩部に営まれた平安時代の竪穴住居跡である。規模は小型で，柱穴・貯

蔵穴も認められず，簡素な造りであった。周囲には，炭化物の充満した焼土坑がみられ，後述する

３号住居跡と共に小規模な集落を形成していたと推定される。

　なお，本住居跡の時期は最も良好な資料が土師器甕であるという点で，限定するのは難しい。し

かし，細片の土師器杯や，遺物に恵まれた３号住居跡の内容を勘案すると，９世紀末～１０世紀前半

の幅の中では収まると思われる。　  （菅　原）

２ 号 住 居 跡　ＳＩ２

　遺　　構　（図７・８，写真１７～２０）

　段丘南斜面の肩部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。本遺構は，縄文時代の住居跡分布

第２節　竪 穴 住 居 跡
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図６　１号住居跡カマド，出土遺物
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の南限の１つである。Ｈ７・８グリッドにまたがり，中心は前者にある。検出面はＬⅣ上面である。

　本住居跡は平安時代の１号住居跡と重複し，東側半分は残っていない。また，南側は風倒木痕と

傾斜面の土砂流出で失われており，遺存していたのは北西部のみであった。したがって，正確な規

模・形態については不明である。

　住居内堆積土は，４層に分層され，そのうち，Î１～３は自然流入土と考えられる。Î１は，斜

面上方の北壁側に堆積する褐色土である。多量の暗褐色土塊と少量の黒色土塊を含んでいる。Î２

は，斜面下方の南斜面側に堆積した褐色土で，Î１より色調が明るく，多量の暗褐色土塊と少量の

炭化物を含む。Î３は，床面を覆っている褐色土である。色調はÎ２に類似しているが，暗褐色土

塊を含有しない点で異なる。残るÎ４は，人為堆積状況を示す壁溝内の堆積土である。暗褐色を呈

しており，壁材を据えるための掘形埋土と考えている。

　本住居跡の平面プランは，南北に長い楕円形であったと推定される。これは後述する炉の主軸方

向に一致する。規模は，遺存状態から短軸の東西方向が約３．８ｍと推定され，長軸の南北方向は３．９

ｍ以上である。床はＬⅤからなっており，硬く踏み締まっていたが，１号住居跡に壊された範囲は

礫層の床だったとみられる。周壁直下には，幅２６～３０㎝，深さ６～１０㎝の壁溝が掘られている。

　炉は検出範囲の南端で発見され，前庭部を有していたとみられるが，ほとんど削平されてしまっ

ている。おそらく，石組部の右付け根から延びる細長い縁石は，その名残りであろう。炉内堆積土

は５層に分層され，すべて自然流入土と判断した。Î１は，住居内堆積土Î１と類似した層である。

Î２・３は，石組部上部に堆積した褐色土で，炭化物を含有する特徴が認められる。Î４は，前庭

0 ２ｍ�

（1／50）�

　２号住居跡堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/6（暗褐色土塊多量，黒色土塊少量含む）�
２　褐色土　7.5ＹＲ4/4（暗褐色土塊多量，炭化物少量含む）�
３　褐色土　7.5ＹＲ4/4（炭化物微量含む）�
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部と石組部の一部底面を覆う黒褐色土，

Î５は，石組部の底面を覆う暗褐色土で

ある。

　石組部は，先端がとがり気味の楕円形

を呈し，規模は，主軸長１１５㎝，中央幅

８５㎝を測る。縁石は，掘形の外周に二重

の縁石を巡らしており，奥壁には平たい

大きな石を使用している。東側の縁石は

抜けたものが多く，住居廃絶時に抜き取

られたと推定され，底面が全く酸化して

いなかったのは，このためと考えられる。

　遺　　物　（図９，写真２４５・２５７）

　遺物は，縄文土器片７４点が出土した。

内訳は口縁部片１０点，胴部片６２点，底部

片２点である。その中から１２点を図示し

た。

　図９－１～９は，口縁部及び胴部上半

の資料をまとめた。１は，炉石組部の壁

面に密着していた深鉢の口縁部である。

約２分の１が遺存しており，胴部との境

が水平に割れているので，輪切りにされ

たと考えられる。また，器面は不自然に白っぽい色調を呈し，炉内で何かの目的に転用された可能

性が考えられる。キャリパー形を呈しており，楕円形区画文と渦巻文で文様が構成されている。２

と３は，１と同一個体と推定されるが，直接接合しなかった。４は，波状口縁をなしており，波頂

部の渦巻文から両脇に楕円形区画文が展開する。５・６は，隆帯による渦巻文が，７・８は，隆帯

による楕円形文がみられ，区画内部に縄文が施されている。９は，それらと同一個体の可能性のあ

る大型破片で，隆帯による渦巻文と楕円形文が組み合わされている。

　図９－１０～１２は，胴部片である。１０・１１は，縦方向の沈線があり，１２は地文のみである。

　ま と め

　本遺構は，段丘南斜面の肩部に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。平面プランは，南北に長

い楕円形を呈していたと推定され，炉は二重に縁石を巡らせた石組部と前庭部から構成されている。

ただ，遺存状態が悪く，正確な規模や前庭部の詳細は知ることができなかった。

　時期は，炉に共伴した土器から縄文時代中期後半と考えられる。　  （菅　原）
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図８　２号住居跡炉
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３ 号 住 居 跡　ＳＩ３

　遺　　構　（図１０・１１，写真２１～２４）

　本遺構はＪ７・８・Ｋ７・８グリッドの段丘平坦面から南側の斜面に落ち込む傾斜変換点に位置

している。周囲には土坑群が集中しており，本遺構も６０・７５・８９・９７号土坑と重複している。これ

らの土坑はいずれも本遺構に壊されており，新旧関係では本遺構よりも古いことが明らかとなった。

　本遺構はＬⅤ上面で暗褐色土の広がりとして検出された。検出された平面形は南北に長い長方形

を呈しており，東辺には突出部が認められた。住居内堆積土には褐色土や暗褐色土の塊が多く含ま

れているため，人為的に埋め戻されたものと判断した。また，Î２には焼土粒が含まれているが，

微量であるため，土屋根の可能性は低いと考えている。

　底面は平坦で，地山を掘削してそのまま床としていた。中央部には弱い踏み締まりが認められた。

周壁は北壁では４０㎝程度遺存していたが，斜面の傾斜にしたがって遺存率が低くなり，南壁にい

たっては削平されてまったく遺存していなかった。この地点でのＬⅠの層厚は３０㎝程度であり，本

来の周壁も３０㎝程度高かったものと推定される。なお，壁溝は検出されなかった。東壁と北壁は

６０°前後とやや急斜度に立ち上がるが，西壁は４５°程度で立ち上がっている。本遺構の平面形は南

北に長い長方形を呈している。長軸の方向は，ほぼ真北を指しており，等高線と直交する。規模は

１　炉壁面�
口径：（19.7）⁄　器高：〔4.2〕⁄�
0 10⁄�

(1／4)

0 10⁄�

(2／5)

２　Î２�

５　炉内Î１�

７　床面�

10　床面�

４　床面�
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８　炉内Î１�

11　Î２�
12　Î２�

９　炉内Î１�

３　Î２�

ａ�

ｂ�

図９　２号住居跡出土遺物
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第２章　遺 構 と 遺 物

長軸が３．８ｍ以上，短軸が３．２ｍ程度で

ある。

　東壁にはカマドが造り付けられてい

た。カマドは燃焼部と煙道，左右の袖，

支脚１基が遺存していた。燃焼部・煙

道の天井は崩落している。煙道は長さ

が５０㎝ほど遺存していた。上部が遺存

していないため，地下式であったのか

半地下式であったのか，煙道の構造は

不明である。燃焼部は直径約５０㎝の不

整形の範囲が熱を受けて，厚さ２㎝程

度まで赤変していた。カマドの袖はに

ぶい黄褐色土を基礎として，花崗岩の

礫を用いて構築されていた。右袖は高

さ６㎝，長さ４０㎝，左袖は高さ５㎝，

長さ３５㎝である。カマド前面で凝灰岩

の扁平な礫が出土しているが，これがカマド天井の構築材であった可能性がある。支脚は凝灰岩製

で，燃焼部に据え付けられた状態で検出された。カマドの堆積土は５層に分かれ，そのうちÎ４は

袖の構築材である。Î２・３はカマド天井及び煙道の崩落土である。特にÎ２はよく熱を受けて赤

変している。Î１は住居内Î３に類似しており，本遺構を埋め戻した際の埋土と考えられる。

　床面では，カマド脇に１基，住居跡北部に１基のピットが検出された。カマド脇のものは，遺物

は出土していないものの，その位置から貯蔵穴であった可能性がある。堆積土が住居内堆積土と同

質であることから，本遺構廃絶時には開口していたと判断している。北部のものは，浅いことから

主柱穴ではないと考えられる。そのほかには柱穴は検出されなかったため，本遺構の上屋構造は不

明とせざるを得ない。そのほか，カマドの前に焼土の広がりが１カ所検出された。長径３８㎝，短径

３０㎝の不整楕円形の範囲に焼土粒が堆積したものである。鍛冶炉である可能性を考え，床面付近の

堆積土を採取したが，鍛造R片は検出されなかった。具体的な性格は不明である。なお，本遺構の

周壁の高さから，何らかの出入口施設が存在したはずであるが，確認できなかった。

　遺　　物　（図１２，写真２４５・３０３）

　本遺構では縄文土器片３５点，土師器片１９２点，須恵器片１点，石器５点，鉄滓３３６．７ｇが出土して

いる。縄文土器片の内訳は，口縁部２点，胴部３０点，底部３点である。土師器片の内訳は杯の口縁

部４４点，体部１０９点，底部２８点，甕の口縁部７点，胴部２点，筒形土器の口縁部１点，底部１点で

ある。須恵器片は甕の胴部破片，石器は，石鏃１点，二次加工のあるR片１点，R片１点，不明２

点である。ここでは，そのうち遺存状態のよい土師器・須恵器１３点，石器２点を図化した。

図１１　３号住居跡カマド
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３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
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最大長：2.6⁄�
最大幅：1.7⁄�
最大厚：0.5⁄�
重　量：2.01Á�
石　質：鉄石英�

最大長：〔1.5〕⁄�
最大幅：　1.3　⁄�
最大厚：　0.2　⁄�
重　量：　0.4　Á�
石　質：鉄石英�

口径：15.2⁄�
底径： 5.5⁄�
器高： 5.1⁄�
�

口径：（13.2）⁄�
底径：　（8.4）⁄�
器高：　7.5　⁄�
�

口径：12.4⁄�
底径： 5.9⁄�
器高： 4.6⁄�
�

底径：（5.6）⁄�
器高：〔2.3〕⁄�
�

底径：　6.0　⁄�
器高：〔1.5〕⁄�

底径：　4.8　⁄�
器高：〔1.8〕⁄�

底径：　5.7　⁄�
器高：〔1.9〕⁄�

底径：（5.8）⁄�
器高：〔2.4〕⁄�
�

口径：（7.2）⁄�
器高：（1.3）⁄�
�

口径：（28.0）⁄�
底径：（13.9）⁄�
器高：（　8.2）⁄�
�
�

口径：（8.4）⁄�
底径：（9.2）⁄�
器高：（9.0）⁄�

口径：（13.0）⁄�
底径：　（7.0）⁄�
器高：　15.1　⁄�
�

12　検出面・Î５�

11　Î１，カマドÎ２・５�

14　検出面�

15　検出面�

１　Î５�

２　Î５�
３　Î３�

４　Î３・５　�

５　Î５�

７　Î３�

６　Î３�

８　Î５�

13　Î５�

９　Î５�

10　Î５・３�

０� 10⁄�
（1／3）�

０� ３⁄�
（2／3）�

図１２　３号住居跡出土遺物
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第２章　遺 構 と 遺 物

　遺物は住居跡北東部の堆積土下層から多く出土している。遺物が集中する地点には，前述のピッ

トが存在しており，ピットの上には凝灰岩の礫が置かれていた。図１２－２と図１２－８とは，互いに

重なった状態で出土しており，本遺構廃絶時の位置を保っていたものと考えられる。また，本遺構

の堆積土は人為的に埋め戻されたと考えられることから，出土遺物は堆積土中からのものも含めて

広い範囲の共伴資料ととらえることが可能である。

　図１２－１～３は内面に黒色処理を施した土師器の杯である。２には体部外面に墨書が見られる。

墨痕が薄いため，文字の判読は困難であるが，「寺」と書かれている可能性がある。図１２－４～７

は黒色処理を施さない杯である。４は外面体部下端から底部周縁にかけてヘラケズリを施すが，５

～７は再調整を施していない。内面にはロクロナデの痕跡が残され，ススが付着している。図１２－

８・９は内面黒色の土師器高台付杯である。８は器形が特徴的である。体部が強く内湾しており，

口縁部がわずかに内折し，薄く作られている。体部外面には墨書が見られ，「住」と読むことがで

きる。底部中央に穿孔がなされている。穿孔は焼成前に杯部外面から内面に向かってなされており，

製作時から特殊な用途が想定されていたと思われる。９は底部のみの破片資料であるが，底部中央

に穿孔されていることから，８と同様の器形であった可能性が高い。９の穿孔も焼成前に行われて

いる。図１２－１０は大形の高台付杯である。内面には黒色処理を施していない。これらの杯類は，い

ずれも製作にロクロを使用している。

　図１２－１１は筒形土器である。外面に輪積み痕を明瞭に残している。１２は小形の甕であるが，製作

にロクロを使用していない。最大径は体部にあり，口縁は「く」字状に折り返されている。１３は須

恵器の甕である。外面には平行タタキメが見られるが，内面のあて具痕は残っていない。

　図１２－１４・１５は本遺構検出面から出土した石器である。１４は円基鏃で，１５は二次加工のあるR片

と考えられる。腹面は縁辺のみ加工され，主要R離面が残されている。先端部は欠損している。

　そのほか，図化しなかったが，鉄滓が３３６．７ｇ出土している。いずれも鍛冶滓である。

　ま と め

　本遺構は，平安時代に位置付けられる竪穴住居跡である。平面形は南北に長い長方形を呈し，東

辺にカマドが造り付けられていた。主柱穴を検出できなかったため，上屋構造は不明である。

　前山Ａ遺跡で検出されている平安時代の住居跡はほかに１号住居跡のみであり，非常に小規模な

集落であったと考えられる。この時期の遺構はほかに木炭焼成土坑が検出されており，それらとの

関連も推定される。本遺構の所属時期は，出土遺物から１０世紀前半と考えられる。　  （轡　田）

４ 号 住 居 跡　ＳＩ４

　遺　　構　（図１３～１５，写真２５～３０）

　本遺構はＩ８グリッド，調査区中央部付近に位置する。地形は段丘平坦面の南端であり，おおむ

ね平坦であるが，やや南に傾斜している。周辺には多くの土坑があり，住居跡の密度は低い。１．６

ｍ東に６号住居跡，２．８ｍ南西に１・２号住居跡が隣接している。本遺構の東部と西端は風倒木痕
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に壊されているが，重複する遺構はない。検出面はＬⅤ層上面である。

　堆積土は暗褐色土で，褐色の土の塊を多く含んでいた。堆積土がほとんど遺存していなかったた

め堆積状況は不明であるが，塊を多く含んでいたことからすれば，人為的に埋め戻された可能性が

高いといえよう。

　本遺構の平面形は，直径がおよそ５．５ｍの円形であったと推測される。東部と西端は風倒木痕に

壊されていて，全容を明らかにすることができなかった。周壁は最も残りの良い北壁で高さ１０㎝が

残っているに過ぎず，南壁にいたっては削平されたために遺存していなかった。この地点では基本

第２節　竪 穴 住 居 跡
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第２章　遺 構 と 遺 物

土層ＬⅠが３０㎝程度存在していたことから，本来の周壁の高さは少なくとも４０㎝程度はあったもの

と推測される。なお，本遺構では出入口施設は検出されなかった。

　床面はＰ１と炉の周辺を除いて，ＬⅤを掘削してそのまま床としていた。床面には広い範囲で，

周壁付近まで，細かい凹凸のある踏み締まりが見られる。踏み締まりは南部では検出されていない

が，これは周壁と同様，削平されたためであろう。周壁に沿って部分的に壁溝が検出された。周壁

の遺存していない南部では，本遺構の平面形は壁溝の配置から推定している。

　本遺構南東部で，石組部２つと前庭部をもつ形態の炉が検出された。長方形の石組部の一方に前

庭部が取り付き，反対側の炉先端部に小型石組部が設けられている。炉全体の規模は，長さ２４３㎝，

幅１２０㎝である。炉の中軸線方向は真北から西に３５°偏しており，前庭部が斜面下方に，小型石組

部が斜面上方に配置されている。炉内堆積土は８層に分層できたが，そのうちÎ６～８は後述する

古段階の炉内堆積土である。Î３～５は掘形埋土と考えている。Î１・２には褐色土の塊が多く含
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まれている。またÎ１は住居内堆積土Î１と酷似していることから，本遺構廃絶時に同時に埋めた

可能性が考えられる。

　炉先端部の小型石組部は，掘形に小さめの礫を円形に並べ，埋め込んで構築されている。石組の

内部には礫は敷かれておらず，掘形埋土を平坦に仕上げている。石組内部は，住居跡床面とほぼ同

じ高さであり，よく焼けて赤変していた。赤変した厚さは１㎝程度である。

　長方形石組部は長さが８５㎝，幅が８２㎝である。地山を掘削して，扁平な礫を側面に組み込んでい

る。底面には礫を敷いていない。側面は礫をほぼ垂直になるように立てている。床面からの深さは

最大で２４㎝である。長方形石組部の底面は，小型石組部に近い部分が厚さ２．５㎝ほど熱を受けて赤

変していた。石組部東部の礫は遺存していないが，抜き取り穴が残されており，遺構廃絶時に抜き

取られたものと考えている。

　前庭部は長さ１０５㎝，幅１２０㎝の方形を呈している。地山を掘削して底面としている。床面からの

深さは１２㎝である。底面には細かな凹凸のある踏み締まりが見られた。底面端部寄りで，踏み締ま

りが見られない部分があったため，断ち割ったところ，長軸４５㎝，短軸２９㎝，深さ１１㎝のピットが

検出された。ピットの性格は不明であるが，堆積土が炉内堆積土Î１とは異なることから，少なく

とも炉全域を埋める以前に埋められていたと考えている。

　炉跡を断ち割ったところ，先端部の小型石組部の下に土器が敷かれていることが判明した。土器

片が敷かれる範囲は小型石組部よりも広く，炉跡の下に古い炉が構築されていたことが判明した。

古段階の炉跡は土器片を敷く部分と

前庭部とで構成されている。新段階

の炉を構築する際に壊されており，

全容は明らかではないが，全体の長

さは２０３㎝，幅は１５０㎝程度と推定さ

れる。炉跡の中軸線は，ほぼ真北を

指している。

　土器片敷部分は直径６５㎝程度の円

形で，広く掘り込んだ後土器片を敷

き詰めている。土器を埋設した様子

は見られなかった。この部分の床面

からの深さは１６㎝程度である。土器

が熱を受けてもろくなっており，周

囲の土も赤変していたことから，こ

の部分で火を焚いていたと判断でき

る。赤変している厚さは５㎝程度で

ある。前庭部は地山を掘削して平坦
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に整えている。前庭部の広い範囲に踏み締まりが認められた。この部分で火を焚いていた痕跡は見

られなかった。炉内堆積土のÎ８は掘形埋土，Î６・７は古段階の炉が廃絶したのちに埋め戻され

たものと考えている。土器を敷く部分に石組が伴っていた可能性もあるが，廃絶時に撤去されたも

のとみられ，遺存していなかった。新段階の炉は，古段階の炉の埋土を掘削して構築されていたこ

とが明らかになった。

　床面ほぼ中央に長さ３０㎝ほどの礫が置かれていた。また，床面ではピットが２基検出されたほか，

新段階の炉跡の底面でもピット１基が検出された。

　炉跡の中軸線の延長線上，壁際に位置するＰ１は埋甕である。掘形は長径８１㎝，短径６９㎝の楕円

形で，深さは３５㎝を測る。壁溝に壊されていることから，本遺構が構築される時点までに埋め戻さ

れていたと考えられる。地山を掘削し，深鉢形土器１個体を７０°程度倒した状態で埋めている。埋

甕の中軸線は真北よりも２５°西偏している。堆積土は４層に分けられた。Î１～３は掘形に土器を

埋めた際の埋土である。Î１・２が埋甕内に入り込んでいるのは，土圧で埋甕が壊れた際に流入し

たのであろう。Î４は埋甕が埋設された時点で入っていた土と推測される。Ｐ１の堆積土上面で，

石皿１点と磨製石斧１点が出土している。

　Ｐ２は長径４８㎝，短径３６㎝の楕円形を呈し，深さは３３㎝である。Ｐ３は新段階の炉跡の底面で検

出された。古段階の炉に付随するものと考えられる。直径が２５㎝前後の円形を呈し，深さは２０㎝で

ある。

　遺　　物　（図１６・１７，写真２４６・２５７・３０７）

　本遺構では，縄文土器片２２９点，石器５点が出土している。縄文土器片の内訳は，口縁部１９点，

胴部２０５点，底部５点，石器は磨製石斧１点，磨石１点，石皿１点，不明２点である。破片のほと

んどは小片であり，図化することができなかった。ここでは，本遺構に伴う可能性が高い縄文土器

４点，石器３点を図化した。

　図１６－１は，Ｐ１に埋設されていた深鉢形土器である。口縁部が内湾し，頸部がくびれる器形で

ある。胴部が膨らんでいるが，最大径は口縁部にある。外面全体に地文を施している。その後，凹

線によって蕨手状の懸垂文を９個と逆「Ｕ」字の区画文を１４個交互に施し，区画外を磨り消してい

る。口縁部に文様帯はなく，口縁部直下から胴部下半まで１つの文様帯となっている。凹線の切り

合いにより逆「Ｕ」字区画文を施文した後に蕨手状文を施していることが明らかであり，逆「Ｕ」

字区画文の間隔が狭いところでは蕨手状文が施されていない。内面及び口縁部外面は横方向に丁寧

に磨かれている。二次的に火を受けた痕跡はなく，内面にコゲの付着も見られない。

　２は古段階の炉跡に敷かれていたものである。底部のみの破片であるが，胴部の立ち上がりが緩

やかなため，球胴形の深鉢形土器であると考えられる。炉跡の底面では，本資料のほか３点の破片

が敷かれていたが，接合はしなかった。

　３は新段階の炉跡の小型石組部脇床面付近のÎ１で出土した。頸部がくびれ，口縁部が内湾する

キャリパー形の深鉢形土器である。波状口縁であり，口縁部には稜の発達した隆帯によって横位の
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１　Ｐ１　Î３�

口径：29.1⁄�
底径：11.0⁄�
器高：41.5⁄�

底径：13.3　⁄�
器高：〔2.8〕⁄�

底径：　9.8　⁄�
器高：〔31.4〕⁄�

２　炉（２）�

４　Î１�

３　Î１�

縄文施文部�

０� 10⁄�
（2／5）�

０� 20⁄�

（1／4）�

図１６　４号住居跡出土遺物∏
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渦巻文と楕円文が施され，隆帯には凹

線が添えられている。楕円文の中には

地文が残されている。頸部には無文帯

が巡り，波頂部下には隆帯により渦巻

文が施されている。頸部・胴部文様帯

は隆沈線によって区画されている。胴

部には地文縄文を施した後，２本１組

の隆沈線が垂下している。垂下する隆

沈線は，胴部上半で瘤状に盛り上がっ

ている。

　４は本遺構西端部の床面付近で検出

された。深鉢形土器の口縁部から底部

にかけての資料で，頸部がくびれ，口

縁部が外傾して立ち上がる。遺存して

いないが，口縁端部では内湾している

と思われる。口縁部・頸部・胴部の文

様帯が凹線で明確に区画されている。

口縁部は欠損しているが，凹線による

連弧文がわずかに認められ，そのほか

は地文が残されている。頸部は地文を

磨り消して無文帯となっている。胴部

は頸部との文様帯区画直下から凹線で

方形の区画文を描き，区画内に地文を

残し，ほかは磨り消している。区画文

の下端は閉じていない。胴部下半内面

にはコゲが，外面にはススが付着して

いる。

　図１７－１はＰ１の堆積土上面に置かれていた磨製石斧である。敲打によって整形したのち，磨き

上げて仕上げている。このため，部分的に敲打痕が残されている。刃部は両刃であるが，背面側が

広く作られている。刃部には細かな欠損が見られ，刃縁に直交する擦痕と併せ，使用に伴う痕跡で

ある可能性がある。２は炉内堆積土Î５から出土した磨石である。円礫を用いて全面を使用してい

るが，特に扁平な表裏面が著しく磨滅している。熱を受けて部分的に赤変しており，また，焼けは

じけて一部欠損している。３はＰ１の堆積土上面に置かれていた石皿である。扁平な自然礫を用い

て，広い表裏面を使用していた。全体の３分の１程度が欠損している。

図１７　４号住居跡出土遺物π
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最大厚：　10.2　⁄�
�



３１

　ま と め

　本遺構は，平面形が円形の竪穴住居跡である。炉跡の変遷から，本遺構には新旧２時期あったも

のと考えられる。古段階の炉跡は遺存率が低く不明な点が多いが，土器を敷く部分と前庭部という

２つの部分から構成されていることから，新段階の炉跡との時期差は大きくないと考えられる。埋

甕はその位置や土器の方向から，新段階の炉をもつ住居の構築時に設置されたものと考えられる。

　本遺構は出土土器から，大木９式後半期に属すると考えられる。明確な柱配列が不明なため，上

屋構造は不明である。　  （轡　田）

５ 号 住 居 跡　ＳＩ５

　遺　　構　（図１８・１９・２０，写真３１～３６）

　本遺構はＨ８・９グリッドにまたがって検出された。調査区ほぼ中央の平坦面にあり，竪穴住居

跡の密集する西部からは離れている。５．６ｍ南東に４号住居跡が位置している。周辺には１・２・

３１・３３・３４・４０・４２・７３号土坑が分布している。

　本遺構完掘時に床面で一回り小さな壁溝跡を検出した。これを３０号住居跡とし，本遺構の堆積土

上面で３０号住居跡の輪郭が確認できなかったことから，本遺構よりも古い遺構であると判断した。

そのほか，本遺構北部と東部・北東部を風倒木痕によって壊されている。

　遺構内堆積土は４層に分けることができた。そのうちÎ４は壁溝の堆積土である。Î３はＬⅤに

類似しており，周壁からの崩落土と考えている。Î２は黄褐色土を多量に含んでいる。Î１は土壌

化が進行した層と考えられる。

　本遺構の平面形は，北部と東部を風倒木痕に壊されているが，南北に長い楕円形である。長軸が

７．６ｍ，短軸が６．８ｍを測り，本遺跡では最大級の規模である。長軸の方向はほぼ真北を指している。

周壁は高さが２０㎝程度遺存しており，７０°前後の急斜度で立ち上がっている。ＬⅤ上には表土が発

達していたと考えられ，遺存している周壁の高さより，少なくとも３０㎝は高かったと推測される。

　床面はほぼ平坦で，細かな凹凸のある踏み締まりが本遺構西側半分に広く認められた。柱穴の周

辺にも踏み締まりが見られる。本遺構の東部で踏み締まりが見られないのは，北東部・東部の風倒

木痕が床面に影響を与えたものと推測できる。床面では，炉跡１基，ピット１４基，壁溝が検出され

た。出入口と考えられる施設は確認できなかった。

　壁溝は，風倒木痕に壊されている北部・東部，炉の構築されている南部を除いて，ほぼ全周して

いる。部分的に途切れたり，ピット状に深くなっている。幅は２０㎝程度，床面からの深さは４㎝～

１０㎝であり，断面形は「Ｕ」字状あるいは台形状を呈する。堆積土はにぶい黄褐色土であるが，堆

積状況は不明である。壁溝堆積土の上位に周壁崩落土が堆積している部分があるため，本遺構廃絶

時には閉口していたものと考えられる。壁溝内のピット状に深くなっている部分は壁柱穴であった

可能性もあるが，柱痕は検出されなかった。

　炉跡は本遺構の南部で確認された。平面形は南北に長い不定形をしている。炉跡の堆積土は１０層

第２節　竪 穴 住 居 跡
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に分かれる。Î１～５は炉の廃絶後の堆積土である。いずれも暗褐色土と褐色土の混ざった土層で

あり，人為的に埋められたものと考えられる。Î６～８は炉を構築した際の掘形埋土である。Î７

及びÎ８の上面が厚さ４㎝程度熱を受けて赤変していた。Î９・１０はÎ８に壊されていることから，

本遺構の炉は新旧２時期の変遷を経ていることが明らかである。Î９の上面が熱を受けていること

から，古い段階の炉は，Î９を使用面としていたと考えられる。

　炉跡は廃絶時に壊されており，非常に遺存率が低い。しかし，掘形の深さや石の有無によって

北・中・南の３つの部分が確認された。全体の規模は，長軸が４２２㎝，短軸が１２２㎝であり，中軸線

方向は，ほぼ真北を指しており，北部が斜面の上方，南部が斜面の下方にあたる。北部は浅く掘り
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　Ｐ１堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（1㎝の明黄褐色土塊少量含む）�
２　明黄褐色土　10ＹＲ6/6（にぶい黄褐色土まだらに含む）��
３　にぶい黄褐色土10ＹＲ4/3（0.5㎝の明黄褐色土塊少量含む）��
　Ｐ２堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（にぶい黄褐色土まだらに多量含む）��
３　明黄褐色土　10ＹＲ6/6��
４　黒褐色土　10ＹＲ3/2（明黄褐色土まだらに多量含む）��
　Ｐ３堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ2/3（黄褐色土まだらに少量含む）��
２　黄褐色土　10ＹＲ5/6（5㎝の礫少量含む）�
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（にぶい黄褐色土まだらに多量含む）��
　Ｐ４堆積土�
１　褐色土　10ＹＲ4/4（暗褐色土まだらに多量含む）��
２　黒褐色土　10ＹＲ3/2（明黄褐色土まだらに多量含む）��
３　黄褐色土　10ＹＲ5/6��
　Ｐ５堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ3/2（明黄褐色土まだらに多量含む）��
２　黒褐色土　10ＹＲ2/2（明黄褐色土まだらに少量含む）��
　Ｐ６堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ3/2（黄褐色土まだらに多量含む）��
２　黄褐色土　10ＹＲ5/6��
　Ｐ７堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
２　褐色土　10ＹＲ4/4��
　Ｐ９堆積土�
１　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2��
�

　Ｐ10堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3��
　Ｐ16堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3��
２　にぶい褐色土　10ＹＲ4/3

　Ｐ18堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3��
　Ｐ19堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
　Ｐ22堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
　（明黄褐色土まだらに少量含む）��
　Ｐ23堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
　（明黄褐色土まだらに少量含む）�

　壁溝ＲＲ′堆積土�
１　明黄褐色土　10ＹＲ6/6��
　壁溝ＳＳ′堆積土�
１　褐色土　10ＹＲ4/4��
　壁溝ＴＴ′堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
�
�

Ｐ３�

図１９　５号住居跡π
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込んだ部分である。平面形は南北１１０㎝，東西１１０㎝の不定形を呈している。この部分の底面は焼け

ているが，焼け面が炉の掘形に壊されていることから，古い段階の炉に属するものである。炉に石

組が伴っていたかどうかは不明である。中部は南北１７０㎝，東西１２０㎝の長方形を呈し，深さは１５㎝

である。この部分には石組が残されているが，やはり廃絶時に礫も抜き取られたようである。

　礫を据える部分は，やや深く掘りくぼめ，土で礫を固定している。底面は深さ３㎝程度熱を受け

て赤変していた。底面の南側半分が深く掘られており，ＬⅤを掘り抜いて礫層にまで達している。

焼け面がこの深い部分の落ち際にも広がっていることから，使用時にもくぼんでいたことが明らか

である。中部と南部の間はやや間隔があり，南部は深さ１５㎝程度掘りくぼめられている。内部では

風化して砂のようになった石が検出されたことから，この部分にも石組が存在した可能性がある。

この部分は熱を受けた痕跡が見られない。これらの３つの部分は，堆積土の上層が共通しているこ

とから，廃絶時にはすべて開口していたことが明らかである。

　本遺構は３０号住居跡と重複しており，検出されたピットがどちらの住居跡に伴うものであるか，

判断が難しかった。そこで，３０号住居跡の外側に位置しているピット，３０号住居跡の壁溝を壊して

いるピットを本遺構に伴うものと判断した。したがって，３０号住居跡で報告しているピットには，

本遺構に伴うピットも含まれる可能性が残されている。上記の方法で本遺構に伴うと認識できた

ピットは１４基である。そのうちＰ２とＰ１６，Ｐ３とＰ９が重複しており，いずれも前者が新しい。

ピットに重複があることから，本遺構は少なくとも１回の建て替えが行われている。

　ピットのうち，柱痕が残されているのはＰ１～６である。重複関係にあるピットのうち，新しい

ピットに柱痕が残されていることから，建て替えの際に柱を抜き取り，廃絶の時には柱を残したま

まであった可能性が高い。柱痕が残っているピットを中心に新しい段階の本遺構の主柱穴を考える

と，Ｐ２・３のほか，堆積土の類似するＰ１が主柱穴と考えられる。Ｐ４とＰ５とは，どちらも柱

痕が残っており，主柱穴と考えられるが，重複関係が無く，新旧を判断することができない。しか

し，Ｐ９が古い段階の主柱穴であることから，Ｐ５では柱間隔が狭すぎる。したがって古い段階の

主柱穴はＰ４のほうであると考える。各主柱穴の間隔は，柱痕の芯々間で，Ｐ１－Ｐ２間が２．３０ｍ，

Ｐ２－Ｐ３間が２．１０ｍ，Ｐ３－Ｐ５間が１．８０ｍである。このことから，柱間隔によって主柱穴を考

えると，Ｐ１－Ｐ２２間が２．１０ｍ，Ｐ２２－Ｐ２３間が１．７０ｍであり，Ｐ２２がＰ３に，Ｐ２３がＰ５にそれ

ぞれ対応する主柱穴であると考えられる。

　これらの柱穴は，いずれも同程度の深さまで掘り込まれている。復原した主柱穴の配置をみると，

炉の軸線を挟んで線対称に並んでいることがわかる。Ｐ６は規模が小さいものの柱痕があり，炉の

軸線上に位置することから，棟を支える柱穴であった可能性がある。Ｐ２の付近には直径３０㎝ほど

の円礫が置かれていた。

　古い段階の柱配置は，Ｐ１６・９・４が古い段階の主柱穴であろうとした。したがって古い段階の

柱配置も，新しい段階と同様に６本柱を基調としていると推定される。この柱間隔は，Ｐ１６－Ｐ９

間が２．４０ｍ，Ｐ９－Ｐ４間が２．００ｍである。これらの柱穴はいずれも新しい段階のものよりも北側



３５

第２節　竪 穴 住 居 跡

�
　炉堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.2～1㎝の褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）�
２　褐色土　7.5ＹＲ4/6（1㎝の暗褐色土塊多量，0.5㎝の明褐色土塊微量，炭化物粒微量含む）�
３　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1～2㎝の褐色土塊多量，炭化物粒・焼土粒微量含む）�
４　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（2～3㎝の黒褐色土塊多量，炭化物粒・焼土粒微量含む）�
５　褐色土　7.5ＹＲ4/6（2～3㎝の明褐色土塊多量，炭化物粒・焼土粒微量含む）�
６　暗褐色土　10ＹＲ3/3（明黄褐色土まだらに多量含む）��
７　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
８　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3��
９　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4（明赤褐色焼土多量含む）��
10　黄褐色土　10ＹＲ5/6（褐色土まだらに少量含む）�
�
�
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図２０　５号住居跡炉
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底径：（9.2）⁄�

底径：（10.4）⁄�
器高：〔2.6〕⁄�

１　周溝Î１�

３　Î１�

４　Î２�

５　Î２�

６　Î２�

７　Î２�
８　Î２�

２　Î２�

９　Î２�

10　Î２�

11　Î２�

12　Î２�

16　Î２�

15　Î２�
14　Î１�

13　Î１�

０� 10⁄�
（1／4）�

０� 10⁄�

（2／5）�

図２１　５号住居跡出土遺物∏



３７

第２節　竪 穴 住 居 跡

28　Î２�

１　Î１� ２　Î１�

３　炉Î１�

４　Î１� ５　Î１� ６　Î２� ７　Î２�

８　Î２�

９　Î２�

10　Î２�

11　Î２�

12　Î２�
13　炉Î１�

14　Î２� 15　Î２�

16　Î１�

17　周溝内Î１�
18　Ｐ５Î１�

19　Î１�

20　Î２�

21　Ｐ３Î１�
22　Î２�

23　Î２� 24　Ｐ３Î１�

25　Î１�
26　Î２�

27　Î２� ０� 10⁄�

（2／5）�

図２２　５号住居跡出土遺物π
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に造られていた。そのほかの主柱穴はＰ１の北東，Ｐ２３の北西に位置していたと考えられるが，い

ずれも風倒木痕によって壊されており，検出することができなかった。

　遺　　物　（図２１～２４，写真２５８・２５９・３０３）

　本遺構からは，縄文土器の口縁部破片８１点，胴部破片７４２点，底部破片１６点の合計８３９点，石器２３

点が出土している。石器の内訳は，石鏃１点，削器１点，磨石１点，二次加工のあるR片９点，R

片６点，石核１点，砕片１点，不明２点である。ここでは縄文土器５７点と石器３点を図化した。

　図２１－１は壁溝内及び住居跡底面で出土しており，遺存率も高いことから，本遺構に伴う可能性

が高い。そのほかは住居跡及び炉跡の堆積土から出土しているが，本遺構堆積土Î２以下が廃絶時

に埋め戻されたとすると，Î２以下出土の遺物は本遺構廃絶以前に使用されていた遺物が投棄され

たものと考えることができる。なお，本遺構は３０号住居跡を壊して造られており，本遺構出土の遺

物には本来３０号住居跡に伴う遺物も含まれていることが推定される。

　図２１－１は深鉢形土器の頸部から底部にかけての資料である。口縁部は遺存していないが，頸部

がくびれ，口縁部側に最大径のある器形である。頸部には隆沈線による区画文が見られ，口縁部に

は地文が残されている。頸部の隆沈線の様子から，口縁部には楕円形区画文が施されていた可能性

が高い。区画内に施される縄文はＬＲ原体を横方向に回転施文している。胴部文様は，頸部直下か

ら底部付近まで垂下する２本の沈線によって区画し，沈線間を磨り消すことによって地文を浮かび

上がらせている。地文はＬＲ原体を縦方向に回転施文している。炭化物やススの付着は見られない。

図２１－２は底部破片である。

　図２１－３～１６は深鉢形土器の口縁部破片である。６・１１は幅広の隆帯を貼り付け，隆帯の側縁を

１　Î２�

５　Î２�

10　Î２�

11　Î２�
12　Î２�

13　Î２�

６　Î２� ７　Î２� ８　炉Î１�
９　Î２�

２　Î１�
３　Î２�

４　Î２�

０� 10⁄�

（2／5）�

図２３　５号住居跡出土遺物∫
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凹線で調整している。３～５，７

～１０，１３～１６は稜の発達した隆帯

と凹線によって渦巻文と横位の楕

円形区画文を描いている。口縁部

は渦巻文の部分で小波状口縁と

なっている。楕円形区画内には地

文が残されるが，地文のかわりに

４・１０ではヘラ状工具による刺突

文，１３では押し引きによる集合短

沈線文を充填している。１２は口縁

部文様帯をもたないものである。

胴部には，口縁部直下から垂下す

る沈線と逆「Ｕ」字文によって地

文を区画している。

　図２２－１～９，図２３－２は胴部

破片であるが，沈線や凹線による

懸垂文や蛇行懸垂文の間を摩り消

すもので，図２１－１の胴部文様に

類似するものである。３は懸垂文

の一部が地文を横切って隣の懸垂

文と結合し，「Ｈ」字状の文様を

描いている。また，３は０段多条

の原体を回転施文して地文として

いる。図２２－２５は凹線で文様を描

き，凹線間を磨り消している。

　図２２－１４～２２，図２３－１１は口唇

部に文様をもつものや，口縁部に

隆沈線で文様を描く深鉢形土器の

口縁部破片である。隆沈線は高低

差が小さく，隆帯側面の調整も弱

い。図２２－１５は沈線のみで渦巻文

を描いている。図２２－２１は波状口

縁で，波頂部に円形工具による刺

突が施されている。図２３－１１の地

第２節　竪 穴 住 居 跡

図２４　５号住居跡出土遺物ª

１　Î２�

０� ５⁄�
（2／3）�

最大長： 2.3⁄�
最大幅： 1.5⁄�
最大厚： 0.4⁄�
重　量：0.92Á�
石　質：玉髄�
�

２　P11Î１� 最大長： 6.4⁄　重　量：38.3Á�
最大幅： 5.5⁄　石　質：流紋岩�
最大厚： 1.3⁄�

３　Î２� 最大長： 5.6⁄　重　量：27.9Á�
最大幅： 5.5⁄　石　質：流紋岩�
最大厚： 1.0⁄�

０� 10⁄�
（1／4）

４　Î１�

最大長：13.5⁄　重　量： 1.4Ë�
最大幅：11.0⁄　石　質：デイサイト�
最大厚： 6.6⁄�
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文は絡条体のＬ原体を縦回転して施している。

　図２２－１０～１３，２３・２７，図２３－１は胴部破片であるが，隆沈線で文様を描くものである。そのう

ち図２２－１０～１３は隆帯の稜が発達し，断面が三角形となっている。１１には下垂する蕨手状文が見ら

れる。図２２－２３・２７は幅広の隆帯の側縁を凹線で調整している。

　図２２－２４・２６・２８，図２３－３～８・１２・１３は胴部破片であるが，沈線で文様を描き，磨消技法を

伴わないものである。図２２－２８は０段多条の原体を回転施文し，図２３－７はＲＬＲの原体を回転施

文し，それぞれ地文としている。図２３－１２・１３は縦方向の櫛歯文を地文としている。

　図２３－９・１０は地文のみで文様を施さないものである。

　図２４－１～４は石器である。１は玉髄製の石鏃である。基部に調整が施されていないため，未製

品と考えられる。２・３は削器である。２は背面右側縁と腹面左側縁にわずかに外湾する刃部を作

り出している。３はR片の側縁を主に背面側から加工し，分厚い刃部を作っている。４は磨石であ

る。円礫を用いて，主に扁平な表裏面を使用している。

　ま と め

　本遺構は平面形がやや南北に長い楕円形を呈する竪穴住居跡である。南部に設けられた炉を基準

に上屋を設計していたと考えられる。本遺構には新旧の２段階があったと考えられ，古い段階では

６本の柱，新しい段階では７本あるいは８本の柱で上屋を支えていたと推察される。出土遺物から，

本遺構は大木９式前半期に位置付けられる。　  （轡　田）

６ 号 住 居 跡　ＳＩ６

　遺　　構　（図２５・２６，写真３７～４０）

　本遺構はＩ・Ｊ８グリッドにまたがって位置している。段丘平坦面の南端で，緩やかに南に向

かって傾斜している。縄文時代の住居跡の密集地からは，東に大きく外れている。１．６ｍの距離に

隣接する４号住居跡とともに，土坑の密集域にある。検出面はＬⅤ上面であり，精査中に黒色土の

分布として検出された。

　本遺構の西部は風倒木痕に壊されている。重複する遺構は９６号土坑であるが，本遺構よりも古い。

遺構内堆積土は６層に分けることができた。最下層のÎ６は壁溝の堆積土である。他の５層は堆積

土がほとんど遺存していないため，堆積状況の判断は困難であるが，黒褐色土と黄褐色土が混じっ

て堆積していることから，人為的に埋め戻された可能性が高い。

　本遺構の周壁は本遺構北半部で検出され，南半部及び風倒木痕に壊されている西部では検出され

なかった。周壁が最も遺存している北部では，高さ１０㎝，７５°の斜度を測ることができた。本遺構

は遺存する北半部の形状から，平面形が直径約５．０ｍの円形を呈していたと推定される。縄文時代

の表土の厚さを考えると，周壁の高さは４０㎝程度であったと推測される。

　壁溝は北半部で断続的に検出された。幅が８㎝～２８㎝，深さは１０㎝前後である。断面形は「Ｕ」

字状あるいは箱形状である。壁溝内には所々ピット状に深くなる部分があり，これらは壁柱穴であ
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る可能性もある。堆積土の土質は住居内堆積土とは異なっており，やはり人為的に埋め戻されてい

る。このことから壁溝は，少なくとも住居廃絶時には閉口していたと判断した。西部では風倒木痕

の底面で壁溝を検出した。南半部では削平されたため，壁溝を検出できなかった。

　床面は，ＬⅤを掘り込んで造られていた。９６号土坑との重複部でも貼床は見られず，９６号土坑の

堆積土を掘削し，そのまま床面としていた。床面には細かな凹凸のある踏み締まりが広く見られた

が，南部では削平されて遺存していなかった。

　床面では，東部やや南寄りに石組部と前庭部からなる炉が１基と，中央部南西寄りに地床炉が１

基，北部から西部の壁際にピットが２基，北部やや中央寄りにピットが１基検出されている。

　炉石組部の北約３０㎝の床面で，扁平な礫が出土した。本遺構が廃絶する際に遺棄されたものとみ
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ている。

　炉は石組部と前庭部から構成されており，石組部が住居跡中央からやや東に寄った位置にあり，

前庭部が石組部の東に取り付き，前庭部端は推定される周壁のラインに接している。石組部と前庭

部を合わせた中軸の長さは２４０㎝を測る。中軸の方向は真北から７１°西に振れており，石組部が斜

面の上方に，前庭部が斜面の下方に位置している。

　石組部は長さ１０７㎝，幅９５㎝の，やや端部が幅広い台形を呈している。底面には礫を敷かず，地

山を掘削して底面としている。礫は扁平なものを選んでおり，掘形を掘った後，側壁がなだらかに，

奥壁が直角に近い角度で立ち上がるように組んでいる。奥石も縁石も大きさは変わらなかった。住

居跡床面から石組部底面までの深さは，深いところで２５㎝である。底面は奥側がよく焼けており，

７．５㎝の厚さまで赤変していた。石組の礫や掘形埋土はほとんど熱を受けた痕跡がなかった。

　前庭部は地山を掘削し，底面を平坦に仕上げている。長さ１２５㎝，幅１２８㎝の不整な円形を呈して

いる。底面には住居跡の床面と同様の踏み締まりが見られた。また，熱を受けた痕跡はなく，この

場所で火を焚くことはなかったものと考えられる。

　上述した炉のほかに，床面中央部南西寄りに地床炉が１基検出されている。地床炉は平面形が長

さ７５㎝，幅４２㎝の不整形を呈し，１０㎝の厚さまで熱を受けて赤変していた。赤変の度合いから，か

なり高い頻度で，この場所で火が焚かれていたものと推定される。

　ピットは３基検出されている。いずれも円形で，Ｐ１・２には柱痕が認められる。Ｐ１は直径２９
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㎝，深さ２６㎝である。Ｐ２は直径３０㎝，深さ２１㎝である。Ｐ３は直径２５㎝，深さ１４㎝である。どれ

が主柱穴であるかは不明である。また，本遺構南半部ではピットが検出されていない。なお，本遺

構では，出入口施設とみられる構築物は確認できなかった。

　遺　　物　（図２７，写真２５９）

　本遺構からは，縄文土器の口縁部破片９点，胴部破片５４点，底部破片５点の計６８点が出土してい

る。ここでは，縄文土器１５点を図化した。いずれも堆積土からの出土であり，本遺構に確実に伴う

とはいえない。

　図２７－１～４は口縁部破片である。いずれも口唇部に沈線文あるいは渦巻文が施される。３は口

唇部直下から凹線による文様を描いている。１・２・４は口縁部直下が地文のみ，あるいは無文と

なっている。１の地文は絡条体のＲ原体を縦回転させて施している。

　５～１１は胴部破片である。８は口縁部直下の破片とみられ，凹線によって縦位の懸垂文と楕円文

が施され，区画外を磨り消している。６・７は地文のみの資料である。５・９～１１は凹線と磨消縄

文によって円文や縦位区画文を施している。

　１２～１４は地文として集合沈線を施す破片資料である。１２は口縁部破片である。肥大化する口唇部

に沈線を巡らせている。１３・１４は胴部破片である。縦位に隆帯を貼り付け，隆帯上に竹管状工具を

横に用いて連続する刻みを施している。その後，隆帯の側縁を沈線によって調整している。１５は底

部破片である。
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　ま と め

　本遺構は円形の平面形をもつ竪穴住居跡である。石組部と前庭部とで構成される炉跡と，地床炉

を備えていた。柱配置が不明確なため，上屋構造を推定することができなかった。本遺構に確実に

伴う遺物は出土していない。しかし，炉の形態から，おおむね大木８ｂ式の新しい段階から大木９

式前半段階の時期に位置付けられる可能性が考えられる。　  （轡　田）

７ 号 住 居 跡　ＳＩ７

　遺　　構　（図２８～３０，写真４１～４８）

　本遺構は調査区南西隅で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。規模が大きく，遺存状態は良

好である。Ｆ７・８グリッドにまたがり，中心は後者にあった。ＬⅤ上面から検出されている。

　本住居跡は後で報告する１５号住居跡が建て替えられたもので，それに伴って周壁が６０～１１０㎝拡

張され，居住空間が増えている。また北側で２６号住居跡，南側で２５号住居跡と重複関係を有してお

り，そのどちらよりも新しい。壁の立ち上がりは直立気味で，３０㎝前後の高さが遺存していた。

　住居内堆積土は，５層に分層される。Î１は，竪穴中央に堆積する暗褐色土であり，締まりが少

ない。Î２～４は粘性が強く，土器や石器の破片を多く含んでいる。壁際から漸次各層が流入した

状況が確認され，自然堆積土と解釈した。Î５は，褐色の壁溝内堆積土である。人為的な堆積状況

を示すことから，壁材の掘形埋土と考えている。

　本住居跡の平面プランは，円形基調を呈し，炉の前庭部側がすぼまっている。規模は，炉の主軸

方向で６．９ｍ，それに直交する方向で６．５ｍを測り，大型である。床はＬⅤからなっており，壁溝付

近を除くと，硬く踏み締まり，光沢をもっていた。ただ，２６号住居跡と重複する部分は，軟弱であ

る。壁溝は，炉を除く周壁直下を巡り，炉の対面と西周壁の一部が途切れている。また，底面の状

態は凹凸が著しい。溝幅は，北東部分が広めであるが，これは，重複する２６号住居跡との関係と思

われ，他は１０㎝前後で安定している。

　複式炉は，住居規模に比例して大型である。石組部と前庭部で構成されており，真上から見た平

面プランは，裾広がりの長台形を呈している。さらに石組部の先には地床炉が認められ，この部分

を含めた全長は３．７５ｍを測り，先端は竪穴中央まで達している。炉内堆積土は５層に分層された。

Î１は，炉全体を覆うにぶい黄褐色土である。炭化物を多量に含有しており，色調は黒ずんでいる。

Î２は，前庭部の底面を覆う暗褐色土で，多量の焼土を含有している。Î３は，石組部の底面を覆

う暗褐色土である。層中に，母材とは色調のやや違う暗褐色土粒を含有している。以上の３層は，

住居埋没過程で自然流入したものと考えられる。残るÎ４・５は，掘形埋土である。

　石組部は，整った台形を呈し，規模は，主軸長１３２㎝，中央幅１０３㎝を測る。底面には石が敷かれ

ていない。縁石は，場所によって大きさの違う石材が使い分けられている。奥壁は板状の大きな一

枚石だけで造られ，対面の小さな礫が並ぶ様子とは対照的である。また，両脇は前庭部まで連続し

て細長い石材が用いられている。石組部の被熱痕跡は，奥壁側に偏った状態で底面が酸化しており，
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火の焚かれる位置が内部で固定していたことがうかがえる。前庭部の表面は，床と同じように硬く

踏み締まっていた。前庭部の平面プランは，石組部の連続で裾広がりになっており，規模は，主軸

長２４３㎝，中央幅１６２㎝を測る。

　柱穴は６基で構成される（Ｐ１～３，Ｐ５～７）。その配置は，炉の中軸線を挟んで左右対称になっ

ており，柱穴間の距離はほぼ１．８０ｍで等間隔である。このように，本住居跡の柱穴配置には，炉に

規定された明確な企画性がうかがわれる。個々の規模は，径２０～２５㎝，床面からの深さ２３～２８㎝を

測り，このうち，Ｐ５・６では，径１０㎝前後の柱痕跡が確認された。１５号住居跡との関係は，すべ

ての柱穴が新旧でダルマ形に重複して認められ，柱穴配置が継続されたことを示している。

　この他，床の掘り込みを伴うものではないが，住居南東隅で一抱えほどの丸い花崗岩が据えてあ

るのが確認されている。位置は，おおむね炉の対面で，脇に縄文土器片が散在していた。４号住居

跡でも，類似した例が検出されている。

　遺　　物　（図３１～３３，写真２６０・３０３）

　遺物は，縄文土器片１，１６３点，石器３６点が出土した。縄文土器の内訳は，口縁部片７６点，胴部片

１，０６６点，底部片２１点，石器の内訳は，石鏃４点・削器１点・磨石１点・二次加工のあるR片８点，

R片１７点，砕片３点，不明２点である。それらの出土状況の特徴は，堆積土中の遺物が大多数を占

め，床面出土遺物が極端に少ないことが挙げられる。

　図３１－１は，床で出土した最も大型の縄文土器片である。破片の一部が１５号住居跡の主柱穴堆積

土にめり込んでおり，建て替え前の住居で使用されていた可能性も想定される。頸部無文帯の下に

横位の平行沈線が引かれ，そこから縦位の隆沈線で連続する渦巻文が描かれている。

　図３１－２～１４，図３２－１４は，口縁部片を一括した。図３１－２～１１・１４は，隆沈線で文様の描かれ

たグループである。図３１－２～６は渦巻文，７～９・１１は渦巻文と楕円形区画文，１４には方形区画

文が見られる。他は，沈線のグループで，図３１－１０は波頂部の口唇に盲孔がうがたれ，その脇から

太い沈線が引かれている。１２は，平行沈線の間に縦位の刻みが連続して施され，１３は，横位沈線の
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３　褐色土　7.5ＹＲ4/3（炭化物少量含む）�
　Ｐ３堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/3（褐色土塊少量含む）�
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（炭化物少量含む）�
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4（炭化物少量含む）��
　Ｐ５堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/3　　４　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4　　５　褐色土　7.5ＹＲ4/3�
３　暗褐色土　7.5ＹＲ3/3　　６　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
�

　Ｐ６堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/3（褐色土塊少量，炭化物微量含む）�
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/3（褐色土塊少量含む）�
３　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（褐色土塊多量，炭化物ごく微量含む）�
４　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（褐色土塊含む）�
５　褐色土　7.5ＹＲ4/3（暗褐色土塊含む）�
　Ｐ７堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1㎝の褐色土塊少量，炭化物少量含む）��
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1㎝の褐色土塊含む，炭化物微量含む）��
３　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5㎝の褐色土塊多量，炭化物粒微量含む）�

図２９　７号住居跡π
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下に縄文が施されている。また図３２－１４は，口縁部無文帯から胴部に縦長の楕円形文が展開する。

　図３１－１５～２３，図３２－１～１３，１５～１８は胴部片である。このうち，図３１－１５・１６・２２・２３，図３２

－２は，隆沈線のグループに分類される。図３１－１６・２３では，渦巻文と楕円形文が組合わさってお

り，他の資料も，遺存部分では分からないが同じ文様構成をとっていると推定される。それに対し

て，図３１－１７～１９，２１，図３２－１～１３，１５～１８は，沈線で胴部文様が描かれるグループである。

　図３１－１７・２１，図３２－１は，展開方向の異なる楕円形文が組合わされており，図３２－１６では細長
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　炉堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
　　（炭化物多量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4�
　　（明黄褐色粘土，焼土多量含む）��
３　暗褐色土　10ＹＲ3/4（暗褐色土粒含む）��
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3��
５　暗褐色土　10ＹＲ3/3

０� １m

（1／25）�
図３０　７号住居跡炉
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第２章　遺 構 と 遺 物

１　床面�

０� 10⁄�
（2／5）�

２　Î１�

３　Î１�

４　Î２�

５　Î２� ６　Î２� ７　Î１�

８　Î２� ９　Î２�

10　Î２�

11　Î２�

12　Î１�

13　Î２�

14　Î１�

15　Î２�

16　Ｐ２Î２� 17　Î２� 21　Î１�

18　炉Î１�

19　Î２� 20　Î２�

22　Î１� 23　Î２�

図３１　７号住居跡出土遺物∏



４９

い縦長の楕円が顕著である。他は縦位ないし横位の単純な平行沈線が施されているが，図３２－１２だ

けは，刺突状の押し引き沈線が引かれている。図３２－１９・２０は，底部片である。

　図３３－１～４は，石鏃である。１・２は，幅広の無茎鏃，３はやや細身の無茎鏃に分類される。

２は先端が欠けており，３は片側側面を欠いている。４は，有茎鏃の基部と思われるが，石錐に転

用されている可能性もある。５は，縦長R片を利用した削器である。自然面側に二次加工を加え，

刃部を作出している。６・７は，二次加工のあるR片である。６には腹面側に平坦R離，７には背

面側に急斜度整形R離が確認できる。８は，扁平な磨石である。

　ま と め

　本遺構は，調査区南東部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。複式炉を備えた本遺跡の住

居跡の中では，規模が大きく，遺存状態に恵まれたものの１つである。主柱穴は，炉を挟んで左右

対称に配置されており，明確な企画性がうかがわれた。

第２節　竪 穴 住 居 跡

０� 10㎝�

（2／5）�
０� 10㎝�

（1／4）�

１　Î２�
２　Î２�

３　炉Î１�

４　Î２�

５　Î１� ６　Î１�
７　Î２�

13　Î２�

16　Î２�

20　Î２�

８　Î２�

９　Î２�

14　Ｐ２Î１�

10　Î２�
11　炉Î１�

15　炉Î１�

12　炉Î１�

17　Î１�

18　Î１�

19　Î２�

底径：（6.8）㎝�
器高：〔1.6〕㎝�

底径：　7.8　㎝�
器高：〔3.5〕㎝�

図３２　７号住居跡出土遺物π
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第２章　遺 構 と 遺 物

　遺物は，覆土中からまとまって出土したが，床面に残されたものは少なかった。時期は，大木９

式期と考えられる。　  （菅　原）

８ 号 住 居 跡　ＳＩ８

　遺　　構　（図３４・３５，写真４９～５４）

　本遺構は調査区南西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。検出状況は，大きな撹乱や重

複遺構の破壊が無く，プランは明瞭に周囲と識別できた。検出面は，ＬⅤ上面である。Ｆ８とＧ８

グリッドにまたがっている。

　住居内堆積土は，３層に分層され，このうち，Î１とÎ２は，自然流入土と考えられる。Î１は，

竪穴中央に堆積した極暗褐色土で，少量の褐色土塊，微量の炭化物・焼土粒を含有している。Î２

は，壁際に堆積した黒褐色土であり，多量の褐色土塊，微量の炭化物を含有している。以上の２層

に対して，Î３は壁溝内に堆積しており，上層よりかなり明るい色調のにぶい黄褐色を呈している。

この土層は，壁材の掘形埋土と考えている。

　本住居跡の平面プランは，整った円形を呈し，規模は，炉の主軸方向で４．２ｍ，その直交方向で

４．０ｍを測り，小型である。床は，壁溝付近まで踏み締まりが認められ，その範囲では光沢をもっ

４　炉Î１�

最大長：〔1.7〕⁄�
最大幅：〔1.7〕⁄�
最大厚： 0.5⁄�
重　量： 1.1Á�
石　質：流紋岩�
�

５　Î２�
最大長： 3.9⁄�
最大幅： 2.4⁄�
最大厚： 0.6⁄�
重　量：7.31Á�
石　質：チャート�
�

１　Î２�
最大長： 2.7⁄　重　量： 3.7Á�
最大幅： 2.3⁄　石　質：流紋岩�
最大厚： 0.9⁄�

２　炉Î１�
最大長：〔2.2〕⁄　重　量： 2.8Á�
最大幅： 2.2⁄　石　質：流紋岩�
最大厚： 0.7⁄�

３　Î２�
最大長： 2.4⁄　重　量： 1.3Á�
最大幅：〔1.6〕⁄　石　質：流紋岩�
最大厚： 0.8⁄�

６　炉Î１�
最大長： 2.2⁄　重　量： 2.8Á�
最大幅： 2.2⁄　石　質：流紋岩�
最大厚： 0.8⁄�

０� 5⁄�
（2／3）�

０� 10⁄�
（1／4）�

７　炉Î１�
最大長： 3.7⁄　重　量：11.0Á�
最大幅： 3.3⁄　石　質：流紋岩�
最大厚： 1.2⁄� ８　壁溝脇床面�

最大長：17.9⁄　重　量： 1.2Ë�
最大幅：10.0⁄　石　質：流紋岩�
最大厚： 4.5⁄�

図３３　７号住居跡出土遺物∫
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ていた。層位は検出面と同じ，ＬⅤである。壁溝は，周壁直下をほぼ全周しており，炉前庭部の縁

にも巡っている。溝幅は１４～２３㎝を測り，底面の凹凸が著しい。

　炉は，広義の「複式炉」の範ちゅうでとらえられる構造を有している。しかし，石組部と前庭部

だけで構成され，土器埋設部は設けられていない。さらに，石組部は底面に石が敷かれず，縁石だ

けで造られており，特徴的である。真上から見た平面プランは，裾広がりの長台形を呈している。

　石組部は主軸長１００㎝，幅７５㎝，床面からの深さは２０㎝を測る。底面は平坦であった。縁石は，

奥壁側で二重に巡る。これは，底面の酸化状態の偏りと一致しており，耐火度を高めるための処置

の可能性がある。前庭部は，主軸長１３５㎝，幅１８０㎝ｍを測る。底面までの深さは１５㎝で，平坦であ

る。壁溝との境には，横長の掘形が認められ，内部に多量の褐色土塊を含有する暗褐色土が堆積し

ていた。底面は，その範囲を除くと硬く踏み締まっており，床と同じように光沢があった。

　本住居跡では，炉の先端に不整円形のくぼみが掘られている（Ｐ１）。検出面の大きさは５０㎝×５２

㎝，床面からの深さは１１㎝を測り，壁の立ち上がりは緩やかである。内部の堆積土は１層で，周囲

の床面を覆う住居内堆積土と同一である。したがって，このくぼみは開口していたと考えられるが，

具体的な機能についてはよく分からない。
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０� ２ｍ�
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　８号住居跡堆積土�
１　極暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　　（3～4㎝の褐色土塊少量，�
　　炭化物粒・焼土粒微量含む）�
２　黒褐色土　7.5ＹＲ2/2（2～�
　　3㎝の褐色土塊多量，炭化物�
　　粒微量含む）�
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ3/4�
�
　Ｐ１堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1㎝�
　　の褐色土塊少量，炭化物粒・�
　　焼土粒微量含む）�

ＬⅤ�
３�

２�

炉�

１�

３�
２�

�

図３４　８号住居跡
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第２章　遺 構 と 遺 物

　遺　　物　（図３５，写真２６１・３０３）

　遺物は，縄文土器片１７３点，石器４点が出土した。内訳は，縄文土器が口縁部片８点，胴部片１６１

点，底部片４点，石器が石鏃１点，R片３点である。６点を図示した。

　図３５－１～５は，縄文土器片である。１は，撚糸地文の口縁部下端に，横位の平行沈線が引かれ，

そこから胴部に向かって縦位の平行沈線が引かれている。２は頸部片とみられ，横位の平行沈線下

に，縄文を充填した楕円形文が配されている。３・５は縦位の平行沈線，４は，縦位の隆沈線が施

された胴部片である。図３５－６は，有茎石鏃である。壁溝上面に貼り付いた状態で出土した。

　ま と め

　本遺構は，調査区南西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。小型ではあるが，撹乱や重

複遺構の破壊が無く，遺存状態は良好であった。炉は広義の複式炉の範ちゅうでとらえられるもの

で，土器埋設部が設けられておらず，石組部は底面に石が敷かれていない。

　時期は，炉内遺物の特徴から，大木９式期と推定される。　  （菅　原）

　炉堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5㎝の褐色土塊微量，炭化物粒微量含む）��
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1㎝の褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）��
３　極暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5㎝の明褐色土塊少量，炭化物粒・焼土粒微量含む）��
４　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5㎝の褐色土塊少量，1㎝の赤褐色土塊少量，炭化物粒�
　　　　　　　　　　　　   微量含む）�
５　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1㎝の褐色土塊多量含む）�

0 １ｍ�

（1／25）�

0 ２⁄�

（2／3）�

0 10⁄�

（2／5）

最大長：2.5⁄�
最大幅：1.3⁄�
最大厚：0.3⁄�
重　量：0.7g�
石　質：鉄石英�

１　Î１�

２　Î１�

３　Î１�

４　炉内Î１� ５　炉内Î２�

６　壁溝埋土上面�
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９ 号 住 居 跡　ＳＩ９

　遺　　構　（図３６～３８，写真５５～６２）

　本遺構は調査区北西部のＥ１２グリッドに位置する。この場所は段丘面の北端にあたるため，住居

跡北側は段丘崖となっている。また，東側に向かって緩やかに傾斜している。周囲には１０・２９・３１

住居跡や３０・４４・５６・８７号土坑が分布している。

　本遺構は２７・９９・１００号土坑と重複するが，そのいずれよりも本遺構の方が新しい。
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　９号住居跡堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ2/3�
　　（暗褐色土塊，2～10㎝の礫，�
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　検出面はＬⅣ上面である。住居跡の西側は調査区外に延びている。

　住居内堆積土は４層に分けた。Î１～３は周囲からの流入土で，レンズ状に堆積している。Î１

は遺物や礫を多く含む黒褐色土で，１号遺物包含層を構成している土層と同じものと考えている。

Î２～４は基本土層のＬⅣに近似する層で，基本的に同じ土質であるが，含有物の多寡やÎ３がや

や明るいことから細分した。各層とも自然堆積土と考えられる。

　本遺構の形状は調査区内の形状から円形を呈すると考えられる。炉跡の長軸を主軸としたときの

住居の主軸長は５．６ｍで，それと直交する方向の長さもほぼ同じであると推測される。周壁の残り

は北東側ほど高さを減じ，残存高は２０～４４㎝である。北東側の周壁の遺存が悪いのは，もともとの

自然地形に左右されたか，あるいは周壁の上部が流れてしまったためと推察される。調査区際では

ＬⅠによる撹乱を受けているが，その影響はあまり大きくはない。周壁は垂直近く立ち上がる箇所

もあるが，北東壁及び南東壁周辺では壁の崩落のためかやや緩やかになっている。

　床面は基本土層のＬⅣを掘り下げて，さらに基盤を構成するＬⅤを５～３５㎝ほど掘り下げて造っ

ている。しかし，住居跡北西側及び炉跡周辺では，ＬⅤ下位の砂礫層を整えて床面としている箇所

が部分的に認められる。また，他の住居跡のような，顕著な踏み締まり痕跡は確認されなかった。

床面はほぼ平坦であるが，炉跡の周囲は若干くぼんでいる。
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　Ｐ２堆積土�
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図３７　９号住居跡π
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　床面から検出された施設は炉跡，ピット，壁溝である。炉跡は石組部と前庭部から構成され，石

組部の先端を住居跡のほぼ中心に，前庭部を南壁に接するように設けられている。炉跡の全長は

２７７㎝で，各部位の長さは石組部１２５㎝，前庭部１５２㎝，最大幅は石組部１１５㎝，前庭部１６６㎝である。

　炉内堆積土は４層に分けた。Î１・２は住居内堆積土のÎ２，Î３は住居内堆積土のÎ３に近似

する層で，住居内堆積土と同じ様な過程を経て形成された土層，すなわち自然堆積と考えている。

Î１・２とも似た土質であるが，Î２の上面で多量の礫が検出されたため分層した。

　Î２上面及びÎ１中からは，図３８に示したような状況で多量の礫と図３９－１，図４３－３などの土

器が検出されている。図３９－１は礫の上から，図４３－３は礫の中から出土している。これらの土器

と礫については，本住居跡が廃絶されて埋まり切っていない段階に周囲よりもくぼんだ状況の石組

部にまとめて廃棄されたものと考えている。

　Î４は炉構築時に掘形に埋めた土で，図中にはその範囲を一点鎖線で示している。石組部と前庭

部とでは掘形埋土の土質の区別がつかなかったため，細分しなかった。

　石組部の石材は，掘形を掘ってある程度土を埋めた後に，側面に貼り付けるような形で据えられ

ている。また，石を据える底面は石の形状に沿ってややくぼめられている。使用されている石材は

大半が河原石で，その形状は，丸い石や楕円形の石，不整形な石など様々である。

　石材を据える際には，石組部の先端に大きな板状の石材で奥壁を設け，そこを起点として配列し

ている。石材は長軸方向を上下に，つまり一方の小口部分を底面に据えて，深さを確保できるよう

に立石状に配列している。また一部石材を二重に配列している箇所も見受けられる。石組部の石材

は風化や被熱のためか，劣化が著しい。結晶化したものだけが砂状に残っている石材も認められた。

　石組部の底面はほぼ平坦である。床面との比高差は，他の住居跡に比して約３４㎝と深い。一方，

前庭部との比高差は約１２㎝を測る。また，石組部の掘形の長さは１６３㎝，最大幅は１２８㎝で，実際の

石組よりも一回り大きい掘形となっている。

　前庭部は石組部から住居跡の壁側に向かって緩やかに開いている。この前庭部の部分では，住居

跡周壁の輪郭は若干外に膨らんでいる。前庭部周縁には，東側では石材は配置されていないが，西

側では石材を石組部と同様，立石状にして配列している。石材は，幅８～１７㎝の掘形を掘ってある

程度土を埋めた後に，側面に貼り付けるような形で据えられている。また，石材を据える底面は石

材の形状に沿ってややくぼめられている。前庭部底面には掘形にÎ４の土を埋めているが，これは

ＬⅣ下位の砂礫層が露出しているためと考えている。踏み締まりは認められない。掘形の平面規模

は炉跡の主軸方向で８６㎝，それと直交する方向で８１㎝を測る。掘形底面は細かい凹凸があり，深さ

は前庭部底面から４～６㎝を測る。なお，炉跡は２７号土坑の西側を掘り込んで構築されている。

　また，炉跡の北西側６０㎝の箇所では，長軸長１７㎝，短軸長１５㎝の範囲で焼土面を検出している。

被熱を受けた厚さは１㎝ほどである。

　壁溝は全周せず，住居跡南壁際を中心に検出された。しかし，南壁際でも連続せず，途切れてい

る。また，壁溝は炉跡の前庭部の一部を掘り込んでいる。この状況を，前庭部に堆積した土を除去
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した段階で確認した。壁溝の規模は幅１２～１５㎝，床面からの深さは９～３０㎝である。壁溝の底面は

ＬⅤないしはＬⅤ下位の砂礫層となっている。壁溝内に堆積していた土は，住居内堆積土のÎ４に

近似した暗褐色土を呈することから，住居跡が埋没する過程でともに埋まったものと考えている。

　ピットは床面から８基検出している。炉跡の長軸方向を基準にすると，Ｐ１とＰ６，Ｐ２とＰ５，

Ｐ８とＰ３がほぼ対称的な場所に位置する。仮に対称な位置にあるＰ１・２・５・６を主柱穴とす

ると，各柱穴間の距離は，Ｐ１－Ｐ２間が１．８５ｍ，Ｐ２－Ｐ５間が３．１ｍ，Ｐ５－Ｐ６間が１．９４ｍ，

Ｐ６－Ｐ１間が３．５５ｍを測り，炉の両脇に位置するＰ６－Ｐ１間の距離の方がＰ２－Ｐ５間の距離

よりも長くなっている。

　Ｐ３・４・８は周壁際に位置する。各柱穴間の距離は，Ｐ８－Ｐ３間が３．８０ｍ，Ｐ３－Ｐ４間が１．８５

ｍを測り，東西方向の間隔はＰ２－Ｐ５間よりも長い。Ｐ３・４・８がもう一つの時期の主柱穴であ

るとすると，Ｐ３・８の位置関係から，Ｐ４に対応するピットは調査区外に存在すると推察される。

　これらのピットの平面形は不整な円形・楕円形・方形である。断面形はおおむね「Ｕ」字状を呈

しているが，Ｐ１・４の底面はやや不整形である。

　規模は長径２４～４０㎝，短径１８～４０㎝と若干の幅があるが，Ｐ１とＰ５以外はおおむね３０～３５㎝前

後を測る。なお，Ｐ２・８は床面を掘り下げたらすぐに砂礫層に達してしまうが，柱を据える深さ

を確保するために，３０㎝ほど砂礫層を掘り込んでいる。

　これらのピットの中で柱痕が確認されたのは，Ｐ８だけである。Ｐ３・４Î１は柱材が腐食し痩

せたところに，掘形内の埋土や住居内に流入した周囲の堆積土が入り込んだものと推察される。Ｐ

３・４Î２はＰ８Î２と同じ土質の褐色土で，柱の周囲に埋めた人為堆積土とみている。なお，Ｐ

３Î２は柱が腐食した段階にピット内で崩れて流れた状況かもしれない。

　一方，Ｐ１はÎ１が褐色土を斑状に含み，Î２が礫を多く含んでいることから，人為堆積の可能

性がある。Ｐ２・５・６及びＰ７では，明瞭に埋め戻された状況は確認されなかったが，Ｐ３・

４・８のような堆積状況は示していない。断定はできないが，以上のピット内の堆積状況の違いは，

平面の位置関係から想定した主柱穴の組み合わせを補完する内容と思われる。

　上記に想定した主柱穴の組み合わせが妥当であれば，Ｐ８に柱痕が残ること，Ｐ３・４に自然堆

積の状況が認められること，Ｐ１が人為堆積の可能性があることなどから，本住居跡の主柱穴はＰ

１・２・５・６からＰ３・４・８へ建て替えられたと推測され，その内容は拡張であったと考えら

れる。しかしながら，住居跡の輪郭・壁溝・炉跡などでは造り替えた痕跡は認められなかった。

　遺　　物　（図３９～４４，写真２４６・２４７・２６１・２６２・２９９・３０２・３０４・３０７）

　遺物は縄文土器片１，８０３点，土製品１点，石器２２点が出土している。縄文土器片の内訳は口縁部

片１６６点，胴部片１，５８１点，底部片５６点，石器は石鏃１点，二次加工のあるR片５点，R片９点，石

核１点，不明１点，石斧２点，磨石３点である。ここでは，縄文土器７３点，土製品１点，石器９点

を図化した。

　図３９－１・２・４～１１，図４０－１～４，図４１－２・４は，口縁部に隆沈線による横位の渦巻文・楕円
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形区画文が描かれる資料である。渦巻文は先端にいくにしたがって稜を帯び，周囲より一段低く，高

低差をもつという共通した特徴がある。また，隆帯に取り付く沈線は幅が広く，えぐれる感がある。

　図３９－１・２は復元実測した資料である。１の口縁部は全周しないが，渦巻文と楕円形区画文を

セットとした文様は，５単位であると推察される。胴部は垂下する２本の沈線を施し，沈線間を磨

り消している。地文は口縁部・胴部ともに，単節のＲＬ縄文を縦方向に回転して施している。２は

口縁部が内湾するキャリパー形の器形を呈する。１と同様に，口縁部文様帯と胴部文様帯とは明確

に区画されている。胴部には，２本単位の垂下する隆沈線が施されている。この単位の一つ置きに，

隆沈線には渦巻文が連結し，胴部中央では瘤状の突起が認められる。地文は口縁部・胴部とも縦方

向のＬＲ縄文である。内面には口縁部付近を中心として，コゲが付着しているのが観察できる。

　図３９－４～１１，図４０－１～４，図４１－２は主に口縁部片及び口縁部付近の資料である。いずれも

キャリパー形を呈する深鉢形土器であろう。楕円形区画文内には，地文の縄文が残るものの他には，

刺突文を施す図３９－４・７，図４０－２や，連続する沈線を施す図３９－５・１１などがある。なお，図

３９－１０は渦巻文ではなく，円文である。なお，図３９－９の内面にはコゲの付着が観察された。

　図３９－３，図４０－５～１１，図４１－１・７～１２，図４２－１・２・４～８は，凹線による区画文を主

たる文様構成とする資料である。図３９－３は波状を呈する口縁部片で，波頂部には渦巻文が描かれ

ている。また，口唇部直下には刺突を連続して施している。図４０－５～１１，図４１－１は口縁部片で

ある。平縁で口唇部直下に狭い無文帯をもつのものが多いが，図４０－１０や図４１－１のように波状を

呈するものも見受けられる。横位の楕円形区画文，縦位の逆「Ｕ」字文，アルファベット状文など

が施されている。図４０－６～８，図４１－１には縦位の蕨手状文が認められる。図４０－９は，複節の

ＲＬＲ縄文を地文としているが，口縁部は横方向，胴部は縦方向に回転して施している。口唇部直

下には横位の凹線を施した後，凹線の上から連続的に刺突を加えている。図４０－１０は口唇部に沈線，

１１は口縁部と胴部の区画文の間に横位の沈線が施されている。

　図４１－７～１２，図４２－１・２・４～８は，胴部片である。凹線による区画文の間に，もう１本の

凹線が認められる図４１－８・１０は，図４０－７・８のように逆「Ｕ」字文間に蕨手状文が入るか，２３

号住居跡出土資料の図９５－２・３のようにまっすぐ伸びて収束するものと推測される。なお，図４１

－８は凹線を引き直している状況が観察できる。

　図４１－３は隆帯を貼り付けているが，両脇の沈線が弱い。図４１－５・６は厚い口唇部に太い沈線

を巡らせるものである。この沈線は，頂部の渦巻文に連結している。なお，口縁部直下の楕円形区

画文内には，５は円形刺突文，６は櫛歯文が認められる。

　図４２－３・９～１７は隆沈線が施される資料である。中には隆帯の隆起が弱い９，隆帯が稜を帯び

ている１２などがみられる。なお，３・１２・１５には渦巻文に隣接して円文も見受けられる。

　図４３－１・２は平行する沈線を文様構成とする。図４３－１は，縦位の平行沈線間には円形の刺突

文が認められる。平行沈線の両脇には縦位の波状文も施されている。

　図４３－３は３単位の波状口縁を呈する小型の深鉢である。内外面とも粗いケズリの後にナデを施
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図４３　９号住居跡出土遺物º
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図４４　９号住居跡出土遺物Ω
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している。櫛歯文のような細かい沈線で文様を施しており，不鮮明ながら渦巻文や円文のようなも

のが見受けられる。

　図４３－４～７・１１・１５は櫛歯文を地文とする資料である。口縁部の形状は，平らな４・６，波状

の５，内側に屈曲する７など，様々である。図４３－８は口唇部直下に竹管状の工具で交互に刺突を，

図４３－９は斜め方向に連続した沈線を施している。図４３－１０は頸部が無文帯である。図４３－１２～

１４・１６は連弧文が描かれる資料である。地文は１２が櫛歯文である以外は，撚糸文である。撚糸文は，

絡状体のＬ原体を縦方向に転がして文様を施している。１２の櫛歯文も，仕上がりの印象としては

１３・１４・１６を意識していると考えている。

　図４３－１８～２３には底部を掲載した。地文が観察されるのは２１・２３で，２１は櫛歯文，２３には縄文が

施されている。いずれも底部外面に網代痕などは認められない。なお，２３の内面には漆と思われる

付着物が観察でき，表面に薄い膜が形成されている（写真３０２－３）。

　図４３－１７は耳飾りとした土製品である。欠損しているため，もう一方の面があったかどうかは断

定できない。しかし，本遺跡からは全体の形状が明らかなものでスタンプ状のものは出土していな

いため，耳飾りとして報告する。遺存する面には円形の刺突が加えられている。

　図４４－１・２は二次加工のあるR片である。１は両面の周縁から中央に向かって連続的に調整を

施している。石鏃の未製品と考えられる。２は主要R離面の末端に背面側から調整を加えた後，さ

らに腹面側から調整を加えている。打点付近に自然面が断続的に残る。

　図４４－３・４は自然面が観察されるR片である。３は自然面打面である。４は背面の大部分が自

然面で，打面は単R離面打面である。

　図４４－５は磨製石斧の欠損品である。刃部先端には，整形の際の敲打痕がわずかに残る。また，

腹面に残る打点とフィッシャーの方向から，使用の際に破損したと推測される。

　図４４－６は打製石斧である。えぐりの入った分銅形を呈する。背面には自然面が広く残っており，

その箇所では強く膨らんでいる。全体として，最初に大まかなR離で形を整えた後に，小刻みな調

整が加えられている。えぐりの入る側辺は，比較的丁寧に調整が加えられ，断面形は棒状に仕上げ

られている。また，この箇所では，R離の稜線が磨耗している状況が観察できた。刃部とされる端

部の調整は粗く，断面の形状も整っていない。使用痕も観察できなかった。

　図４４－７～９は磨石である。円形や・楕円形の扁平な石材を素材とし，いずれもほぼ全面に磨耗

痕が認められる。８の側面には自然の形状が残り，９の端部には敲打痕が観察される。

　ま と め

　本遺構は調査区北西部の段丘崖際に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。炉は，本遺跡から検

出された中でも大型のものである。主柱穴は，炉を挟んで左右対称に配置されるなど，企画性がう

かがわれ，その位置関係から建て替えがあったことを想定している。また，覆土中から多数の遺物

が出土したが，床面出土と判断されるものはなかった。そのため，明確な時期について言及するこ

とはできないが，覆土出土の中でも主体を占める土器の特徴から大木９式期と考えている。　  （丹　治）
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　（暗褐色土塊微量，5～�
　　10㎝の礫，炭化物少�
　　量含む）�
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　（黄褐色土塊・炭化物�
　　少量含む）��
３　褐色土　10ＹＲ4/4�
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踏み締まり範囲�

図４５　１０号住居跡∏

１０号 住 居 跡　ＳＩ１０

　遺　　構　（図４５～４７，写真６３～６８）

　本遺構は調査区北西部のＥ・Ｆ１１・１２グリッドに位置する。周辺の地形は北東側に緩やかに傾斜

しており，周辺には住居跡や土坑が密集している。

　本遺構は３１号住居跡，２６・９８号土坑と重複するが，そのいずれよりも本遺構の方が新しいと判断

している。３１号住居跡とは住居跡北東壁でわずかに重複する。２６・９８号土坑については，本住居跡
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　Ｐ１堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊微量含む）��
　Ｐ２堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/6（暗褐色土塊含む）�
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（炭化物塊少量含む）��
３　褐色土　10ＹＲ4/4（暗褐色土塊微量含む）��
　Ｐ３堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黄褐色土塊含む）��
　Ｐ４堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黄褐色土塊微量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（黄褐色土塊少量含む）��
　Ｐ５堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊少量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（1～2㎝の小礫微量含む）��
　Ｐ６堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（炭化物塊・黄褐色土塊微量含む）�

　Ｐ７堆積土�
１　褐色土　10ＹＲ4/4（暗褐色土塊少量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土微量含む）��
３　褐色土　10ＹＲ4/6（暗褐色土塊少量含む）��
　Ｐ８堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊含む）��
２　褐色土　10ＹＲ4/6（暗褐色土塊微量含む）��
　Ｐ９堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黄褐色土塊含む）��
２　褐色土　10ＹＲ4/4（暗褐色土塊微量含む）��
　Ｐ10堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黄褐色土塊含む）��
２　褐色土　10ＹＲ4/4（暗褐色土塊微量含む）��
　Ｐ11堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黄褐色土塊少量含む）��
　Ｐ12堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黒褐色土塊・黄褐色土塊含む）�

　壁溝ＱＱ′堆積土�
１　褐色土　10ＹＲ4/4（暗褐色土含む）��
　壁溝ＲＲ′堆積土�
１　褐色土　10ＹＲ4/4（暗褐色土含む）��
　壁溝ＴＴ′堆積土�
１　褐色土　10ＹＲ4/6（黄褐色土塊・炭化物微量含む）�

�
　壁溝ＵＵ′堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黄褐色土粒微量含む）�
　壁溝ＶＶ′堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黄褐色土塊微量含む）�

　壁溝ＳＳ′堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4�
　（黄褐色土粒・炭化物微量含む）�

図４６　１０号住居跡π

を床面まで掘り下げた段階で検出されている。本遺構の検出面はＬⅣ上面である。

　住居内堆積土は４層に分層した。各層とも，自然に堆積したものと判断している。Î１～３は周

囲からの流入土で，レンズ状に堆積している。Î１は遺物を多く含む黒褐色土で，１号遺物包含層

を構成している土層と同じものと考えている。Î２・３は基本土層のＬⅣに近似する層で，遺構検

出に手間取る要因となった。Î３はÎ２よりもやや明るい色調を示す。Î４は周壁の傾きがやや緩

くなる南壁周辺にのみ形成された土層で，ＬⅤに起因する黄褐色土を含むことから，主に周壁の崩

落土と考えている。

　本遺構の形状はややゆがんだ円形を呈するが，炉跡の長軸を主軸としたときの住居の主軸長は

５．７ｍ，それと直交する方向の長さは５．６ｍを測り，ほぼ同じである。周壁の残りは北東側ほど高さ

を減じ，残存高は２０～４５㎝である。北東側の周壁の遺存が悪いのは，もともとの自然地形に左右さ

れたものか，あるいは周壁の上部が流れてしまったためと推察される。周壁は垂直近く立ち上がる

箇所もあるが，南壁周辺では壁の崩落のためかやや緩やかになっている。

　床面は基本土層のＬⅣを掘り下げて，さらに基盤を構成するＬⅤを１０～２０㎝ほど掘り下げて造っ
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図４７　１０号住居跡炉

ている。住居跡北側～東側ではＬⅤが床面となっているが，炉跡周辺ではＬⅤ下位の砂礫層を整え

て床面としている。したがって，確認される踏み締まりの範囲も住居跡北側～東側に限られている。

住居跡機能時に砂礫層の上面にも土や泥が堆積することが想定されるが，住居内堆積土との識別を

することはできなかった。また，床面はほぼ平坦であるが，炉跡の周囲は若干くぼんでいる。

　床面から検出された施設は炉跡，ピット，壁溝である。炉跡は石組部と前庭部から構成され，石

組部の先端を住居跡の中心からやや南西側に，前庭部を南西壁に接するように設けられている。炉

跡の全長は２３６㎝で，各部位の長さは，石組部１２５㎝，前庭部１１１㎝，最大幅は石組部９２㎝，前庭部

１３８㎝である。

　炉内堆積土は３層に分かれる。石組部の底面には明瞭な焼け面は認められなかった。Î１・２は

住居内堆積土のÎ２に近似する層で，住居内堆積土と同じ様な過程を経て形成された土層，すなわ

ち自然堆積と考えている。Î１・２とも似た土質であるが，含有物の多寡によって細分した。Î３
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は炉構築時に掘形に埋めた土で，図中にはその範囲を一点鎖線で示している。

　石組部の石材は，掘形を掘ってある程度土を埋めた後に，側面に貼り付けるような形で据えられ

ている。また，石を据える底面は石の形状に沿ってややくぼめられている。使用されている石材は

大半が河原石で，その形状は，丸い石や楕円形の石，不整形な石など様々である。

　石材を据える際には，石組部の先端に大きな板状の石材でしっかりとした奥壁を設け，そこを起

点として配列している。また，石組部の石材は風化や被熱のためか，劣化が著しい。結晶化したも

のだけが砂状に残っている石材も認められた。西側の前庭部と接する箇所では，輪郭を破線で図示

している石材が２つある。これは，土層観察用の畦を取り除く際に気付かずに掘り下げてしまって

遺存しないが，砂状の石が存在していたと推定されるためである。

　石組部の底面はほぼ平坦であるが，中央に向かってややくぼんでいる。床面との比高差は約２０㎝

を測るが，前庭部との比高差はあまりなく，６～１０㎝程である。また，石組部の掘形の長さは１８０

㎝，最大幅は１２８㎝で，平面形は実際の石組よりもやや大きめとなっている。そして，断面形は石

組を据える箇所で一段下がっている。このことから，炉を造り替えた可能性も考えられるが，掘形

埋土から識別することはできなかった。

　前庭部は石組部から住居跡の壁側に向かってハの字形に開くが，石組部の方向からすれば西側に

ずれており，やや不整形である。前庭部周縁には，石組部と異なり石は配置されていない。底面に

は掘形にÎ３の土を埋めているが，これはＬⅤ下位の砂礫層が露出しているためと考えている。踏

み締まりは認められない。掘形の平面規模は炉跡の主軸方向で７４㎝，それと直交する方向で８６㎝を

測る。掘形底面は凹凸があり，深さは前庭部底面から２～１２㎝とばらつきがある。なお，炉跡は２６

号土坑の西側を掘り込んで構築されている。

　壁溝は住居跡内の周壁に沿って掘り込まれている。炉跡周辺及び住居跡北西部・南東部で途切れ

ている。また，壁溝は炉跡の前庭部の一部を掘り込んでいる。この状況を，前庭部に堆積した土を

除去した段階で確認した。壁溝の規模は幅１５～２５㎝，床面からの深さは５～２５㎝である。壁溝の底

面は基本的にＬⅤであるが，西際ではＬⅤが薄いためＬⅤ下位の砂礫層が露出している。このよう

な箇所では床面からの掘り込みも比較的浅くなっている。壁溝内に堆積していた土は，住居内堆積

土の土層を観察する際に，住居内堆積土との関係を確認するという作業を怠ってしまった。しかし，

住居内堆積土のÎ３・４に近似した褐色土・暗褐色土を呈することから，住居跡が埋没していく過

程でともに埋まったものと考えている。

　また，壁溝内には部分的に小穴状にくぼむ箇所が見受けられる。壁溝底面からさらに２～１５㎝程

深いが，土色は溝内に堆積していた土と区別されるものではなかった。平面・底面の形状とも一定

しないことも併せて考えると，壁柱穴の可能性は薄い。床面の湿気抜きや降雨時に住居内に浸透し

てきた水の排水を目的としたものであろうか。

　ピットは床面から１２基検出している。いずれも床面との境界の輪郭が不明瞭であることから，本

住居跡の埋没後に掘り込まれたものではなく，本住居跡に伴うものと判断している。配列が複雑で
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あるため，どのピットが主柱穴に相当するかは判断が難しい。しかし，炉跡の長軸方向を基準にし

てＰ１とＰ５，Ｐ２とＰ４あるいはＰ１０がほぼ対称的な場所に位置するため，これらのピットが主

柱穴であった可能性が考えられる。また，Ｐ９とＰ１１も対称的な位置にあるが，これらも主柱穴と

すれば，Ｐ９との平面的な位置関係から，住居跡東側の主柱穴はＰ４よりはＰ１０とした方が妥当か

もしれない。以上のように，本住居跡の主柱穴は４本柱，もしくは７号住居跡のような６本柱であっ

た可能性も考えられるが，後者と考えた時，柱全体がやや北東側に寄っていることになる。その際，

Ｐ６が南西側の上屋を支える補助的な柱であったかもしれないが，炉跡の反対側からはこれに対応

するピットは確認されなかった。また，前者と考えた時，住居跡北西部の主柱穴はＰ２ではなく，

Ｐ７であった可能性も考えられる。上述の６本柱の主柱穴とみたＰ１・２・５・９・１０・１１の各柱

穴間の距離は，１．４～１．６ｍとほぼそろっている。ちなみに炉跡を挟んだＰ５－Ｐ１間は２．７ｍを測る。

　これらのピットの平面形は不整な円形・方形を呈し，断面形は「Ｕ」字状を呈している。規模は

Ｐ９～１０の長軸長が２０～２８㎝，短軸長が２０～２４㎝，底面標高が５８．２４～５８．２７ｍと平面規模・深さと

もほぼそろっている。一方，Ｐ１も平面規模は長軸長２７㎝，短軸長３２㎝とＰ９～１０とそん色ないが，

底面標高は５８．３５ｍと浅い。また，Ｐ２は長軸長が５０㎝，短軸長が３８㎝，底面標高が５８．２８ｍ，Ｐ５

は長軸長が３７㎝，短軸長が３３㎝，底面標高が５８．１７ｍを測る。Ｐ１・２は砂礫層に達した時点で掘

り込みを止めているが，Ｐ５は砂礫層を２０㎝ほど掘り込んでいる。Ｐ１・５の底面標高が他のピッ

トとやや異なっているのは，砂礫層が何らかの影響を及ぼしているのかもしれない。

　これらのピットから明瞭な柱痕があるものは認められなかった。ピットの規模からして，柱穴は

埋め込む柱に対して大きな掘形を掘るのではなく，柱と同じくらいの比較的小さな掘形になってい

ることがわかる。今回，掘形埋土が確認されたのはＰ２だけであった。Ｐ２Î３が住居構築時に柱

材の周囲に埋めた土層と考えている。Ｐ２Î１・２は上記の堆積要因で形成された土層とみている。

中でも，褐色土を呈するＰ２Î１に関しては，住居内堆積土Î３に相当する土が流入したものと考

えている。

　遺　　物　（図４８～５４，写真２４７・２６３～２６５・３００・３０１・３０４・３０７）

　遺物は縄文土器片１，４２５点，石器２３点が出土している。縄文土器片の内訳は口縁部片１３７点，胴部

片１，２５４点，底部片３４点，石器は削器１点，二次加工のあるR片２点，R片１２点，石核１点，不明

１点，石剣１点，磨石５点である。ここでは，縄文土器７２点，石器１１点を図化した。

　図４８，図４９－１～６は，凹線による楕円形区画文・逆「Ｕ」字文を主たる文様構成とする資料で

ある。図４９－３・４では，磨り消した範囲が「Ｈ」字状になる箇所が見受けられる。いずれも深鉢

形を呈すると考えている。図４８－１～３は復元実測した。１・２は口縁部が膨らみ，胴部とは明瞭

に区別される。一方，３は口縁部で最大径をもつ点では１・２と同じである。しかし，口縁部と胴

部の区別は１・２と比べると判然としない。１・２は口縁部に楕円形区画文，胴部に逆「Ｕ」字文

を施している。しかし口縁部の楕円形区画文は１では縦位に，２では横位に配されている。これは

口縁部の幅と関係があるのだろう。また口縁部の形状は，１では８単位の波状口縁，２では平口縁
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図５２　１０号住居跡出土遺物º

と違いがある。３の口縁部は遺存が悪いため判然としないが，単純な平口縁ではなく，波状あるい

は波状になる部分をもった形状を呈すると推測される。３胴部に縦位の逆「Ｕ」字文を施し，口縁

部及び区画文間は磨り消しているが，地文の縄文が完全に消えきっておらず，粗雑な印象を受ける。

なお，１の内外面にはコゲなどの付着物がわずかながら観察される。

　図４８－４・５・７～１１は口唇部直下に無文帯をもつ。その中でも，５・１１では口縁部と胴部の区

画文の間に横位の凹線が巡り，１０には補修孔が認められる。一方，図４８－６では，口唇部直下に横

方向に太い沈線を巡らし，区画間に蕨手状文が描かれている。図４９－６も蕨手状文になるかもしれ

ない。なお，４の外面にはフキコボレと思われるコゲのような付着物が残る。

　図４９－７・８・１１，図５１－９も凹線や凹線による楕円形区画文が描かれているが，曲線的で，磨

り消された範囲が多いという特徴がある。図４９－７，図５１－９では凹線間に刺突が加えられている。

図４９－７は粗雑であり，図５１－９は刺突の内部がやや盛り上がっている痕跡から，竹管状の工具を
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３　壁溝Î１�

４　Î３�

最大長：3.9⁄　重　量：8.7ｇ�
最大幅：1.9⁄　石　質：チャート�
最大厚：1.3⁄�

最大長：2.6⁄　重　量：4.14ｇ�
最大幅：2.1⁄　石　質：黒色頁岩�
最大厚：1.0⁄�

最大長：1.7⁄　重　量：1.5ｇ�
最大幅：2.3⁄　石　質：鉄石英�
最大厚：0.4⁄�

最大長：4.1⁄�
最大幅：3.6⁄�
最大厚：1.1⁄�
重　量：20.9ｇ�
石　質：鉄石英�
�

最大長：5.6⁄　重　量：85.3ｇ�
最大幅：5.1⁄　石　質：黒色頁岩�
最大厚：2.8⁄�

最大長：〔16.6〕⁄　重　量：167.5ｇ�
最大幅：　3.3  ⁄　石　質：シルト岩�
最大厚：　1.9  ⁄�

最大長：10.6⁄�
最大幅：  7.1⁄�
最大厚：  3.7⁄�
重　量：  410ｇ�
石　質：花崗斑岩�

最大長：8.9⁄�
最大幅：6.5⁄�
最大厚：4.7⁄�
重　量：400ｇ�
石　質：デイサイト�

最大長：9.5⁄�
最大幅：6.0⁄�
最大厚：2.8⁄�
重　量：240ｇ�
石　質：流紋岩�

図５３　１０号住居跡出土遺物Ω
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１　床面�

２　Î３�

０� ５⁄�
（1／4）�

最大長：〔10.4〕⁄　重　量：570Á�
最大幅： 8.6 ⁄　石　質：石英斑岩�
最大厚： 5.3 ⁄　　�

最大長：14.4⁄　重　量：1.4Ë�
最大幅： 8.6⁄　石　質：花崗斑岩�
最大厚： 7.7⁄�

図５４　１０号住居跡出土遺物æ

用いていると推察される。図４９－９・１０も磨り消された範囲が多いが，渦巻状の文様が見られる点

が図４９－７・８・１１とは異なる。

　図４９－１２～１４，図５０－１～９は，口縁部の文様が隆沈線による横位の渦巻文と楕円形区画文で構

成されている。いずれもキャリパー形を呈する深鉢形土器の口縁部片である。渦巻文は先端にいく

にしたがって稜を帯び，周囲より若干低く，高低差をもつ。渦巻文には，内部に縄文が認められる

図５０－４や，円形の刺突文が施される図５０－３などもある。図５０－６・８・９では，楕円形区画文

内に刺突文や沈線を施している。図５０－９も図５１－９と同様に，竹管状の工具を用いていると推察

される。頸部・胴部の文様は不明確であるが，図４９－１３のように，頸部に狭い無文帯をもつものが

見られる。これらの資料は基本的に平口縁であるが，渦巻文の箇所では図４９－１２や図５０－１のよう

に波状を呈する場合もある。なお，図４９－１３と図５０－７は接合しなかったが，文様構成・胎土・厚

さなどが近似することから，同一個体と考えている。

　図５０－１０～１４，図５１－５・６・１０は隆沈線が施される資料である。図５１－５・６は断面形が箱形

を呈する。図５０－１０・１１・１４は接合しないが，文様構成・胎土・厚さなどが近似することから，同

一個体の可能性がある。図５０－１２・１３の地文は撚糸文である。撚糸文は，絡状体のＲ原体を縦方向

に転がして文様を施している。

　図５０－１５～１８，図５１－１は口縁部に狭い無文帯をもつ資料である。地文の縄文を横方向のミガキ

を加えて磨り消している。図５１－１では，横位の沈線で無文帯と地文の部分が区画されている。全

体の形状がわかるものはないが，図５１－１は残存する器形からすれば，浅鉢と推察される。

　図５１－２・７は波状を呈する口縁部に沈線，頂部には渦巻文が施されている。頸部には無文帯，

胴部には地文の縄文が認められる。

　図５１－３・４は貼り付けの弱い隆帯で文様を構成している。４は隆帯の上に刺突文を施している。

　図５１－８・１１・１２は口縁部の頂部が環状を呈する資料である。この環状の部分に渦巻文が複数連

結している。渦巻文の先端は稜を帯び，周囲より一段低く，高低差をもっている。図５１－１３は隆帯

が稜を帯びていることから，図５１－１１・１２のような資料の口縁部片と推察される。
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　図５２－１～４・６・９は連続する沈線を主たる文様としている資料である。口縁部の形状・文様

がわかるのは１・２である。１の口縁部は内湾し，重弧文状に沈線を描いているが，やや崩れてい

る感がある。４は１よりも内湾がきつい口縁部片で，沈線を斜めに施している。胴部文様は，縦位

の沈線が描かれる１・３・６・９や，地文はなくミガキが施される２がある。また，１では頸部と

胴部に，２・３でも胴部に縦位の隆帯が認められる。１の横位に巡る頸部の隆帯は，指で押して整

形していると思われる。３では隆帯に斜め方向に棒状の工具を押し付けている。２でもわずかにく

ぼんだ棒状の工具の痕跡が観察できる。１でも縦位の隆帯が貼り付けられているが，R落している

ため，指・棒状の工具のいずれかの方法で行なわれているかは判然としない。

　図５２－５は口唇部直下の隆帯に，交互に刺突を加えている。図５２－７・８は縦位に櫛歯文が施さ

れている。図５２－１０～１１は底部片である。いずれにも網代痕などは確認されなかった。

　図５３・５４には石器を掲載した。図５３－１は削器である。素材R片の形状をあまり変えることなく，

末端に刃部を作り出している。調整は急角度で施され，背面には自然面が広く残っている状況が観

察できる。図５３－２は二次加工のあるR片とした。比較的粗い調整で，断面も厚い部分が残るなど

不整形である。未製品と判断したが，大きさからすると鏃の可能性がある。図５３－３・４はR片で

ある。いずれも節理が多いため，きれいに割れていない。３は背面の末端に小R離が観察できるが，

両極打法によるR離面と考えている。４は自然面の遺存状況から，石材の大きさが推測できる資料

である。図５３－５は自然面を大きく残す石核である。今回の調査で出土した石核の中で，一番大き

い資料である。R離面の状況から，打面と作業面を頻繁に替えてR片を得ようとしたものと推察さ

れる。図５３－６は石剣である。先端と下端を欠損している。全面研磨しているが，平面の一部と側

面が丁寧な研磨で，その他は粗い研磨である。そのため，製作途中で放棄した可能性も考えられる。

また，表面観察から，平坦な面を節理面に合わせて製作していることがうかがえる。図５３－７～９，

図５４－１・２は磨石である。主に楕円形の扁平な石を使用し，全面に磨耗痕が認められる。この他，

図５４－１には凹み，図５４－２には敲打痕が観察されることから，これらの石器は複合的な用途を

もっていたといえる。

　ま と め

　本遺構は調査区北西部に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。４本柱，あるいは６本柱で構成

される主柱穴は，炉を挟んで左右対称に配置されるなど，企画性がうかがわれる。また，覆土中か

ら多数の遺物が出土したが，床面出土と判断されるものは磨石１点のみであった。そのため，明確

な時期について言及することはできないが，覆土出土の中でも，主体を占める土器の特徴から大木

９式期と考えている。　  （丹　治）

１１号 住 居 跡　ＳＩ１１

　遺　　構　（図５５，写真６９）

　本遺構は，調査区南西部で検出された遺存状態の悪い竪穴住居跡である。削平が著しく，平面プ



７９

第２節　竪 穴 住 居 跡

ランや規模は全く不明である。

本来は近接する１４号住居跡や

１６号住居跡と重複していたか

もしれないが，相互の関係は

判然としない。Ｆ９とＧ９グ

リッドにまたがっており，Ｌ

Ⅴ上面で検出された。

　本住居跡で確認されたのは，

浅いくぼみを伴う焼土面とそ

の西側に連続する踏み締まり

だけである。範囲は，東西

２．０ｍ，南北１．５ｍで，住居跡

としてはごく一部分にしかな

らず，また，出土遺物も得ら

れなかった。このため，本遺

構がいつの時代のものなのか

を判断する材料をほとんど欠いてしまっている。ただ，焼土面を伴うくぼみには縁石の痕跡があり，

炉の断片である可能性が指摘される。また，平安時代の住居跡とは分布域が離れた場所に営まれて

おり，結論として，本遺構は縄文時代の竪穴住居跡である蓋然性が最も高いと思われる。

　検出された炉は，幅８５㎝で，主軸方向が東西を向き，１０３㎝の長さまで確認された。縁石はほと

んど抜けてしまっているが，５個残っている。焼土面はプラン中央に認められ，縁石のあった周縁

部には及んでいない。底面までの深さは，撹乱された部分を除くと，わずか１～２㎝しかなく，ご

く浅い掘り込みである。

　ま と め

　本遺構は，調査区南東部に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。上部削平が著しく，炉周辺の

痕跡しか残っていなかった。このため，遺構内容の詳細はとらえられていない。また，時期も不明

である。　  （菅　原）

１２号 住 居 跡　ＳＩ１２

　遺　　構　（図５６・５７，写真７０～７４）

　本遺構は調査区北西部のＥ・Ｆ１１グリッドに位置する。周辺の地形はほぼ平坦で，１０・１９・２０・

２２・２３号住居跡，９・１９・７７号土坑が隣接している。また本遺構は８５号土坑と重複するが，本遺構

の方が新しい。住居跡南西部は風倒木痕によって壊されている。

　検出面はＬⅣ上面である。比較的明瞭に円形を呈する暗褐色土の土層面が確認された。

０� １ｍ�

（1／25）�

Ｎ85
Ｅ858.5

Ｎ85
Ｅ860.5

Ｎ83.5
Ｅ858.5

Ｎ83.5
Ｅ860.5

Ａ�
Ａ′�

11号住居跡炉�

Ａ� Ａ′�
58.80ｍ�

１�
ＬⅤ�

　11号住居跡炉堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ2/3（0.5～1㎝の赤褐色土塊多量，炭化物粒少量含む）��
�

図５５　１１号住居跡炉
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　Ｐ１堆積土�
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　（褐色土塊多量含む）��
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�
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１　暗褐色土　10ＹＲ3/4�
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　12号住居跡堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土，炭化物少量含む）��
２　褐色土　10ＹＲ4/4（暗褐色土微量含む）�

０� ２ｍ�

（1／50）�

図５６　１２号住居跡

　住居内堆積土は２層に分層した。各層とも人為的に堆積した土のように異なる土の塊が撹はんさ

れたような状況は認められないことから，自然に堆積したものと判断している。Î１の土質はＬⅣ

に近似している。Î２は周壁際を中心に認められる土層で，周壁は比較的緩やかに立ち上がること

から，周壁の崩落土も含んでいると考えている。

　本遺構の形状はゆがんだ円形ないしは楕円形を呈する。炉跡の長軸を主軸としたときの住居の主

軸長は４．５ｍ，それと直交する方向の長さは３．８ｍで，炉の長軸方向の方が長い。周壁は全体的に残

りが悪く，検出面から床面までの深さは１０～１５㎝である。床面はほぼ平坦で，基盤を構成するＬⅤ

を２～５㎝ほど掘り下げて造っている。住居跡西側ではＬⅤが薄いため，砂礫層が部分的に露出し

ている。また，明瞭な踏み締まりの範囲は確認されなかった。これは，砂礫層が露出する部分があ

ることもその一要因と考えている。

　床面から検出された施設は炉跡，ピットである。壁溝は確認されなかった。炉跡は石組部と前庭

部から構成され，石組部の先端を住居跡のほぼ中心に，前庭部を南壁に接するように設けられてい

る。炉跡の全長は２２３㎝で，各部位の長さは，石組部９０㎝，前庭部１３３㎝，最大幅は石組部７５㎝，前

庭部１３８㎝である。

　炉内堆積土は６層に分けた。石組部の底面には明瞭な焼け面は認められなかった。Î１・２は住

居内堆積土のÎ１に近似する土層で，住居内堆積土と同じ様な過程を経て形成された自然堆積土と
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考えている。Î１・２とも似た

色調を示すが，含有物の種類や

多寡によって細分した。Î３は

Î２と明確に分かれる黒褐色土

で，奥壁際にのみ認められる土

層である。住居機能時に堆積し

ていたかどうかは不明である。

Î４はÎ１・２とは明確には区

別されない土層であるが，やや

硬く締まっていること，炉の底

面近くで礫が投棄されているよ

うな状況（写真７２－２）を勘案す

れば，人為堆積の可能性も考え

られる。Î５・６は炉構築時に

掘形に埋めた土である。図中に

はその範囲を一点鎖線で示して

いる。Î５は黒褐色土塊を含む

ことで，上層のÎ４とは識別で

きた。Î６は，上層のÎ１に比

して土質がやや異なること，炭

化物を含まないことを分層の根

拠とした。

　石組部を構成する石材は，掘

形を掘ってある程度土を埋めた

後に，側面に貼り付けるような形で据えられている。石組部の先端には大きな板状の石でしっかり

とした奥壁を設けている。そして，炉の側面の石材を据える際には，石材の小口の部分を炉の長軸

方向にそろえるという傾向性が見いだせる。

　奥壁から約１８㎝南側には，奥壁のように斜めに据えられた石材が確認されている。これは掘形内

部に埋め込まれており，前庭部側の表面に被熱の痕跡が認められることから，本来の形状であると

考えている。すなわち，石組部を分割しているものである可能性が指摘される。この石材と奥壁を

構成する石材との間の底面には，長軸長３０㎝，短軸長１５㎝，厚さ９㎝を測る板状の石材を，炉の主

軸に直交するように敷いている。奥壁の石材が上に重なっていることから，この石材は最初に配列

された石材である可能性も考えられる。また，石組部でも南側の底面付近では小さい石材が使用さ

れている。当初は，石組部内に投棄された石材との区別が不明瞭であった。しかし掘形に埋め込ま
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５　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊少量，黒褐色土塊少量含む）��
６　暗褐色土　10ＹＲ5/4（褐色土粒含む）�

図５７　１２号住居跡炉
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れている石材が上に重なって検出されていることから，石組部を構成する石材と判断している。

　石組部に使用されている石の形状は，扁平で隅が角張った石や楕円形の石，不整形な石など様々

である。また，石組部の石は風化や被熱のためか，劣化が著しく，結晶化したものが砂状に残って

いる石材も認められた。

　石組部の床面との比高差は，底面に石材を敷いている箇所では約１４㎝，石組部の南側では約１９㎝

を測る。石組部の南側の底面はほぼ平坦であるが，中央に向かってややくぼんでいる。前庭部と石

組部南側との比高差は約１４㎝である。

　石組部の掘形の長さは１１１㎝，最大幅は７８㎝で，石組よりも一回り大きめの掘形となっている。

掘形埋土の厚さは，奥壁の周囲では１０㎝前後を測るが，側面や底面では２～３㎝と薄い。

　前庭部は石組部から住居跡の壁側に向かって緩やかに開くが，石組部の方向からすればやや東側

にずれており，不整形である。前庭部周縁には，石組部と異なり石は配置されていない。底面には

掘形にÎ６の土を埋めているが，これはＬⅤ下位の砂礫層が露出しているためと考えている。踏み

締まりは認められない。掘形は，前庭部底面のほぼ全体に及んでいる。掘形底面は凹凸があり，深

さは前庭部底面から４～１１㎝とばらつきがある。

　炉の東側には長径３０㎝，短径２７㎝の平面が三角形を呈する石材が床面に立てられていた。床面か

らの高さは約１５㎝を測る。石材の底面が床面よりくぼんでいる状況は認められなかった。上を向い

ている面は鋭角で，腰掛けには不向きであろう。しかし，その具体的な性格については明らかにし

得なかった。

　ピットは床面から３基検出された。これらのピットは住居跡北・東部の周壁際に位置しており，

炉跡の周囲やＬⅤ下位の砂礫層が部分的に露出する住居跡西部では検出されなかった。これらの

ピットから明瞭な柱痕があるものは認められなかったが，Ｐ３Î２は柱材が腐食し痩せたところ，

あるいは抜き取られた部分に掘形内の埋土や周囲の堆積土が入り込んだ層と推察される。Ｐ２Î３

は柱の周囲に埋めた人為堆積土，暗褐色土を呈するＰ３Î１は住居内堆積土Î１に相当する土が流

入したものと考えている。

　これらのピットの平面形は不整な円形・楕円形を呈し，断面形は「Ｕ」字状を呈している。規模

は，Ｐ１の長軸・短軸とも直径約２７㎝，底面標高５８．６９ｍ，Ｐ２の長軸・短軸とも直径約２３㎝，底

面標高５８．７７ｍ，Ｐ３の長軸長が３８㎝，短軸長が３２㎝，底面標高が５８．６７ｍを測る。Ｐ２は砂礫層に

達した時点で掘り込みを止めているが，Ｐ３は砂礫層を１５㎝ほど掘り込んでいる。

　遺　　物　（図５８，写真２４７・２６６）

　遺物は縄文土器片３０２点，石器３点が出土している。縄文土器片の内訳は口縁部片１５点，胴部片

２７８点，底部片９点，石器は二次加工のあるR片１点，R片１点，磨石１点である。ここでは図５８

に縄文土器１５点，石器１点を掲載した。

　１は口縁部に隆沈線による渦巻文と楕円形区画文を横位に施している資料である。楕円形区画文

内には，縦位の短い沈線を連続して施している。胴部は逆「Ｕ」字状を呈する沈線によって区画し，
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図５８　１２号住居跡出土遺物
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沈線間は磨り消されている。接合しなかったが，４は１と同一個体と考えている。

　２は口縁部と胴部の間に一本の沈線が巡っている。地文は無節のＬ縄文であるが，口縁部は横方

向に，胴部は縦方向に転がしている。胴部は垂下する二本の沈線によって区画し，沈線間は縄文が

磨り消されている。摩り消されている幅は広く，底部付近では地文の縄文とほぼ同じである。

　３は摩滅が著しいため断定できないが，隆帯による渦巻文と楕円形区画文が施される資料とみて

いる。隆帯の断面形は箱形を呈する。

　５～７・９も１・４と同じように，沈線によって区画された内部を摩り消している資料である。

６・７は１・５・９に比して，沈線間の幅がやや広い。なお，５の内面にはコゲが付着している。

　８・１０は隆沈線が施される資料で，文様構成は８が曲線的，１０が直線的である。１１～１３は凹線に

よる区画文を主体とした資料である。１１は口縁部直下に無文帯が設けられている。１４は粘土紐を波

状に貼り付け，その両脇に平行する沈線を施している。１５は平行する二本の沈線が斜め方向に施さ

れている。

　１６は磨石である。扁平な石材を素材とし，全面に磨耗痕が観察できる。側面には部分的に敲打痕

も認められる。また，端部は一定方向からの力が加わって割れており，使用の結果と推測している。

　ま と め

　本遺構は調査区北西部に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。炉は，石組部を分割して構築し

ている可能性があり，特筆すべき調査成果として挙げることができる。本住居跡の時期については，

明確に伴う資料を挙げることはできないが，覆土出土の中でも主体を占める土器の特徴から，大木

９式期と考えている。　  （丹　治）

１３号 住 居 跡　ＳＩ１３

　遺　　構　（図５９・６０，写真７５～７８）

　本遺構は，調査区南西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。検出状態でほとんど床が露

出しており，堆積土は，痕跡的に炭化物混じりの暗褐色土が残っていただけで，図示できるような

厚さではなかった。周壁はまったく残っておらず，図５９に破線で示した平面プランは，踏み締まり

や表面の汚れをもとに復元したものである。遺構は，Ｅ９とＦ９グリッドにまたがっており，ＬⅣ

上面で検出された。本住居跡は円形を呈していたと推定され，炉の主軸方向で約５．４ｍを測り，そ

れに直交する方向は４．０ｍまで残っていた。床は，踏み締まっていたが木根の撹乱が著しい。他の

遺構との重複関係は無く，北東側は大きな風倒木痕で破壊されている。

　本住居跡の炉は，埋設土器を伴った石囲炉である。竪穴中央に構築され，主軸方向は北西－南東

を向く。掘形は，長さ１９４㎝，幅９５㎝を測り，炉本体よりかなり大きく掘られている。

　炉の大きさは，主軸長１２７㎝，幅８３㎝を測り，真上から見た平面プランは，楕円形基調をなす。

ただ，南東側は，埋設土器を挟み込むような状態で縁石が据えられているため，プランがすぼまっ

ており，舟の舳先のような様相を呈している。埋設土器は，底部を欠いており，炉内部に向かって
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１　黒褐色土　10ＹＲ3/2（炭化物少量含む）��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3��
４　褐色土　10ＹＲ4/4��
５　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3�

　Ｐ２堆積土�
１　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3��
３　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2��
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4

図５９　１３号住居跡

斜めに埋設されている状況が断面で観察された。底面は，被熱痕跡に偏りが無く，全体が均一に酸

化していた。

　ピットは，２基検出された。Ｐ１は埋設土器側の炉の中軸線上，Ｐ２はそこから南に少しずれた

位置に掘られている。どちらも径１０㎝ほどの柱痕跡が検出されている。しかし，深い撹乱の分布に

より，規則的な配列は認められなかった。

　遺　　物　（図６０，写真２４８・２６６・３０７）

　遺物は，縄文土器片８７点，石器２点が出土した。内訳は縄文土器片が全て胴部片で，石器はR片

１点，石斧１点である。

　図６０－１～３は，縄文土器である。このうち，１は頸部片で，細かな横位の平行沈線が認められ

る。２は，炉埋設土器である。胴部中央で輪切りにされており，沈線による懸垂文が施されている。

３は，頸部の横位沈線間に押し引きが施され，胴部に懸垂文・渦巻文と・鉤状のモチ－フが組合わ

されている。

　図６０－４は，小型の磨製石斧である。刃部には，使用時の欠損が認められる。
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図６０－２�

図６０　１３号住居跡炉，出土遺物

　ま と め

　本遺構は，調査区南西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。炉は，土器埋設を伴う石囲

炉であり，竪穴中央に構築されている。埋設土器は，炉内部に向かって斜め方向に入れられている

点が，特徴的である。時期は，埋設土器の特徴から大木８ｂ式期に比定される。　  （菅　原）

１４号 住 居 跡　ＳＩ１４

　遺　　構　（図６１・６２，写真７９～８２）

　本遺構は，調査区南西部から検出された縄文時代の竪穴住居跡である。遺構は，Ｆ８とＦ９グ
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　Ｐ１堆積土�
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図６１　１４号住居跡

リッドにまたがっており，中心は後者にある。ＬⅤ上面から検出された。

　住居内堆積土は，２層に分かれる。Î１は，竪穴中央に堆積するにぶい黄褐色土，Î２は，壁際

に堆積した褐色土である。どちらも，小礫と炭化物を含有し，類似した性状を示していた。自然流

入土と考えられる。

　本住居跡の平面プランは，円形基調を呈しており，規模は，炉の主軸方向で３．４ｍ，その直交方

向で３．５ｍを測り，小型である。床は，２１号住居跡と重複する部分を除いて，ＬⅤからなっており，

周壁付近まで踏み締まり，生活痕跡をよくとどめていた。壁の立ち上がりは，１３～１８㎝を測る。

　炉は，西壁側に構築され，遺存状態は比較的良好であった。炉の形は，広義の「複式炉」の範

ちゅうでとらえられるものである。ただ，土器埋設部は設けられず，石組部と前庭部だけで構成さ

れている。全長は１５５㎝を測り，真上から見た状態は，裾広がりの長楕円形を呈する。堆積土は，

４層に分けられ，いずれも自然流入土と判断した。このうち，Î１～３は石組部の堆積土である。

Î４は，前庭部の堆積土である。少量の炭化物を含有している。

　石組部は，主軸長８３㎝，中央幅６７㎝の規模で，床面からの深さは２２㎝を測る。底面は，前庭部側

に緩く傾斜しており，奥壁側中心に酸化していることが観察された。縁石は奥壁に大きな石材が選

択され，平らな面が内側に向けられている。また，両側には細長い石材が，前庭部との境界には小
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さな石材が使用され，場所に

よって大きさの使い分けがなさ

れている。掘形の埋土は，少量

の炭化物を含有したにぶい黄褐

色土である。前庭部は，主軸長

が７２㎝，中央幅が９２㎝を測る。

石組部の延長で両側に縁石が据

えられているが，残っていたの

は，右側の付け根部分だけであ

る。底面は平坦に整えられてお

り，床面からは７～８㎝と浅

かった。そのため，石組部とは

落差１４～１５㎝の段を形成し，両

者の区別は明確である。なお，

床面ほど顕著ではなかったが，

上面に踏み締まりが認められた。

　本住居跡の柱配置は，炉主軸延長上にＰ２が位置し，その両側にＰ１とＰ３が認められる。各柱

穴は，径１０～１３㎝の円形を呈し，床面からの深さは１９～３７㎝を測る。Ｐ３では，径８㎝の柱痕跡が

断面で確認された。柱穴間の距離は，Ｐ１－Ｐ２間で２．００ｍ，Ｐ２－Ｐ３間で１．２０ｍである。

　遺　　物　（図６３，写真２６６・２９９）

　遺物は，縄文土器片１５６　点，土製品１点，石器６点が出土した。内訳は，縄文土器が口縁部片

９点，胴部片１４４点，底部片３点，土製品が耳飾り１点，石器が二次加工のあるR片２点，R片４

点である。

　図６３－１～１５は，縄文土器片である。１～４・６・１４は，口縁部から頸部にかけての資料になり，

１～３・６は，隆沈線で文様が構成される。１・２・４は，渦巻文と方形区画文が組み合わされて

おり，３は，楕円形区画文の接する部分に盲孔がうがたれている。１４は，口縁上端に太い２本の沈

線が引かれ，縦位の櫛歯文がその下に施されている。５・７～１３・１５は，胴部から底部付近の資料

になり，５は，懸垂文と横方向に展開する沈線がみられる。１０・１２・１３は，隆沈線の懸垂文，９・

１１は沈線の懸垂文が施文されている。１５は，撚糸地文の胴部である。

　図６３－１６は，土製耳飾りになると思われる。他の類例のような，装飾文様は施されず，指で表面

をナデ調整しただけの簡単な作りである。

　ま と め

　本遺構は，調査区南西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。南北に３軒連なる住居跡の

南端に位置し，規模は小さく，壁溝が認められない。炉は，本遺跡で通有にみられるタイプの複式
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図６２　１４号住居跡炉
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図６３　１４号住居跡出土遺物

炉であった。良好な共伴遺物を欠いているが，時期は大木９式期と考えられる。　  （菅　原）

１５号 住 居 跡　ＳＩ１５

　遺　　構　（図６４・６５，写真８３～９０）

　本遺構は，調査区南西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。Ｆ７とＦ８グリッドにまた

がっており，中心は後者にある。

　本住居跡は，既述した７号住居跡の建て替え前に営まれていたもので，それより一回り小さなプ

ランを有している。しかも，内部施設はほぼ同位置で検出されており，両者は相似形をなす。具体

的に説明すると，本住居跡の壁溝は，７号住居跡の壁溝の内側を巡り，主柱穴は例外無く７号住居

跡の主柱穴に南側を切られた状態で検出されている。

　本住居跡の平面プランは，円形基調をなし，炉の設置された北側がすぼまっている。規模は，炉
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１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1～2㎝の褐色土塊多量，炭化物粒微量含む）�
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1㎝の褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）��
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図６４　１５号住居跡
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１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1㎝の褐色土塊多量，炭化物粒微量含む）��
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１　暗褐色土　10ＹＲ3/4�
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２　暗褐色土　10ＹＲ3/4（1㎝の褐色土塊少量含む）�
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　　（3～4㎝の褐色土塊多量，炭化物粒・焼土粒微量含む）�
２　明褐色土　7.5ＹＲ5/8（1～2㎝の褐色土塊微量含む）�
３　明褐色土　7.5ＹＲ5/8（1～2㎝の褐色土塊少量含む）�
　Ｐ12堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　　（2～3㎝の褐色土塊多量，炭化物微量含む）�
　Ｐ13堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　　（2～3㎝の明褐色土塊多量，炭化物粒微量含む）�
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　　（0.5㎝の明褐色土塊少量，炭化物微量含む）��
３　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　　（1㎝の明褐色土塊多量，炭化物粒微量含む）��
４　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　　（3～4㎝の明褐色土塊多量，炭化物微量含む）�
�

図６５　１５号住居跡，出土遺物

の主軸方向で５．３ｍ以上，それに直交する方向で５．２ｍを測る。床は，柱穴や壁溝の深さから判断し

て，７号住居跡とほとんど同一レベルであったと推定されるが，検出された床はあくまで７号住居

跡の廃絶状態でしかなく，確証は得られていない。壁溝は，溝幅１４～２０㎝を測り，炉の構築された

北側では途切れている。底面は凹凸が著しい。

　炉は，掘形が残っていただけで，構造・規模は不明である。ただ，継続的な建て替えであること

を勘案すれば，７号住居跡と同じ複式炉であったとみて大過なかろう。

　本住居跡の柱配置は，炉に規定されたものである。主軸を挟んだ６カ所で左右対称に主柱穴が検

出されており（Ｐ１～６・１３），それらを結んだ状態は六角形をなす。このうち，ほぼ同一地点で切り

合うＰ６とＰ１３の関係は，部分的な柱の補修痕跡と考えられる。柱穴間の距離は，Ｐ１－Ｐ２間で
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２．７０ｍ，Ｐ２－Ｐ３間で２．１０ｍ，Ｐ３－Ｐ４間で１．７０ｍ，Ｐ４－Ｐ５間で２．４０ｍ，Ｐ５－Ｐ６・１３

間で１．７０ｍ，Ｐ６・１３－Ｐ１間で１．７５ｍを測る。これらは，径５５～７５㎝の不整円形をなし，床面か

ら３１～６３㎝の深さを測る。

　以上の他にも，本住居跡では６基の柱穴が検出されている。主柱穴に比べると，規模が相対的に

小さく，床からの掘り込みが浅い傾向が認められ，また分布は壁溝付近に偏る。このうち，Ｐ９と

Ｐ１０に関しては，入口に関わる施設の可能性が想定される。炉の対面位置に，主軸を挟んで１．５ｍ

の間隔を開けて検出された。残る４基は，壁柱穴であろう。

　遺　　物　（図６５，写真２６６）

　遺物は，縄文土器片６５点，石器１点が出土した。内訳は，縄文土器が口縁部片５点，胴部片５８点，

底部片２点，石器がR片１点である。出土位置は，柱穴か壁溝の堆積土中に限られる。

　図６５－１・２は，縄文土器の口縁部片である。１は，隆帯で渦巻文を描いており，２は口唇に太

い沈線を引き，波頂部に渦巻文が施されている。

　ま と め

　本遺構は，調査区南西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。７号住居跡の建て替え前に

営まれていたもので，それより一回り小さなプランを有している。また，内部構造も，類似してお

り，炉の主軸を挟んだ６本の主柱穴配置が認められた。本住居跡は，７号住居跡との関係を勘案す

ると，大木９式期の所産と推定される。　  （菅　原）

１６号 住 居 跡　ＳＩ１６

　遺　　構　（図６６・６７，写真９１～９６）

　本遺構は，調査区西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。段丘の尾根筋上にあたり，遺

構の西端を標高５９．０ｍの等高線がかすめている。Ｆ９・１０とＧ９・１０グリッドにまたがっている。

１７号住居跡と重複関係にあり，本遺構が新しい。

　本住居跡は，検出面で大きな風倒木痕が中央に認められたが（写真９２－１），床面にほとんど損傷

は無く，炉は完全な姿で検出された。壁高も２０㎝前後あり，良好な遺存状態であることが確認され

た。壁溝は炉を除いて全周し，溝幅は１４～２０㎝を測る。底面の凹凸が著しく，内部は人為的な堆積

状況を示すことから，壁材の掘形と考えられる。

　本住居跡の竪穴中央は風倒木痕の堆積土で占められ，それを除いた範囲で３層が確認されている。

Î１は，炭化物を少量含有するにぶい黄褐色土であり，本来は竪穴中央まで分布域が広がっていた

と推定される。Î２は，壁際に堆積した褐色土である。Î３は，壁溝内の灰黄褐色土で，炭化物を

少量含有している。

　本住居跡の平面プランは，円形基調を呈し，厳密にいえば，炉の主軸側が少し長い。規模は，こ

の方向で５．９ｍ，直交する方向で５．６ｍを測り，やや大型である。炉は，このプランの西に構築され

ていた。広義の「複式炉」の範ちゅうでとらえられる構造を有しており，土器埋設部が無く，石組
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　Ｐ１堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
５　褐色土　10ＹＲ4/4��
６　黄褐色土　10ＹＲ5/6�

　16号住居跡堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3（炭化物少量含む）�
２　褐色土　7.5ＹＲ4/3�
３　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2（炭化物少量含む）�

　Ｐ２堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�

図６６　１６号住居跡

部と前庭部だけで構成されている。真上から見た平面プランは，裾広がりの長台形を呈し，他の住

居跡のものより掘り込みが深く造られている。主軸は東に対してやや南に振れ，尾根筋方向と一致

している。

　住居廃絶後の炉内堆積土は，４層に分けた。いずれも自然流入土と考えられる。Î１は，石組部

上部に堆積した灰黄褐色土で，少量の炭化物を含有する。Î２・３は，石組部下部に堆積したにぶ

い黄褐色土であり，微妙な色調の違いで分層した。Î４は，前庭部中心に堆積した黄褐色土である。

多量の暗褐色土粒を含有している。

　石組部は，主軸長１１０㎝，中央幅８２㎝，底面の深さ４２㎝を測る。底面には，奥壁側に偏った酸化

状態が観察され，内部における使用痕跡の違いが明瞭であった。縁石は場所によって大きさの違う
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　炉堆積土�
１　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2�
　　（炭化物少量含む）��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
　　（炭化物少量含む）��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3��
４　黄褐色土　10ＹＲ5/6�
　　（暗褐色土粒多量含む）��
５　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
　　（炭化物少量含む）�

図６７　１６号住居跡炉

石材が使い分けられ，奥壁に最も大きな平たい一枚石が使用されている。反対に，奥壁対面は小さ

な礫がいくつも並べられ，両脇は，奥壁ほどではないが平たい大きめの石が使用されており，前庭

部にも連続で１個認められる。前庭部は，主軸長１２２㎝，中央幅１４５㎝，最深部の深さは３６㎝である。

　底面レベルは周壁側に緩く傾斜しており，２点鎖線で囲んだ範囲に踏み締まりが認められた。

　ピットは２基検出された。住居規模からいって，炉を中心とした企画的配置が想定されるが，風

倒木痕のため検出できなかった。Ｐ２は炉の中軸延長線上にあり，この考えを裏付ける材料となろ

う。もう１つのＰ１では，柱痕跡が確認されている。

　遺　　物　（図６８・６９，写真２４８・２６７・３０４・３０７）

　遺物は，縄文土器片４３８点，石器２３点が出土した。内訳は，縄文土器が口縁部片２５点，胴部片４００

点，底部片１３点，石器が石斧１点，二次加工のあるR片５点，R片１３点，砕片１点，不明３点であ

る。

　図６８－１・２は，上述した遺構の時期決定資料になるものである。１は，復元実測された唯一の

資料であり，頸部のすぼまるキャリパー形を呈し，口縁部の屈曲が緩い。文様構成は，口縁部に隆

沈線で楕円形区画文と渦巻文が組み合わされ，無文の頸部を挟んで，胴部に縦に細長い楕円形文が

施文されている。２は，１と類似した文様構成をとり，口縁部の屈曲が強く，内湾している。

　図６８－３～７は，渦巻文と楕円形区画文で構成された口縁部片，８・９は，縦位の隆沈線で渦巻
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１　炉石組部脇床面�
２　炉石組部脇床面�
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口径：（31.6）⁄　�
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図６８　１６号住居跡出土遺物∏
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３　炉前庭部底面�

１　Î１�

２　Î１�

６　Î１�
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13　Î１�

７　Î１�

４　Î１� ５　Î１�

８　Î１�

９　Î１�
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10　Ｐ１Î２�

11　壁溝�
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0 5⁄�

(2／3)
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最大長： 3.4⁄　重　量：6.8Á�
最大幅： 2.5⁄　石　質：流紋岩�
最大厚： 1.2⁄�

最大長： 3.6⁄　重　量：5.6Á�
最大幅： 3.0⁄　石　質：流紋岩�
最大厚： 0.6⁄�

最大長： 2.1⁄　重　量：2.6Á�
最大幅： 2.3⁄　石　質：流紋岩�
最大厚： 0.6⁄�

最大長： 8.3⁄　重　量：99.96Á�
最大幅： 4.1⁄　石　質：緑色片岩�
最大厚： 1.6⁄�

最大長： 4.4⁄　重　量：18.6Á�
最大幅： 3.0⁄　石　質：流紋岩�
最大厚： 1.8⁄�

底径： 5.8⁄　�
器高：〔2.1〕⁄�

図６９　１６号住居跡出土遺物π

文が施文された胴部片である。後者は，７号住居跡の床で類例が出土しており，相互の併行関係を

考える上で，注意を要する。また１１では，隆帯の渦巻文がRがれてしまっている。１０，１２～１９は沈

線文様の見られる胴部資料である。楕円形文の１６を除いて，縦位に沈線が施されている。

　図６９－１・２は，無文の口縁部片である。１は大型品で，口縁部は内湾している。２は，口唇が

外反し，頂部は平坦面をなす。３の口縁部片は，隆帯がR離しており，文様構成は不明である。

４・５は類似した文様構成の口縁部片である。上部に横位２段の列点文が施され，５では，さらに

沈線で緩やかな波状文がその下に描かれている。６・７は，縦位の沈線で胴部が隙間無く埋められ

ている。８は底部片である。
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図７０　１７号住居跡

　図６９－９・１０は，二次加工のあるR片である。１０は，比較的丁寧な加工が施されており，周縁部

は鋸歯状を呈している。１１・１２は，R片である。どちらも自然面を残している。１３は，ほぼ完形の

磨製石斧である。刃部に使用に伴う欠損が認められる。

　ま と め

　本遺構は，調査区西部の尾根筋上で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。検出面の中央に大

きな風倒木痕が重なっていたが，床面に達しておらず，炉は完全な姿で検出された。石組部と前庭

部だけの複式炉である。本住居跡は，共伴遺物の特徴から，大木９式期と考えられる。　  （菅　原）

１７号 住 居 跡　ＳＩ１７

　遺　　構　（図７０・７１，写真９７～１００）

　本遺構は，調査区西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。段丘の尾根筋上に立地する。

Ｆ１０とＧ１０グリッドにまたがっており，中心は前者にある。

　本住居跡は，風倒木痕の真上に構築されており，検出状態で既に床がほとんど露出していた。撹

乱が至る所にあり，表面はもろい状態であった。平面図に破線で示した円形プランは，床の踏み締

まり範囲から推定復元したものである。このため，重複遺構との関係については，１６号住居跡に切

られていることを確認できたが，３６号土坑との新旧が分からなかった。規模は中型で，炉主軸方向
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が推定３．４ｍ以上，直交する方向が４．９ｍを測る。

　本住居跡の炉は，広義の複式炉の範ちゅうでとらえられるものである。底面に石敷きの無い石組

部と前庭部だけで構成され，独立した土器埋設部は設けられていない。石組部に埋設された土器の

遺存状態が悪く，遺物からの厳密な時期比定は難しい。

　炉の全長は２３２㎝を測る。真上から見た平面プランは，長台形を呈するが，他に比べて前庭部の

開き具合が弱く，直線的である。これは，まだ前庭部が未発達な出現期の特徴と理解される。また，

石組部は，奥壁に平たい大きな石が使用されず，全体が同じような大きさの縁石だけで囲まれてい

る。主軸長１０１㎝，中央幅８２㎝，床面からの深さは１９㎝を測る。埋設土器は，奥壁に接しており，

底部と口縁部が打ち欠かれていた。前庭部は，主軸長１３１㎝，中央幅９９㎝，床面からの深さ１５㎝を

測る。左側壁に１個石が認められ，縁石であった可能性もあるが，明確な掘形を伴わず，他にその

ような痕跡も認められなかったことから，はっきりしない。踏み締まりは，木根の撹乱で部分的で

あったが観察できた。

　本住居跡で検出されたピットは，２基である。Ｐ２は，前庭部脇に位置しており，径５２×５０㎝，

検出面からの深さは４０㎝を測る。Ｐ１は，住居外に位置しているので，本当に遺構に伴うものかど

うか，疑問である。他にも，ピットらしき痕跡はあったが，木根の撹乱との区別が難しく，怪しい

ものは除外した。

　遺　　物　（図７１，写真２６８）

　遺物は，縄文土器片４７点，石器３点が出土した。内訳は，縄文土器が口縁部片２点，胴部片４４点，

底部片１点，石器が磨石１点，石核２点である。炉埋設土器を含んだ６点を図示した。

　図７１－１・２は，炉埋設土器である。底部が抜かれており，正位の状態で出土している。両者は

確実に同一個体であるが，整理作業でうまく接合しなかったので，一応別々に掲載した。縦位の直

線的な沈線と波状沈線が胴部に認められる。３は，渦巻文のある口縁部片である。４は，楕円形文，

５は，貼り付けによる縦位の沈線が施された胴部片になる。図７１－６は，炉の構築材に使用されて

いた磨石である。側面に敲打痕が観察され，敲石としても使用されていたことがうかがえる。

　ま と め

　本遺構は，調査区西部の段丘尾根筋上に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。検出状態で床面

が露出しており，遺存状態には必ずしも恵まれなかった。しかし，炉の構造に関して，興味深い所

見が得られている。つまり，本住居跡に設けられたのは，石組部に埋設土器を伴う複式炉であり，

それまでの石囲炉に直続する出現期の複式炉と位置付けられる。具体的な時期は，炉埋設土器の特

徴から，大木８ｂ式から大木９式前半期にかけてと考えられる。　  （菅　原）

１８号 住 居 跡　ＳＩ１８

　遺　　構　（図７２・７３，写真１０１～１０４）

　本遺構は，調査区中央に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。検出状態は，撹乱により不明瞭
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　18号住居跡堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ2/2（1～2㎝の暗褐色土塊，焼土粒・炭化物粒微量含む）��
２　黒褐色土　10ＹＲ2/3（2～3㎝の褐色土塊多量，炭化物粒微量含む）��
３　褐色土　10ＹＲ4/6（1～2㎝の黒褐色土塊含む，炭化物粒微量含む）�

０� ２ｍ�

（1／50）�

　Ｐ２堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3��
３　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2��
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（炭化物少量含む）��
�

　Ｐ３堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4（小礫含む）�　Ｐ１堆積土�

１　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3��
�

　Ｐ４堆積土�
１　にぶい黄褐色　10ＹＲ5/4��
２　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2��

18号住居跡�

図７２　１８号住居跡

であった。他の遺構との重複関係は無い。Ｈ１０グリッドに位置しており，ＬⅤ上面で検出された。

　住居内堆積土は，３層に分層されている。断面の観察から，いずれも自然流入土であると考えら

れる。Î１は，竪穴中央に分布する黒褐色土である。Î２は，上層に比べて，明るい色調を呈して

いる。Î３は，壁際に堆積した褐色土である。

　本住居跡の平面形は，円形基調を呈し，規模は，炉の主軸方向で４．５ｍ，それとの直交方向で４．２

ｍを測る。断面図では，遺存状態の良い場所を選んでいるが，周壁は，撹乱があちこちにあって，

立ち上がりがはっきりしていない。特に西側では，不明瞭である。床は，検出面と同じＬⅤから

なっており，所々，下層の礫が露出していた。検出面との比高差は，１０～１４㎝である。

　炉は，遺存状態が非常に悪く，縁石はほとんど残っていない。ただ，竪穴中央に位置し，主軸方

向の片端に埋設土器を伴うことから，前庭部をもたない石囲炉であったと推定される。埋設土器は，

底部を欠いたもので，正立した状態であった。底面は酸化が著しく，埋設土器の外側まで被熱範囲

が及んでいた。

　ピットは，４基確認されている。どれも周壁近くに位置しており，径２５～４０㎝，深さ２１～４５㎝の
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ものである。このうち，Ｐ１では，

径１２㎝の柱痕が確認され，柱穴の

可能性が高い。また炉の主軸線延

長にあるＰ４では，覆土中程に２

個体の深鉢がつぶれたような状態

で埋まっていた。

　遺　　物　（図７４・７５，写真２４８・

 ２６８・２６９・３０４）

　遺物は縄文土器片１８１点，石器

４点が出土した。内訳は，縄文土

器が口縁部片２１点，胴部片１５６点，

底部片４点，石器が二次加工のあ

るR片１点，R片３点である。本

住居跡は，遺構の検出状態が不良であった割に，遺物に関しては，良好な共伴資料に恵まれている。

埋設土器をはじめ，炉前庭部底面やピットから，図示可能な大木８ｂ式の縄文土器が定量出土した。

　はじめに，復元実測した遺物から解説を加える。図７４－１は，炉埋設土器である。器形は，胴部

が緩く膨らみ，くびれた頸部から，外反する口縁部に至る。文様構成は，波頂部口唇に渦巻文が配

され，そこから両脇に太い沈線が引かれている。頸部は，平行沈線間に押引き文が充填され，胴部

は垂下する沈線と，剣付渦巻文・剣付円形文が認められる。２の器形は，胴部に膨らみをもたず，

頸部までそのままの状態で立ち上がり，口縁部がわずかに外反する。Ｐ４から出土した。文様構成

は，口縁部上端に粘土紐が貼り付けられ，頸部に３条単位の平行沈線が巡り，胴部にも３条単位の

平行沈線が垂下する。３は，キャリパー形を呈する大型品である。炉前庭部底面から出土しており，

遺構に共伴した。文様構成は，口縁部が粘土紐貼り付けの渦巻文と楕円形区画文，胴部が３条単位

の平行沈線と剣付渦巻文になる。４は，Ｐ４で出土した。器形の特徴は，外傾する胴部から，口頸

部が内傾気味に短く立ち上がり，４単位の波状口縁をなす。口縁部上端に，粘土紐が貼り付けられ，

波頂部には粘土粒が突起のように付加されている。胴部は地文のみである。

　図７４－５～１０は，キャリパー形の口縁部片である。文様は，粘土紐貼り付けの渦巻文と楕円形区

画文で構成される。このうち，７は炉前庭部底面で出土しており，３と同一個体の可能性が考えら

れる。９は，口唇に太い沈線が引かれている。

　図７４－１１と図７５－１・２は，沈線文様の胴部片である。図７４－１１は，３条単位の平行沈線が横位

に巡り，そこから曲線的な文様が展開している。図７５－１は，２条単位の渦巻文が見られ，２は３

条単位の縦位平行沈線の脇に肋骨状の文様が付属する。

　図７５－３は，一部に自然面を残した二次加工のあるR片である。腹面左側縁に二次加工が加えら

れている。

N94

N93 N93

Ａ�

Ａ�58.90ｍ�

Ａ′�

Ａ′�

N94
Ｅ874

Ｅ874

Ｅ875.5

Ｅ875.5

土器�

掘形範囲�
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石�
18号住居跡炉�

Î３� Î３�ＬⅤ�

０� １ｍ�
（1／25）�

　炉堆積土�
１　灰褐色土　7.5ＹＲ4/2�
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/3（焼土粒少量含む）�
３　暗褐色土　7.5ＹＲ3/3（にぶい黄褐色土微量含む）�
�

図７３　１８号住居跡炉
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０� 10⁄�

（2／5）�

０� 10⁄�
（1／4）�

１　炉埋設土器�

縄文施文部�

口径：（17.0）⁄�
器高：〔17.7〕⁄�
�

２　Ｐ４�
口径：（28.0）⁄�
器高：〔22.0〕⁄�
�

３　炉前庭部底面�
　　Î１�

口径：（29.6）⁄�
器高：〔18.7〕⁄�
�

４　Ｐ４�

８　Î１�

９　Î１�

５　Î１�

６　Î１�

７　炉前庭底面�

10　東周壁際床面�

11　炉前庭底面�

口径：　22.3　⁄�
器高：〔21.5〕⁄�
�

図７４　１８号住居跡出土遺物∏
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　ま と め

　本遺構は，段丘頂部の中央に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。環状集落域からはずれた位

置にあり，周辺には土坑だけが分布している。遺存状態は悪かったが，炉は埋設土器を伴う石囲炉

であったと推定される。時期は，共伴遺物から大木８ｂ式期に位置付けられると思われる。　  （菅　原）

１９号 住 居 跡　ＳＩ１９

　遺　　構　（図７６・７７，写真１０５～１１２）

　本遺構は調査区北西部のＦ１１・１２グリッドに位置する。周辺の地形は北東側に緩やかに傾斜して

おり，１２・２２・２３号住居跡や１９・３９号土坑が隣接している。本遺構は北側部分で３１号住居跡と重複

し，本遺構の方が新しい。検出面はＬⅣ上面である。

　住居内堆積土は４層に分かれた。Î１～４は周囲からの流入土で，レンズ状に堆積している。Î

２は遺物を多く含む黒褐色土で，１号遺物包含層を構成している土層と同じものと考えている。Î

３・４は同じ土質であるが，含有物の多寡によって分層した。基本土層のＬⅣに近似する土層で，

遺構検出に手間取る要因となった。また，Î４は周壁際を中心に認められる層で，周壁は比較的緩

やかに立ち上がることから，周壁の崩落土も含んでいると考えている。

　本遺構の形状はややゆがんだ円形を呈する。炉跡の長軸を主軸としたときの住居の主軸長は４．７

ｍ，それと直交する方向の長さは５．０ｍを測る。周壁の残りは北東側ほど高さを減じ，残存高は１３

～３６㎝である。北東側の周壁の遺存が悪いのは，もともとの自然地形に左右されたものか，あるい

は周壁の上部が流れてしまったためと推察される。周壁は垂直近い箇所もあるが，大半が緩やかに

立ち上がっている。

　床面は基本土層のＬⅤを１０～１５㎝程掘り下げて造っている。しかし，３１号住居跡と重複する炉跡

より北側では，３１号住居跡の堆積土が床面となっている。住居跡南側の床面はほぼ全面にわたって

硬く踏み締められており，その範囲を二点鎖線で示した。南東壁際では壁溝との間にも確認されて

最大長：6.5⁄　重　量：34.8ｇ�
最大幅：4.4⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：1.6⁄�

0 ５⁄�
（2／3）�

３　Î１�

0 10⁄�

（2／5）�

２　Î１�

１　Î１�

図７５　１８号住居跡出土遺物π
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　Ｐ１堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊多量，黄褐色土塊含む）��
　Ｐ２堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黄褐色土塊多量，炭化物粒含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（黄褐色土塊少量含む）��
　Ｐ３堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊，黄褐色土塊含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊，黄褐色土塊多量含む）��
３　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊多量含む）��
　Ｐ４堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黄褐色土塊少量含む）��
２　褐色土　10ＹＲ4/4��
　Ｐ５堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黄褐色土塊多量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黄褐色土塊少量含む）�

　19号住居跡堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊少量含む）��
２　黒褐色土　10ＹＲ2/2（褐色土塊，炭化物塊微量，遺物多量含む）��
３　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊，炭化物塊含む）��
４　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊多量，炭化物塊微量含む）��
�
　Ｐ６堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊多量含む）��
　壁溝ＩＩ′堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（黄褐色土塊少量含む）��
　壁溝ＪＪ′堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（黄褐色土塊少量，炭化物塊少量含む）��
　壁溝ＫＫ′堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（黄褐色土塊少量含む）��
　壁溝ＬＬ′堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（黄褐色土塊少量含む）�

０� ２ｍ�
（1／50）�

図７６　１９号住居跡
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いる。一方，３１号住居跡の堆積土上面を床面

とする住居跡北側でも，南側のＬⅤ面よりは

弱いながら，ほぼ全面に踏み締まりは確認さ

れている。また，床面はほぼ平坦であるが，

住居跡北側では若干くぼんでいる。これは，

３１号住居跡の堆積土が住居機能時に踏み締め

られたためと考えている。

　床面から検出された施設は炉跡，ピット，

壁溝である。炉跡は石組部だけで構成され，

石組部の先端が住居跡のほぼ中心に位置する。

炉跡の全長は１１１㎝で，最大幅は８７㎝である。

炉内堆積土は４層に分けた。Î１・２はそれ

ぞれ住居内堆積土のÎ２・３に相当する土層

で，Î３は焼土や炭化物の塊を含み，使用時

に堆積した土層と考えている。Î４は炉構築

時に掘形に埋めた土で，図中にはその範囲を

一点鎖線で示している。

　石組部は先端にやや大きめの板状の石材を設けて起点とし，石材の小口部分を隣の石材と接する

ようにして，連続して配列している。扁平な石材を横に倒して配列しているものが多いが，北東部

には立石状にしているものも見受けられる。また，北東部では一部石材を二重に配列している。石

材と掘形埋土との関係については，掘形を石材の形状に合わせて掘って，土をある程度埋めて整え

た後に据えられているものや，掘形に石材を据えてから，掘形と石材の間に土を充填している状況

も認められた。

　石組部の底面は中央に向かって緩やかにくぼんでいる。床面との比高差は約１３㎝を測る。また，

底面は加熱により２～３㎝の厚さで赤く焼けている。石組部の掘形は，実際の石組よりも一回り大

きい掘形となっている。また，掘形は北西部で，一部３１号住居跡の堆積土を掘り込んでいる。なお

以上の炉跡北東部を重視した石材配列や，石組部底面の使用痕跡から，炉跡は構築段階から北東方

向を正面として意識していたと考えている。

　また，炉跡の北側に隣接して直径３５㎝前後のややゆがんだ円形の焼土面が検出されている。３１号

住居跡の堆積土が踏み締まっている面で確認されたことから，本住居跡に伴う焼土面と考えている。

加熱により１～２㎝の厚さで赤く焼けている。

　炉の南側には長径２３㎝，短径１８㎝の石材が床面に立てられていた。床面からの高さは約２０㎝を測

る。石材の底面が床面よりくぼんでいる状況は認められなかった。

　壁溝は全周せず，東～南壁際を中心に検出された。壁溝は，周壁の下端よりも５～２５㎝ほど離れ

図７７　１９号住居跡炉
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て掘り込まれている。その規模は幅１０～２２㎝，床面からの深さは３～１０㎝である。

　ピットは床面から６基検出している。配列が不規則であるため，どのピットが主柱穴に相当する

かは判断が難しい。これらのピットの平面形は不整な円形・方形で，断面形は「Ｕ」字状を呈して

いる。炉跡の長軸方向を基準にしてほぼ対称的な位置にあるＰ５・６は，直径３０㎝前後の円形を呈

し，底面標高は５８．０ｍ前後とそろっている。そのため，主柱穴であった可能性が考えられる。しか

し，住居跡北東側には，これに対応する主柱穴が認められない。Ｐ１は長軸長が５０㎝，短軸長が４８

㎝，底面標高が５８．３６ｍを測る。他のピットに比して平面規模が大きく，床面からの深さも浅いた

め，柱穴以外の機能を果たしていたと考えている。

　これ以外のピットの規模は，Ｐ２は長軸長が３２㎝，短軸長が２７㎝，底面標高が５８．１５ｍ，Ｐ３は

長軸長が４２㎝，短軸長が３５㎝，底面標高が５８．０８ｍ，Ｐ４は長軸長が３０㎝，短軸長が２５㎝，底面標

高が５８．２４ｍを測る。ピットから明瞭な柱痕が確認されたものはなかった。

　遺　　物　（図７８～８２，写真２４８・２６９～２７１・２９９～３０１・３０５）

　遺物は縄文土器片９４１点，土製品２点，石器１１６点が出土している。縄文土器片の内訳は口縁部片

６８点，胴部片８４８点，底部片２５点，石器は石鏃５点，石錐２点，二次加工のあるR片１４点，R片７２

点，砕片１２点，石核３点，不明７点，磨石１点である。ここでは縄文土器６５点，土製品２点，石器

１３点を図化した。

　図７８－１～４・１３，図７９－１３～２２，図８０－１～７，図８１－２・７・８は隆沈線で文様が描かれて

いる資料であるが，隆帯の断面形が箱形を呈する点が特徴的である。隆沈線には，曲流するものや，

縦位に直線的に描かれるものがみられる。なお，地文は多くが縄文であるが，図７９－１４・１５・１７・

２０，図８０－３は櫛歯文である。

　図７８－１は波状を呈する口縁部片で，頂部で渦巻文が描かれている。図７８－２は渦巻文の替わり

の円文と，楕円形区画文内には刺突文が施されている。この刺突文は，粘土が上向きに押し出され

ている状況から，上から順番に，そして角度は下方向から上に施していったと判断できる。図７８－

３は，口縁部に横位の渦巻文と楕円形区画文，図７８－４，図７９－１３・１６・２０は胴部に曲流する隆沈

線で渦巻文を描いている。また，図７９－２２では剣先文が施されている。この上部には渦巻文か円文

が表現されていると推察される。

　図７８－５は口縁部に隆帯を貼り付けているが，隆帯の両脇の沈線が弱く，一部R落している。

　図７８－６・７は頸部に平行する沈線を巡らせ，口縁部文様帯と胴部文様帯とを区別している。６

は口唇部まで遺存しないため不明であるが，７の口縁部は波状を呈し，文様は描かれていない。

　図７８－８～１２・１４～２１，図７９－１～１２は，２本ないし３本単位の曲流する沈線を主たる文様構成

とする胴部片である。図７８－８・１４のような頸部付近の資料では，口縁部と胴部を区画する横位に

平行する沈線も確認できる。図７８－１２では沈線を引き直した状況が明瞭に観察された。沈線間は地

文の縄文が残るものが多いが，図７８－１１・１９，図７９－９のように磨り消すものもある。曲流する沈

線の先端には，渦巻文が取り付く図７８－１０，渦巻文を意識していると思われる図７８－１６と図７９－８
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などがみられる。また，沈線に渦巻文が連結する図７８－９や，沈線間に大きめの円文を取り込む図

７８－１２などもある。これらの地文には，櫛歯文の図７８－１６，図７９－２・５～７，撚糸文の図７８－２１，

図７９－１・３・８～１１などが見受けられる。図７９－６・７，図７８－２１と図７９－３・１０はそれぞれ接

合しないが，胎土・厚さが近似することから同一個体とみている。撚糸文は，絡状体のＬ原体を縦

方向に転がして施文している。図７９－１２は摩滅が著しく，詳細は不明である。図７９－９は９号住居

跡出土の図４３－１４と胎土・厚さ・平行する沈線間の幅・地文の原体が近似することから，同一個体

の可能性がある。

　図８０－８～１２は，口縁部が隆沈線による横位の渦巻文と楕円形区画文で構成される資料である。

隆帯はやや稜を帯びており，渦巻文の先端では周囲よりも一段低く，高低差をもっている。いずれ

もキャリパー形を呈すると考えている。８・１２には頸部に無文帯が認められる。８・１０の楕円形区

画文内には，地文の縄文ではなく，刺突文が施されている。この刺突文は，図７８－２と同様の手法

０� 10㎝�
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で施されている。１３は胴部～底部にかけての資料である。楕円形区画文が上下に分割し，区画文間

は磨り消しているが，磨り消されずに地文の縄文が残る箇所が散見する。１２とは接合しないが，胎

土・厚さなどが近似することから，同一個体である可能性もある。

　図８１－１・３～６は，凹線による区画文を主たる文様構成とする資料である。１・４は口縁部に

無文帯をもつ。３は磨り消された範囲が「Ｈ」字状を呈する。また，４・６の区画文間には縦位の

凹線が施されている。

　図８１－９・１０は底部片である。９は２本一組と３本一組の平行する沈線を交互に配している。こ

の複数単位の沈線は全周し，全部で８単位である。９・１０のいずれにも網代痕は認められなかった。

　図８１－１１・１２は耳飾りとした土製品である。ともに片方の面の方がわずかに大きい。文様は弧状

を描く沈線を周囲に配し，中央には１１は円文，１２は刺突文を施している。１２の刺突文の数は，大き

い面の方が多い。

　図８２には石器を掲載した。１～５は石鏃である。いずれも基部はえぐれている。１・２は先端が

欠損している。３は中央に主要R離面が観察される。断面形は他に比して厚みがあることから，未

製品と推察される。４・５は石質が１～３とは異なるためか，精巧でえぐりが深く作られている。

６・７は幅広いつまみをもつ石錐である。６の一方の平面には自然面，もう一方の平面には調整R

離とは区別される大きいR離面がある。そのため，自然面が残る面が背面，大きいR離面は主要R

離面の残りであると考えている。このR離面は製品の大きさに比してかなり大きい。そのため，製

作に当たっては素材R片を折断して小さくしたと考えている。７の先端は鋭利に整形され，断面形

は菱形を呈する。

　８～１０はR片とした。８の背面のR離痕からは，求心状にR離が行なわれていることがわかる。

１１・１２は石核である。いずれも自然面が残る。同一方向からの連続R離痕が少なく，打面や作業面

を頻繁に替えてR離を行なっていることがわかる。１３は磨石である。楕円形の扁平な石材を素材と

し，全面に磨耗痕が認められる。敲打痕はない。

　ま と め

　本遺構は楕円形の石囲炉を有する縄文時代の竪穴住居跡である。３１号住居跡との重複関係から，

炉の変遷を把握することができ，重要な調査成果が得られた。ただ，出土した多数の土器は，全て

覆土からであり，明確に本住居跡に伴う資料を挙げることはできない。本住居跡の時期については，

覆土出土の中でも，主体を占める土器の特徴から大木８ｂ式期と考えている。　  （丹　治）

２０号 住 居 跡　ＳＩ２０

　遺　　構　（図８３，写真１１３・１１４）

　本遺構は調査区北西部のＥ１１グリッドに位置する。周辺の地形は平坦で，９・１０・１２号住居跡が

隣接している。その他，２９・３７・３８・５７号土坑が隣接する。

　本遺構は北側で２９号住居跡や６１・６７号土坑と重複する。遺構の変遷は古い方から２９号住居跡→２０
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号住居跡→６１・６７号土坑の順である。

　検出面はＬⅣ上面である。住居跡の西側は調査区外のため，東側部分のみの調査となった。

　住居内堆積土は２層に分層した。各層とも部分的にＬⅠの撹乱の影響を受けた箇所があるが，そ

れ以外では異なる土が撹はんされたような状況は認められないことから，自然堆積と判断している。

　本遺構の平面形は，調査区内の形状からは円形を呈すると推測される。規模については判然とし

ないが，調査区内の南北長で４．９５ｍを測ることから，少なくとも直径５ｍほどの住居跡であると推

測している。周壁は全体的に残りが悪く，検出面から床面までの深さは５㎝前後である。床面は基

盤を構成するＬⅤ上面まで掘り下げて，ほぼ平坦に造られており，重複する２９号住居跡の床面より

は一段深くなっている。また，踏み締まりの範囲は図示した住居跡北東部以外の箇所でも部分的に

認められた。

　本住居跡からは炉跡は検出されなかったが，当初床面を検出した際に，２箇所の風倒木痕のいず

れかが炉跡ではないかと考えていた。しかし，２箇所とも平面・底面の形が不整形で，石組を構成

する石や炉底面の焼け面が確認されなかったため，風倒木痕と判断した。また，壁溝・ピットなど

の施設も検出されなかった。
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59.80ｍ�

図８３　２０号住居跡，出土遺物
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　遺　　物　（図８３，写真２７２）

　遺物は縄文土器片９９点が出土している。縄文土器片の内訳は口縁部片１０点，胴部片８７点，底部片

２点である。ここでは，遺存がよく文様構成がわかる縄文土器４点を図８３に示した。

　１は外反する口縁部に太い沈線を巡らしている。口縁部直下には隆沈線による渦巻文を施し，そ

の箇所では口縁部は若干波状を呈する。２は横位に展開する楕円形区画文内に，やや斜めの短い沈

線が連続して施されている。沈線は，粘土がまくれ上がった状況から，右下から左上に向かって施

していることがわかる。３・４は隆沈線による渦巻文が描かれている資料である。隆帯の断面形は

整った箱形を呈する。

　ま と め

　本遺構は調査区北西部に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。調査区外にも延びるため，今回

の調査では部分的な検出にとどまった。また，風倒木痕や基本土層のＬⅠによる撹乱を多く受けて

いるため，住居跡の構造については明らかにすることができなかった。本住居跡の時期については，

遺存が悪いため断定はできないが，出土した土器の特徴から大木８ｂ式期と考えている。　  （丹　治）

２１号 住 居 跡　ＳＩ２１

　遺　　構　（図８４・８５，写真１１５～１２２）

　本遺構は，調査区南西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。他の遺構との重複関係は，

北側の２８号住居跡を切っており，南側の１４号住居跡に切られている。遺存状態は比較的良好であっ

たが，北西側で，木根の撹乱がいたるところに見られ，炉は検出状態が悪かった。遺構重複部分を

除く検出面は，ＬⅤ上面である。

　住居内堆積土は，３層に分層されている。断面観察から，いずれも自然流入土と考えられる。Î

１は，竪穴中央に分布する暗褐色土である。色調は上層に比べてやや赤っぽい。Î３は，西壁側に

堆積した暗褐色土である。少量の褐色土塊と微量の炭化物粒を含有している。

　本住居跡の平面形は，円形基調を呈し，炉の主軸方向がわずかに長い。規模は，この方向で５．２１

ｍ，直交方向で４．９３ｍを測る。壁の立ち上がりは，南東部を除いて，１８～２５㎝を測り，北西側ほど

遺存状態が良い傾向が認められる。床は検出面と同じＬⅤからなっており，踏み締まりは，平面図

に２点鎖線で囲った範囲で観察された。

　炉は，石組部と前庭部で構成される複式炉である。石組部は縁石だけで，底面の石敷きは施され

ていない。遺存状態は，石組部の縁石が半分抜けており，前庭部も，周壁側は使用時の底面をとど

めていないと思われる。これは，廃絶時に炉が壊され，さらに，埋没後に上からの撹乱が及んだた

めである。石組部は，楕円形の平面プランを有しており，縁石だけで周囲が囲われている。また，

前庭部の平面形も，裾の広がりが弱い。石組部は，主軸長１２５㎝，中央幅８７㎝，床面からの深さ２５

㎝，前庭部は，主軸長１３７㎝，中央幅１１２㎝を測る。

　なお，本住居跡では，石組部の外側にも酸化面が観察された。とくに主軸方向は，奥壁からの連
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　21号住居跡堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（0.5㎝の黄褐色土塊微量，焼土粒・�
　　　　　　　　　　　　  炭化物粒微量含む）�
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5㎝の褐色土塊少量，炭化物粒微�
　　　　　　　　　　　　  量含む）��
３　暗褐色土　10ＹＲ3/4（0.5㎝の褐色土塊少量，炭化物粒微�
　　　　　　　　　　　　  量含む）�

　Ｐ１堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1～2㎝の明褐色土塊多量，炭化物粒微量含む）�
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1～2㎝の明褐色土塊少量，炭化物微量含む）�
３　明褐色土　7.5ＹＲ5/8（0.5㎝の暗褐色土塊微量含む）��
　Ｐ２堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1～2㎝の明褐色土塊多量，炭化物粒微量含む）�
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5㎝の明褐色土塊微量，炭化物粒微量含む）��
３　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.1～0.2㎝の明褐色土塊少量，炭化物粒・焼土粒�
　　　　　　　　　　　　  微量含む）��
４　暗褐色土　7.5ＹＲ5/4（1㎝の明褐色土塊多量含む）��
　Ｐ３堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5㎝の明褐色土塊多量，炭化物粒微量含む）��
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1㎝の明褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）��
　Ｐ４堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1～2㎝の明褐色土塊多量含む）�
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5㎝の明褐色土塊多量，炭化物粒微量含む）��
３　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1㎝の明褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）��
４　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（2～3㎝の明褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）�
　Ｐ５堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.1～0.2㎝の褐色土塊微量，炭化物粒微量含む）�
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5㎝の褐色土塊少量，炭化物微量含む）��
３　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5㎝の褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）��
４　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1～2㎝の褐色土塊微量，炭化物粒微量含む）�

Ｇ′�

図８４　２１号住居跡∏
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続で広がっており，安定した面であった。ただ，被熱状態はごく弱く，移植べらで削っていくうち

に無くなってしまう程度である。

　本住居跡では，９基のピットの分布状況は，大型のＰ８を除いて，炉の中軸線上からはずれた周

壁側に偏在する傾向が認められ，また，それらは径２８～３０㎝の円形を呈する点で，共通する。この

うち確実に主柱穴と考えられるのは，Ｐ７とＰ１０である。ちょうど石組部を挟んで左右対称の位置

にあり，深さ約４０㎝で，しっかりしている。また，Ｐ５も主柱穴の可能性があるが，組み合う柱穴

が検出されず，確証が得られなかった。残る他の５基に関しても，柱穴の可能性が高いが，規則的

な配列は認められなかった。大型のＰ８は，１２１×１１５㎝の円形を呈し，床面から２１㎝の深さを測る。

底面は平坦であった。土層断面の観察から，住居機能時には，開口していたと考えられる。

　遺　　物　（図８６，写真２７２・３０５）

　遺物は縄文土器片２１４点，石器１９点が出土した。内訳は，縄文土器が口縁部片２９点，胴部片１６４点，

底部片２１点，石器が石鏃１点，二次加工のあるR片５点，R片９点，石核４点である。１８点を図示

した。

　図８６－１は，キャリパー形の口頸部片である。文様構成は，口縁部が稜線の渦巻文と楕円形区画

文，胴部が３条単位沈線の曲線文となっている。２・５も，同様の文様構成をとるとみられ，１と

同一個体の可能性がある。３は，波頂部下に粘土紐貼り付けの円形文が配され，そこから両脇に楕

円形区画文が展開する。楕円形区画文の内部は，櫛歯状の沈線で埋められている。

　図８６－４～１４は，沈線文様の胴部片である。４・５・１４は渦巻文，９は縦位の沈線と波状沈線，

７・８・１０は２条単位による縦位の平行沈線，１１～１３は３条単位による縦位の平行沈線が認められ

る。

　図８６－１５・１６は，強く膨らんだ胴部から，頸部がくびれ，口縁部が直立する器形を呈する。文様

構成は，頸部に上下２段の円形刺突文が施され，胴部は撚糸の地文である。１７は内湾する口縁部片

であり，断面三角形の横位隆帯が貼り付けられている。

　図８６－１７は，凹基無茎石鏃である。先端が欠けている。

　ま と め

　本遺構は，調査区南西部に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。複式炉は，底面に石敷きの無

い石組部と前庭部で構成され，そのタイプでも古い特徴を備えている。石組部が楕円形を呈してお

り，奥壁に板状の大きな石が使用されていなかった。また，共伴遺物も，複式炉に伴うものとして

は，古い時期である。

　本住居跡が営まれたのは，大木８ｂ式から大木９式期の古段階と位置付けられる。　  （菅　原）

２２号 住 居 跡　ＳＩ２２

　遺　　構　（図８７・８８，写真１２３～１２８）

　本遺構は調査区北西部のＦ１０・１１グリッドに位置する。周辺の地形はほぼ平坦で，１２・１７・２３・
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２４・３３号住居跡や９・６２・７７号土坑が隣接している。本遺構は８８号土坑と重複するが，本遺構の方

が新しい。また，住居跡南東部は風倒木痕によって壊されている。

　本遺構の検出面は住居跡北側の一部ではＬⅣ上面，他の部分ではＬⅤ上面である。

　住居内堆積土は３層に分かれる。Î１～３は周囲からの流入土で，レンズ状に堆積している。Î

１は遺物を多く含む黒褐色土で，１号遺物包含層を構成している土層と同じものと考えている。Î

２・３は同じ土質であるが，含有物の多寡によって分層した。基本土層のＬⅣに近似する土層で，

住居跡北側では遺構検出に手間取る要因となった。Î３は周壁際を中心に認められる層で，周壁の

崩落土も一部含んでいると考えている。

　本遺構の形状はややゆがんだ円形を呈するが，炉跡の長軸を主軸としたときの住居の主軸長は

５．５ｍ，それと直交する方向の長さは５．７ｍを測り，ほぼ同じである。周壁の残りは南東側ほど高さ

を減じ，残存高は１３～２６㎝である。南東側の周壁の遺存が悪いのは，床面の標高が若干高いからで

ある。周壁は垂直近く立ち上がる箇所もあるが，西・北壁周辺では比較的緩やかになっている。

　床面は基本土層のＬⅣを掘り下げて，さらに基盤を構成するＬⅤを１０～２５㎝ほど掘り下げて造っ

ている。踏み締まりの範囲は床面のほぼ全面に及んでいるが，住居跡北東壁際には顕著な痕跡は確

認されなかった。また，床面はほぼ平坦であるが，住居跡東壁・南壁際では５～１０㎝ほど緩やかに

高くなっている。その他，各所に細かい凹凸がある。なお，住居跡の東部では長軸長２０㎝，短軸長

１５㎝の範囲で焼土面を検出している。被熱の厚さは１～２㎝程である。

　床面から検出された施設は炉跡，ピット，壁溝である。炉跡は石組部と前庭部から構成され，石

組部の先端を住居跡の中心からやや南西側に，前庭部を南西壁に接するように設けられている。炉

跡の全長は２００㎝で，各部位の長さは，石組部１０５㎝，前庭部９５㎝である。石組部の最大幅は，床

面から落ち込む箇所で測ると１１９㎝，実際の石組で測ると９７㎝である。前庭部の最大幅は１４７㎝を

測る。

　炉内堆積土は６層に分けた。Î１・２は住居内堆積土のÎ２に相当する土層である。Î３・４は

住居内堆積土のÎ３に相当する土層と考えている。Î１・２，Î３・４は含有物の違いで分層した

が，それぞれ基本的に同じ土質である。焼土塊を含むÎ５は，厚さが１～２㎝と薄い。この上面で

厚さ１～２㎝程の弱い焼土面が形成されているため，最終使用面と判断される。Î６は炉構築時に

掘形に埋めた土で，図中にはその範囲を一点鎖線で示している。

　石組部を構成する石材は，掘形を掘ってある程度土を埋めた後に，側面に貼り付けるような形で

据えられている。また，石を据える底面は石の形状に沿ってややくぼめられている。石組部の石材

は風化や被熱のためか，劣化が著しい。結晶化したものだけが砂状に残っている石材も認められた。

石組部の底面はほぼ平坦であるが，先端部で２～３㎝程くぼんでいる。土器を埋設していたような

痕跡は認められなかった。床面との比高差は約２７㎝，前庭部との比高差は約１５㎝を測る。最終使用

面のÎ５を除去した段階で，炉の底面つまりÎ６の上面に土器を敷いている状況を確認した（図８８下

段）。土器の器面は二次的に被熱を受けた痕跡は認められなかった。Î５の堆積要因を自然堆積か
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人為堆積か特定できなかったが，土器敷きの状況で使用されていたとしても，土器の観察からその

期間は短かったと推察される。人為堆積であるなら，土器敷きは炉の下部構造として埋設されたも

のと考えられる。底面に敷いている土器は，接合作業の結果２個体になった（図８９－１・２）。石組部

の掘形の長さは１１２㎝，最大幅は９８㎝で，実際の石組よりも一回り大きめの掘形となっている。掘

形埋土の厚さは４～１１㎝を測り，南東側壁では比較的厚い。

　前庭部は石組部から住居跡の壁側に向かって延びているが，南東壁は床面より一段くぼむ箇所が

あるためか，途中で屈曲している。前庭部周縁には，石組部と異なり石は配置されていない。底面

は南西側にいくほど高さを減じ，石組部と接する箇所に比して２～４㎝程くぼんでいる。これは，

南西側ではＬⅤ下位の砂礫層が露出し，それを整えた際に削れてしまったためと推察している。踏

み締まりの範囲は，ＬⅤが認められる石組部寄りの北東側に限られている。

　壁溝は全周せず，西～北壁際に検出された。壁溝は周壁の直下に，幅６～２５㎝，床面からの深さ

は６～１３㎝の規模で掘り込まれている。壁溝の底面は基本的にＬⅤであるが，砂礫層を整えている

箇所も散見される。壁溝内に堆積していた土は，住居内堆積土のÎ３に近似した暗褐色土を呈する

ことから，住居跡が埋没していく過程でともに埋まったものと判断した。

　ピットは床面から４基検出している。配列や規模が不規則であり，どのピットが主柱穴に相当す

るかは判断がつかない。これらのピットの平面形は円形・不整な方形を呈し，断面形はＵ字状を呈

している。規模はＰ１の長軸・短軸とも２３㎝，底面標高５８．５７ｍ，Ｐ２が長軸長３２㎝，短軸長３０㎝，

底面標高５８．３６ｍ，Ｐ３が長軸長６４㎝，短軸長５７㎝，底面標高５８．４８ｍ，Ｐ４が長軸長４２㎝，短軸長

３７㎝，底面標高５８．５２ｍを測る。Ｐ２は他のピットに比して深く掘られているが，砂礫層に達した

時点で掘り込みを止めている。ピットから明瞭な柱痕が確認されたものはなかった。

　また，住居跡北東壁際では小穴状のくぼみが２つ確認されている。可能性として壁柱穴が考えら

れるが，周囲に連続しないこと，堆積土は住居内堆積土と近似し，柱痕は確認されていないことな

ど，壁柱穴と断定できる根拠は得られなかった。具体的な性格については不明である。

　遺　　物　（図８９～９１，写真２４９・２７３・３０２・３０５・３０６）

　遺物は縄文土器片４０２点，石器１４点が出土している。縄文土器片の内訳は口縁部片２３点，胴部片

３７６点，底部片３点，石器は石鏃３点，二次加工のあるR片１点，R片６点，砕片１点，不明１点，

磨石２点である。ここでは縄文土器１９点，石器８点を図化した。縄文土器に関しては，遺構に伴う

もの，遺存がよく文様構成がわかるもの，特徴的なものなどを選び出した。石器は利器を中心に選

定した。

　図８９－１・２は炉の底面から出土した土器である。１は口縁部に最大径を測り，胴部上半で少し

狭くなる器形を呈する。口縁部はやや波打っているが，波頂部を設けようという意識はなかったと

推察される。２は口縁部を欠損するが，１と同様の器形を呈すると考えている。１・２とも，凹線

による「Ｈ」字状の区画文を文様構成とし，凹線の内部は磨り消されている。また，凹線を引き直

している箇所が散見される。地文は単節のＬＲ縄文で，口縁部は横方向に，胴部以下は縦方向に原
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体を転がしている。「Ｈ」字状文は１では７単位，２では６単位となっている。また，２は全体と

して１よりも雑な作りである。

　図８９－３は波状口縁で，４単位と推察される。口縁端部に沈線を巡らせている。口縁部～胴部は

地文のみで，単節のＲＬ縄文を縦方向に転がしている。

　図８９－４～６は，口縁部に隆沈線で横位の楕円形区画文を描いている。６では蕨手状の沈線で囲

むことにより，楕円形区画文が表現されている。なお，４・６の隆帯はやや稜を帯びている。

　図９０－１は口唇部直下に無文帯をもつ口縁部片である。無文帯と地文の間に，横位に平行する２

本の沈線を引き，この沈線の上から刺突を加えている。地文は複節のＬＲＬ縄文である。

６　Î２�

３　Î３�

５　Î２�

４　Î１�

２　炉底面�

１　炉底面�

０� 10⁄�

（2／5）�
０� 10⁄�

（1／4）�

口径：24.0⁄�
底径：　6.8⁄�
器高：28.5⁄�
�

底径：　6.8　⁄�
器高：〔24.3〕⁄�
�

口径：（39.6）⁄�
器高：〔37.8〕⁄�
�

図８９　２２号住居跡出土遺物∏
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　図９０－２・３は，隆沈線により横位の渦巻文と楕円形区画文が描かれているが，断面形が箱形を

呈する点が図８９－４～６とは異なる。２は口縁端部にも渦巻文が施されている。３の表面は，摩滅

が著しい。

　図９０－４～７・９は平行する沈線を文様構成の主体とする胴部片である。直線的な６・９，曲線

的な４・７，両方を組み合わせた５に分かれる。４・７では円文あるいは渦巻文と思われる表現が

認められる。また，６・７は地文が撚糸文である。撚糸文は，前者が絡状体のＬ原体，後者が絡状

体のＲ原体を縦方向に転がして文様を施している。

　図９０－８は地文の縄文を磨り消している範囲が広い資料である。蕨手状文が縦位に施されている。

図９０－１０は地文のみである。なお，９・１０の内面にはわずかにコゲが付着している。

　図９０－１１・１２は環状の突起を有する資料である。１１は横方向に，１２は縦方向に貫通している。い

ずれも表面にミガキが加えられており，地文は観察されない。なお，１２は頸部片である。

　図９０－１３は底部片である。底部外面には網代痕などは認められない。

　図９１には石器を掲載した。１～３は石鏃である。１は小型で薄手の作りとなっている。２・３の

基部の形状はややえぐれている。４は砕片，５はR片である。４は黒曜石とみており，５は透明度

の高い石英である。６・７は磨石である。ほぼ円形の扁平な石材を素材とし，全面に磨耗痕が認め

られる。いずれも欠損するが，人為的な割れではない。なお，７は前庭部に接する付近の炉内堆積

０� 10⁄�
（2／5）�

０� 10⁄�
（1／4）�

１　Î２�

２　Î１�

３　Î２�
４　Î２�

５　Î２� ６　Î２� ７　Î２�

８　Î２�
９　Î１�

12　Î１�

13　炉石組部�

10　Î２� 11　Î２�

底径：　7.6　⁄　�
器高：〔5.1〕⁄�

図９０　２２号住居跡出土遺物π
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土Î３から出土していることから，炉の石組部を構成していた石材である可能性も考えられる。

　ま と め

　本遺構は調査区北西部に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。炉は，石組部の底面に土器片を

敷くという特徴的な構造を呈している。本住居跡の時期については，炉の石組部底面に敷かれた土

器の特徴から大木９式期の新しい段階と考えている。　  （丹　治）

２３号 住 居 跡　ＳＩ２３

　遺　　構　（図９２・９３，写真１２９～１３６）

　本遺構は調査区北西部のＦ・Ｇ１１グリッドに位置する。周辺の地形は北東側に緩やかに傾斜して

おり，１２・１９・２２・３３号住居跡が隣接している。

　本遺構と重複する遺構はないが，住居跡南東部は風倒木痕によって壊されている。

　検出面はＬⅣ上面で，１号遺物包含層を除去した段階で確認された。

　住居内堆積土は３層に分けた。Î１～３は周囲からの流入土で，レンズ状に堆積している。Î１

は黒褐色土で，１号遺物包含層を構成している土層と同じものと考えている。特に検出時に多くの

遺物が確認されている（写真１３０－１）。Î２・３は基本土層のＬⅣに近似する層で，Î３はÎ２より

もやや明るい色調を示す。Î３は周壁の傾きがやや緩くなる南壁周辺にのみ形成された土層で，周

壁の崩落土と考えている。なお，Î２・３からも多くの土器が出土している（写真１３０－３）。自然に

埋没していく過程で，土器が投棄された可能性も考えられる。

　本遺構の形状はややゆがんだ円形を呈するが，炉跡の長軸を主軸としたときの住居の主軸長は

０� ５⁄�

（2／3）�

０� 10⁄�

（1／4）�

７　炉Î３�
６　Î３�

５　Î１�

１　Î１�
２　Î１�

４　Î２�

３　Î１�

最大長：〔6.3〕⁄　重　量：210ｇ　�
最大幅：〔4.4〕⁄　石　質：デイサイト�
最大厚：　4.9　⁄�
�

最大長：1.8⁄　重　量：0.4ｇ　�
最大幅：1.0⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：0.4⁄�
�

最大長：1.9⁄　重　量：1.7ｇ　�
最大幅：2.0⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：0.8⁄�
�

最大長：2.5⁄　重　量：1.8ｇ　�
最大幅：2.0⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：0.7⁄�
�

最大長：1.3⁄�
最大幅：0.9⁄�
最大厚：0.3⁄�
重　量：0.2ｇ�
石　質：黒耀石�

最大長：2.6⁄�
最大幅：3.1⁄�
最大厚：0.8⁄�
重　量：7.0ｇ�
石　質：石英�

最大長：12.0　⁄　重　量：820ｇ　�
最大幅：　9.6　⁄　石　質：細粒花崗岩�
最大厚：〔5.4〕⁄�

図９１　２２号住居跡出土遺物∫
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４．２ｍ，それと直交する方向の長さは約４．１ｍを測り，ほぼ同じである。周壁の残りは北東側ほど高

さを減じ，残存高は１６～３５㎝である。北東側の周壁の遺存が悪いのは，もともとの自然地形に左右

されたものか，あるいは周壁の上部が流れてしまったためと推察される。周壁は垂直近く立ち上が

る箇所もあるが，おおむね壁の崩落のためかやや緩やかになっている。

　床面は基本土層のＬⅣを掘り下げて，さらに基盤を構成するＬⅤを１０㎝ほど掘り下げて造ってい

る。壁溝よりも内側の部分で硬く踏み締められており，その範囲を二点鎖線で示している。床面は

ほぼ平坦に整えられているが，炉の両脇の周壁際には，床面よりも一段高い踏み締まりのある面が

存在する。床面との比高差は２～１１㎝程で，炉の西側に延びる面は北側にいくにしたがって高さを

減じ，床面と高低差がみられなくなる。この段は，ＬⅤ上面に達した時点で掘り下げを止めて，そ
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58.60ｍ� Ｂ′�Ｂ�

Ａ′�

Ａ
′
�

Ａ�

Ａ
�

Ｌ√� Ｌ√�

２� ２�３�

１�

礫層�

礫層�

撹乱�

撹乱�

土器�

土器�

Ｐ６�

礫層�

Ｐ２�

58.80ｍ�Ｃ′�Ｃ�

Ｌ√�
１�

Ｐ３�
58.60ｍ� Ｄ′�

Ｊ′
�

Ｆ
′
�Ｃ′�

Ｃ′�

Ｇ
′
�

Ｇ
′
�

Ｂ
′
�

Ｂ
′
�

Ｂ
�Ｈ′�

Ｄ′
�

Ｅ′�

Ｄ�

Ｊ�Ｆ
�

Ｃ�Ｃ�

Ｇ�Ｇ�

Ｈ�

Ｉ
′
�

Ｉ
�

Ｅ�Ｅ� Ｄ�

Ｌ√� Ｌ√�
１�

２�

Ｐ４�
58.70ｍ� Ｅ′�Ｅ�

Ｌ√� Ｌ√�
１�

２�

Ｐ５�

Ｐ３�Ｐ４�

Ｐ６�

58.60ｍ�
Ｆ′�Ｆ�

Ｌ√�

１� １�

２�
２�

Ｐ７�

58.60ｍ� Ｇ′�Ｇ� １�

２�５�
３�

４�
石�

６�

58.70ｍ�

59.00ｍ�

Ｈ′�Ｈ�

Ｌ√�
１�

58.60ｍ�
Ｉ′�Ｉ�

Ｌ√�

Ｌ√�

１�

58.70ｍ� Ｊ′�Ｊ�

Ｌ¬�
Ｌ√�

Ｌ¬�

Ｌ√�

１�

１�

石�

０� ２m

（1／50）�

Ｎ107

Ｅ862

Ｎ103

Ｅ862

Ｎ107

Ｅ858

Ｎ103
Ｅ858

踏み締まり範囲�

踏み締まり範囲�

23号住居跡�

風倒木痕�
（33）�

Ｐ６�
（41）�

Ｐ７�

図９５－2

（41）�

Ｐ２�
（13）�

Ｐ１�
（21）�

Ｐ５�
（23）�

（29）�

石�

踏
み
締
ま
り
範
囲
�

　23号住居跡堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ2/3（褐色土塊少量，炭化物塊微量，礫・�
　　　　　　　　　　　　　土器多量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊，炭化物塊少量含む）��
３　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黄褐色土塊，炭化物塊微量含む）��
　Ｐ１堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊多量含む）��
　Ｐ２堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊多量含む）��
　Ｐ３堆積土�
１　褐色土　10ＹＲ4/4（暗褐色土塊多量，炭化物塊少量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊少量，炭化物粒含む）��
　Ｐ４堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土粒微量，炭化物粒微量含む）��
２　褐色土　10ＹＲ4/4（暗褐色土塊少量含む）��
�

　Ｐ５堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊多量含む）��
�
　Ｐ６堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊多量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊含む）��
　Ｐ７堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（黄褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊多量含む）��
３　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊多量含む）��
４　黒褐色土　10ＹＲ2/2（炭化物塊少量含む）��
５　褐色土　10ＹＲ4/6（暗褐色土塊少量含む）��
６　褐色土　10ＹＲ4/6（3～5㎝の小礫含む）�
�
　壁溝ＨＨ′・ＩＩ′・ＪＪ′堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（黄褐色土塊少量含む）��

図９２　２３号住居跡
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の面を整えて造られたのであろう。しかし具体的な性格については不明である。

　床面から検出された施設は炉跡，ピット，壁溝である。炉跡は石組部と前庭部から構成され，石

組部の先端を住居跡のほぼ中心に，前庭部を南西壁に接するように設けられている。炉跡の全長は

２１２㎝で，各部位の長さは，石組部８１㎝，前庭部１３１㎝，最大幅は石組部７８㎝，前庭部１１２㎝である。

　炉内堆積土は６層に分けた。Î１・４・５は住居内堆積土のÎ２に相当する土層で，住居内堆積

土と同じ様な過程を経て形成されたと考えている。Î４・５は似た土質であるが，含有物の多寡に

よって細分した。Î３は住居内堆積土のÎ１に相当する黒褐色土で，この部分は他の箇所に比べ埋

没するのが遅かったのであろう。Î２は焼土粒や炭化物粒を含み，使用時に堆積した土層と考えて

いる。Î６は炉構築時に掘形に埋めた土で，図中にはその範囲を一点鎖線で示している。

　石組部は先端にやや大きめの板状の石材を設けて起点とし，石材の小口部分を隣の石材と接する

ようにして，連続して配列している。扁平な石材を横に倒して配列しているものが多いが，北東部

の先端部では立石状にしている。石材と掘形埋土との関係については，掘形を石材の形状に合わせ

て掘って，土をある程度埋めて整えた後に据えられているものや，掘形に石材を据えてから掘形と

石材の間に土を充填している状況も認められた。石材は風化や被熱のためか，劣化が著しい。結晶
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　炉堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（3～5㎝の礫少量，炭化物粒微量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4（焼土粒微量，炭化物粒微量含む）��
３　黒褐色土　10ＹＲ2/3（黄褐色土塊少量含む）��
４　暗褐色土　10ＹＲ3/3（黄褐色土塊少量含む）��
５　暗褐色土　10ＹＲ3/3��
６　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊，黄褐色土塊含む）�

図９３　２３号住居跡炉
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化したものが砂状に残っている石材も認められた。

　石組部の底面はほぼ平坦である。床面との比高差は約７㎝を測るが，前庭部との比高差はあまり

なく，２～３㎝程である。底面は加熱により２～３㎝の厚さで赤く焼けている。この焼土面の範囲

は長軸長５５㎝，短軸長４２㎝を測り，ほぼ全面に及んでいる。なお，炉の奥壁側の方が強く焼けてい

ることが，肉眼観察で明瞭に確認できた。石組部の掘形の長さは８６㎝，最大幅は７８㎝で，実際の石

組よりも一回り大きめの掘形となっている。

　前庭部は石組部から住居跡の壁側に向かって延びている。この前庭部の部分では，住居跡周壁の

輪郭は若干外に膨らんでいる。前庭部の周縁には，石組部と異なり石材は配置されていない。底面

は石組部寄りの北東側ではほぼ平坦であるが，南西側にいくほど高さを減じ，周壁と接する箇所で

は，直径５０㎝前後の小穴状のくぼみが認められる。このくぼみは前庭部北東側に比して，約２０㎝深

い。また，わずかではあるが，周壁際が焼けているのを確認している。踏み締まりの範囲は，石組

部寄りの北東側に限られている。

　壁溝は全周せず，北～西壁際において，周壁の下端よりも２０～３０㎝程離れて掘り込まれている。

その規模は幅１２～２２㎝，床面からの深さは２～１９㎝を測るが，深さは１０㎝以内の箇所がほとんどで

ある。壁溝の底面はＬⅤである。

　ピットは床面から７基検出している。配列が不規則であるため，どのピットが主柱穴に相当する

かは判断が難しい。Ｐ１～６の平面形は円形・不整な方形で，断面形は「Ｕ」字状を呈する。規模

は，Ｐ３がやや大きい以外は，直径２５㎝前後程でほぼ同じである。しかし，底面標高は５８．０８～

５８．４４ｍとばらつきがある。なお，Ｐ１・３は砂礫層に達した時点で掘り込みを止めているが，Ｐ４

はさらに１５㎝程掘り込んでいる。Ｐ３・４・６からは柱痕が確認された。Ｐ４Î２は柱材の周囲に

埋めた土であろう。Ｐ７は直径７０㎝前後で，他のピットに比して平面規模が大きい。Ｐ７の堆積土

はÎ１～４は人為堆積，Î５・６は自然堆積と判断している。Ｐ７は住居内堆積土の上部から掘り

込まれておらず，床面で検出されていることから，本住居跡の床面として使用する際に人為的に埋

めた可能性が高い。Ｐ７の規模を勘案すれば，本住居跡より古い段階の土坑であったと推察される。

　遺　　物　（図９４～９７，写真２４９・２５０・２７４～２７６・３００・３０１・３０６）

　遺物は縄文土器片１，５０８点，石器１２点が出土している。縄文土器片の内訳は口縁部片１１５点，胴部

片１，３６１点，底部片３２点，石器は二次加工のあるR片３点，R片７点，磨石２点である。ここでは

縄文土器５９点，石器３点を図化した。縄文土器に関しては，遺構に伴う明確な資料は得られなかっ

たため，覆土出土でも主体を占める土器や，遺存がよく文様構成がわかるもの，特徴的なものなど

を選び出した。

　図９４－１は口縁部に貼り付けが弱い隆帯を施している。図９４－２は波状を呈する口縁部に沈線，

頂部には渦巻文が施されている。胴部以下は沈線で文様を描いている。図９４－３は口縁端部に沈線

を施している。頸部には隆帯を施し，その上から竹管状の工具により刺突を加えている。胴部には

横位の沈線が巡る。図９４－５は頸部に隆帯を巡らせ，そこに円形の刺突文を施している。
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器高：〔7.4〕⁄�

底径： 7.0 ⁄�
器高：〔8.4〕⁄�

底径： 8.0 ⁄�
器高：〔4.7〕⁄�

器高：〔12.1〕⁄�

口径：（26.6）⁄�
器高：〔16.1〕⁄�

最大長：2.6⁄　重　量：5.8Á�
最大幅：2.4⁄　石　質：鉄石英�
最大厚：0.9⁄�

最大長：12.0⁄　重　量：970Á�
最大幅：  9.1⁄　石　質：花崗斑岩�
最大厚：  6.0⁄�

最大長：12.3⁄　重　量：960Á�
最大幅：  8.9⁄　石　質：細粒花崗岩�
最大厚：  6.1⁄�

図９７　２３号住居跡出土遺物ª
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　図９４－４・６～１３，図９５－４～７・１２・１３は隆沈線で文様を描いている資料である。図９４－４・

６～１１・１３は，横位の渦巻文や楕円形区画文を施している口縁部片である。６・１１・１３の渦巻文の

先端は，８・９に比してやや稜を帯びており，周囲より一段低い。１３は口縁部の渦巻文は４単位で，

渦巻文内は地文の縄文が磨り消されずに残っている。なお，９の内面にはコゲが付着している。図

９５－４～７・１２・１３は胴部片で，隆帯の断面形は箱形を呈する。５では剣先文の表現が見られる。

　図９５－８～１１・１４は平行する沈線を文様構成とする胴部片である。沈線間は磨り消されている。

　図９４－１４～１９，図９５－１～３，図９６－１～９，図９７－１～８・１０は，凹線による区画文を文様構

成とする。逆「Ｕ」字文を主とするが，逆「Ｕ」字文になっていない図９４－１６，「Ｈ」字状の図９７

－１，蛇行する図９７－３も認められる。また，図９４－１７，図９６－３のように蕨手状の表現も見られ

る。

　図９５－１～３は復元実測した資料である。１は４単位の波状口縁で，胴部中ほどで最大径をもつ。

口縁部は無文帯となり，逆「Ｕ」字文は胴部下半では途切れている。逆「Ｕ」字文は全部で１７個配

されている。２は口縁部だけの資料であるが，１と同じ様な器形であろう。遺存する破片からは，

４単位の緩やかな波状口縁と推察される。また，逆「Ｕ」字文２個を一単位として，その間には凹

線が入る。３は３単位の波状口縁で，胴部の張りは１より弱い。口唇部直下は無文帯となるが，逆

「Ｕ」字文との間に横位の凹線が認められる。逆「Ｕ」字文は全部で１０個配されている。２と同様

に，逆「Ｕ」字文２個を一単位として，その間には凹線が入る。しかし，入らない箇所があり，そ

こでは逆「Ｕ」字文が４個連続している。１～３の地文は，１・２が単節のＲＬ縄文，３が単節の

ＬＲ縄文を縦・斜め方向に施している。なお，１の内面の胴部下半にはコゲが顕著に付着している。

　図９４－１４・１８は図９５－２と胎土・厚さ・文様構成が近似することから，同一個体と推察される。

図９４－１４・１５・１９は，図９５－２・３のように逆「Ｕ」字文の間に凹線が入る。図９６－４・６・９，

図９７－２は，図９５－２・３のような逆「Ｕ」字状文間の凹線，あるいは９号住居跡出土の図４０－８

のような蕨手状文に相当すると推察される。図９６－７は地文の縄文をナデ消している。

　図９７－５・７～９は底部片である。７・８の内面にはコゲが付着し，特に７では顕著である。９

は地文の縄文のみで，凹線は認められない。いずれの底部外面にも網代痕などは認められなかった。

　図９７－１１～１７は櫛歯文を地文とする資料である。１１は円形の刺突文を交互に施している。１２～１６

には連弧文が認められる。連弧文は平行する２本の沈線を施し，その内部を磨り消して表現してい

る。１５は連弧文が崩れたものとみている。１３・１４・１６は接合しなかったが，胎土・厚さ・連弧文の

幅，などが近似することから，同一個体の可能性がある。１４はキャリパー形の器形を呈し，口縁部

は平縁である。口唇部直下には平行する２本の沈線を施し，沈線間に刺突を加えている。頸部～胴

部にかけては，連弧文が上下二段に配されている。下段の連弧文の下には横位の沈線が認められる。

これは１６のように，平行する２本の沈線内に刺突を施す文様になると推測している。すなわち，口

唇部直下と同じ文様である。なお，口縁部の横位の沈線内には，補修孔らしき孔をうがとうとして

途中で止めている状況も観察できた。１７は頸部付近の資料とみている。恐らくこの上部に連弧文が
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描かれているのだろう。

　図９７－１８～２０は石器である。１８は二次加工のあるR片とした。比較的粗い調整で，背面には自然

面が残り，断面も厚いなど不整形である。未製品と判断したが，大きさからすると鏃の可能性があ

る。１９・２０は磨石である。楕円形の扁平な石材を素材とし，いずれも平面に凹み，側面に敲打痕が

確認される。

　ま と め

　本遺構は調査区北西部に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。直径約４ｍ程の小型の住居跡で，

炉の前庭部の周壁際が一段くぼむ，床面は炉の両脇の周壁際で段を有する，などの特徴をもつ。ま

た周壁より内側を巡る壁溝や段などから，本遺構は旧住居跡が拡幅された可能性が指摘されよう。

　覆土中から多数の遺物が出土したが，床面出土と判断されるものはなかった。そのため，明確な

時期について言及することはできないが，覆土出土の中でも，主体を占める土器の特徴から大木９

式期と考えている。　  （丹　治）

２４号 住 居 跡　ＳＩ２４

　遺　　構　（図９８，写真１３７～１４０）

　本遺構は，調査区西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。環状集落域の東端に位置して

おり，規模は大型である。しかし，北半分が風倒木痕で破壊され，炉は全く残っていなかった。Ｇ

１０グリッドにあり，他の遺構との重複関係は認められない。

　住居廃絶後の堆積土は，４層に分層され，レンズ状を呈する土層断面の状態から，いずれも自然

流入土と考えている。ただ一方で，塊状の含有物の割合が非常に高く，人為堆積土である可能性も

想定される。Î１は，竪穴中央に堆積した極暗褐色土である。暗褐色土塊や炭化物・焼土粒を含有

している。Î２は，褐色土塊と炭化物を含有する暗褐色土である。Î３は，南東周壁側に堆積した

暗褐色土である。褐色土塊と炭化物を含有している。Î４は壁際・壁溝内堆積土である。

　本住居跡の平面プランは，円形基調を呈している。規模は，最も良く遺存していた北東－南西方

向で，６．８５ｍを測り，壁は，急激な角度で立ち上がって，高さ３２～３８㎝を測る。したがって，もし

本住居跡が風倒木痕で破壊されていなかったら，今回検出された住居跡の中で見栄えのする遺構の

一つとなったであろう。床面は，ＬⅤである。周壁直下から２．０～２．５ｍ手前まで，硬い踏み締まり

が観察された。

　本住居跡では，二重の壁溝が検出されている。このことは，床面積の拡大を伴う建て替えが行わ

れたことを示しており，対応関係は，外側の壁溝が建て替え後の住居跡，内側の壁溝が建て替え前

の住居跡となる。ちなみに同じような状況は，７号住居跡と１５号住居跡，５号住居跡と３０号住居跡

の関係でもとらえられている。壁溝は，内部の人為的な土層堆積状況から，壁材の掘形と推定され

る。細部に注目すると，外側の壁溝が途切れなく全周するのに対し，内側の壁溝は部分的に途切れ

ており，壁柱穴（Ｐ６・７）が付随している。このことから，建て替えの前後で壁構造に違いが生じ
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たと推定されよう。

　ピットは，７基検出され，どれも小さな円形プランを呈し，柱穴と考えられる。ただ，床面積の

半分が破壊され，炉の主軸が不明なことから，配置の検討は困難である。

　遺　　物　（図９９・１００，写真２５０・２７７・３０６）

　遺物は，縄文土器片６１８点，石器１０点が出土した。内訳は，縄文土器が口縁部片３６点，胴部片５６５

点，底部片１７点，石器が石鏃１点，二次加工のあるR片２点，R片５点，不明２点である。２３点を

図示した。遺構に直接伴う資料は無く，すべて覆土から出土している。
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　24号住居跡堆積土�
１　極暗褐色土　7.5ＹＲ2/3（2～3㎝の暗褐色土塊多量，炭化物少量，焼土粒微量含む）�
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1～2㎝の褐色土塊多量，炭化物微量含む）�
３　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1～2㎝の褐色土塊少量，炭化物微量含む）�
４　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2（炭化物少量含む）�

　Ｐ１堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　（0.5㎝の褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）��
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　（1㎝の明褐色土塊多量，炭化物粒微量含む）��
�
　Ｐ２堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　（1～2㎝の明褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）�
�
　Ｐ３堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　（0.5㎝の褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）��
２　明褐色土　7.5ＹＲ5/8�
　（0.5㎝の暗褐色土塊微量含む）�

　Ｐ４堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　（0.5㎝の褐色土塊微量，炭化物粒微量含む）��
２　明褐色土　7.5ＹＲ5/8�
　（1～2㎝の暗褐色土塊少量，1～2㎝の礫多量含む）�
�
　Ｐ５堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　（0.5㎝の褐色土塊微量，炭化物粒微量含む）��
�
　Ｐ６堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　（0.5㎝の明褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）��
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　（1～2㎝の明褐色土塊多量含む）�
�

　Ｐ７堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　（1～2㎝の明褐色土塊少�
　　量，炭化物粒少量含む）�
２　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4�
　（1㎝の明褐色土塊多量�
　　含む）�

図９８　２４号住居跡
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１　Î３� ２　Î３� ３　Î１�

６　Î２�

４　Î１�

７　Î１�

10　Î１�

13　Î３�
12　Î１�

９　Î３�

14　Î２�

８　Î１�

11　Î１�

16　Î１�
17　Î１�

18　Î２�

15　Î２�

５　Î２�

０� 10⁄�

（2／5）�

図９９　２４号住居跡出土遺物∏



１３７

第２節　竪 穴 住 居 跡

　図９９－１～６は，口縁部片である。１はキャリパー形を呈し，細い粘土紐の貼り付けで，渦巻文

が施文されている。表面にススの付着が著しい。２は，キャリパー形で，太い隆帯による渦巻文が

見られ，立体的になっている。３・５は，隆帯と幅の広い凹線で，渦巻文と楕円形区画文が描かれ

ており，厚手である。４は波状口縁の波頂部で，縦位の沈線を挟み，楕円形区画文が展開する。６

は中空の波状口縁の波頂部になり，内外面と両側面に渦巻文が配置されている。

　図９９－７～１５は胴部片である。７は隆沈線による渦巻文が見られる。地文は撚糸である。８・１１

は同一個体であり，磨消縄文手法で複雑な曲線文が描かれている。９・１３も同様の文様構成になる

と思われるが，１２・１５は縦方向に長く展開するようである。１４は沈線でステッキ状に文様が描かれ

ている。１６は，１㎝前後の間隔で縦位の沈線が併走する。１７は，細かな櫛歯状文が見られる。１８は

縦位に粘土紐が貼り付けられており，地文は撚糸である。

　図１００－１・２は，胴部下端から底部にかけての破片である。１は胴部下端と底部全体にヘラミ

ガキが施されている。３は，ミニチュアの鉢になる。平口縁で器高が低く，頸部はくびれないで，

口縁部が短く内傾する。図１００－４・５は凹基無茎の石鏃である。４は幅広で，一部欠けている。

６は二次加工のあるR片である。自然面を残している。

　ま と め

　本住居跡は，環状集落域東端の縄文時代の竪穴住居跡である。床面の半分が破壊され，炉は全く

残っていなかった。規模は大型で，壁の残りは良好である。床面から壁溝が二重に巡って検出され，

拡張を伴う建て替えがあったことが判明している。

　本住居跡が営まれたのは，大木８ｂ～９式期と考えられる。　  （菅　原）

２５号 住 居 跡　ＳＩ２５

　遺　　構　（図１０１～１０３，写真１４１～１４６）

　本遺構は，段丘平坦面の南西端で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。Ｅ７とＦ７グリッド

にまたがり，ＬⅣで検出された。

１　Î２�
底径：（14.4）⁄�
器高：〔8.9〕⁄�

３　Î２�
口径：  4.9  ⁄�
底径：（2.7）⁄�
器高：  5.4  ⁄�

６　Î２�
最大長：  4.4 ⁄�
最大幅：  3.3 ⁄�
最大厚：  1.5 ⁄�
重　量：18.5Á�
石　質：流紋岩�

５　Î１�

最大長：1.8⁄�
最大幅：1.2⁄�
最大厚：0.4⁄�
重　量：0.5Á�
石　質：チャート�

２　検出面�
底径：（10.0）⁄�
器高：〔1.5〕⁄�

４　Î１�

最大長：  2.5  ⁄�
最大幅：（1.7）⁄�
最大厚：  0.7  ⁄�
重　量：  1.8  Á�
石　質：流紋岩�

０� ５⁄�

（2／3）�

０� 10⁄�
（1／4）�

図１００　２４号住居跡出土遺物π
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　本住居跡は，南北に連なる５軒

の住居跡のうち，南から２軒目に

当たるものである。重複する遺構

との関係は，北側で７号住居跡に

切られ，南側で３２号住居跡を切っ

ている。検出状態は，多量の炭化

物や焼土が周壁に沿ってドーナツ

状に認められ，火災住居跡である

ことが予想された。実際調査を進

めてみると，原形をとどめた炭化

材や大きな焼土塊が次々と姿を現

し，当初の推定が裏付けられて

いった。図１０１は，床面に残され

た炭化材や焼土をできるだけ壊さ

ない状態で平面図化したものであ

る。これをみると，放射状に倒れ

込んだ炭化材を覆って焼土塊が堆

積していることから，本住居跡は

土屋根構造であった可能性が想定

されよう。ちなみに，このような火災住居跡は，今回調査された中で本遺構だけである。

　住居内堆積土は，６層に分層された。このうちÎ５は，火災で直接形成された土層とみて問題な

く，床面の炭化材や焼土を覆い，それ自体にも多量の炭化物と焼土を含有している。この視点でみ

ると，周壁側に分布したÎ３・４も，多量の炭化物が層中にみられ，火災後間もない堆積と推定さ

れる。遺構検出段階で，本住居跡を火災住居跡と推定した手がかりは，それら２層のこうした含有

物の特徴である。それに対し，Î１・２は，炭化物が少なく，色調が明るめであった。したがって，

住居廃絶から時間をおいて流入した土層と考えられる。

　本住居跡の平面プランは，円形基調を呈しており，炉の主軸方向が少し長く，規模はこの方向で

５．３５ｍ，直交方向で４．７５ｍを測り，中型である。周壁は，斜面下方の南東側を除くと，高さ３０～３５

㎝で安定しており，床は検出面と同じＬⅤである。

　壁溝は，周壁から３８～５０㎝離れた位置で検出され，火災に起因する土層が堆積していないことを

断面確認している。したがって，これは古い段階の住居跡に付属するもので，本住居跡は拡張が行

われた可能性があると判断される。ただ，炉や柱穴にそのような痕跡は確認されていない。

　本住居跡の炉は，石組部と前庭部で構成される複式炉である。さらに，石組部の先端方向には，

弱い焼土面が形成されていた。石組部は，長楕円形を呈しており，主軸長１０５㎝，中央幅７２㎝を測

図１０１　２５号住居跡∏
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り，底面は平坦で，床面からの深さは１５㎝である。酸化状態は奥壁側に偏っており，施設内部にお

ける使用痕跡の違いが明瞭であった。縁石は，奥壁に特段大きな石材が使用されているわけではな

い。石組部と前庭部の境では，縁石が深く垂直に据えられており，周囲と明らかに状況が違ってい

る。前庭部は，主軸長１０２㎝，中央幅１１２㎝を測り，床面からの深さは４～６㎝である。踏み締まり

が認められた。

　ピットは３基検出され，このうち小型で円形プランのＰ１・２は，柱穴と考えられる。前者では

径８㎝の柱痕跡も検出された。Ｐ３は大型であり，北東部の周壁際に設けられ，楕円形を呈している。

0 ２ｍ�
（1／50）�　25号住居跡堆積土�

１　褐色土　7.5ＹＲ4/3�
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3（炭化物少量含む）��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4（炭化物多量，明黄褐色粘土粒少量含む）��
４　暗褐色土　10ＹＲ3/3（炭化物多量含む）��
５　黒色土　10ＹＲ2/1（炭化物多量，焼土塊含む）��
６　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2（暗褐色土粒多量含む）�
�
　Ｐ２堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1㎝の明褐色土塊少量，炭化物�
　　　　　　　　　　　　 粒微量含む）��
２　明褐色土　7.5ＹＲ5/8（0.5㎝の暗褐色土塊微量含む）�

　Ｐ１堆積土�
１　極暗褐色土　7.5ＹＲ2/3（0.5㎝の明褐色土塊少量，�
　　　　　　　　　　　　　   炭化物・焼土粒少量含む）�
２　明褐色土　7.5ＹＲ5/8（0.5～1㎝の暗褐色土塊少量，�
　　　　　　　　　　　　   炭化物・焼土粒微量含む）�
�
　Ｐ３堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1～2㎝の明褐色土塊多量，炭化�
　　　　　　　　　　　　 物・焼土粒少量含む）�
２　明褐色土　7.5ＹＲ5/8（0.5㎝の暗褐色土塊微量含む）�
�
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主軸長１２５㎝，中央幅８０㎝，

深さ２３㎝を測る。内部に，火

災に起因する炭化物や焼土が

認められたことから，開口し

て機能していたと考えられる。

　遺　　物　（図１０４・１０５，

　　　　　　写真２５０・２７７・３０６）

　遺物は，縄文土器片４５４点，

石器２４点が出土した。内訳は，

縄文土器が口縁部片５７点，胴

部片３９３点，底部片４点，石

器が二次加工のあるR片が４

点，R片１７点，磨石１点，不

明２点である。火災形成層や

床面・炉底面の共伴資料を含

む２６点を図示した。

　図１０４－１は，炉石組部を

覆う火災形成層出土の復元実

測資料である。胴部下半を欠

いているが，他は完全である。

キャリパー形の器形を呈し，

口唇部は水平な平坦面をなす。

文様構成は，口縁部が隆帯と

幅の広い沈線による渦巻文・

楕円形区画文からなり，胴部が沈線による大きさの違う楕円形区画文である。頸部は無文になって

いる。同図の掲載資料は，他も類似したものであり，とくに床出土の４は，同一個体に見えるほど

似ている。ただ，口縁部の楕円形区画文は，内部が押引き文と円形刺突文の違いがある。また，９

は楕円形区画の内部が沈線であり，１１は楕円形区画文同士の境が縦位の隆帯で区分けされている。

　図１０５の掲載資料のうち，１～４も図１０４－１と類似した土器群である。５は，隆帯と沈線で渦巻

文が描かれている。６は小型品で，頸部に斜めの列点刺突文が巡り，胴部に沈線による楕円形区画

文が認められる。７は，沈線による渦巻文が見られる。８・９は３条単位の沈線が縦位に施されて

いる。１０は波状口縁部で，頂部は山形に突出する。地文だけで，遺存範囲に文様は認められない。

１２は細かな撚糸地文の胴部片である。図１０５－１３は床から出土した縦長のR片である。１４は磨石で

ある。側面に敲打痕は認められない。
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１　暗褐色土　7.5ＹＲ4/6（1㎝の褐色土塊多量，炭化物・焼土粒微量含む）��
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１　火災層� 口径：　30.8　⁄�
器高：〔24.1〕⁄�

０� 10㎝�
（1／4）�

２　床面�

３　床面�

４　床面�

８　床面�

５　床面�

６　床面�

７　Î３�

10　Î１�

12　Î３�

11　炉前底部底面�

９　炉前底部底面�
０� 10㎝�

（2／5）

図１０４　２５号住居跡出土遺物∏
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　ま と め

　本遺構は，段丘平坦面の南西端で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。放射状に倒れ込んだ

炭化材や焼土塊が床上から発見され，火災住居跡であることが判明した。炉の構造は，石組部と前

庭部で構成される複式炉である。時期は，大木９式期の古い段階と判断している。　  （菅　原）

２６号 住 居 跡　ＳＩ２６

　遺　　構　（図１０６・１０７，写真１４７～１５２）

　本遺構は，段丘平坦面の南西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。南北に連なる５軒の

最大長：5.8⁄　重　量：31.2Á�
最大幅：4.7⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：1.5⁄�

最大長：13.0⁄　重　量：570Á�
最大幅：　7.9⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：　3.6⁄�

13　床面直上�

14　床面�

12　Î１�
11　Î１�

10　Î３�
９　Î３�

６　Î３�

７　Î１�
８　Î３�

５　Î１�

４　床面�

１　床面�

２　Î３�

３　火災層�

０� 10⁄�
（1／4）�

０� 10⁄�

（2／5）�

０� ５⁄�

（2／3）�

図１０５　２５号住居跡出土遺物π
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住居跡のうち，北から２軒目にあたるもので，重複する遺構との関係は，北側の２７号住居跡と南側

の７号住居跡に切られている。Ｆ８グリッドに位置しており，検出面はＬⅤ上面である。

　住居内堆積土は，６層に分層されている。土層断面は，それらが周壁側から順次流入していった様

子を示しており，自然堆積土と考えられる。Î１は，竪穴上部の暗褐色土である。少量の炭化物を含

有している。Î２～５は，周壁側から斜めに堆積したもので，下層に向かうほど色調が明るくなる傾

向が認められる。各層の特徴をみていくと，Î２は，黒褐色を呈し，少量の炭化物を含有している。

Î３は，暗褐色を呈し，多量の褐色粘土粒を含有している。Î４は，にぶい黄褐色を呈し，少量の炭

化物と多量の暗褐色粘土粒を含有している。Î５は，少量の暗褐色粘土粒を含有する褐色土である。

　本住居跡の平面プランは，長楕円形を呈しており，炉の主軸方向が長い。規模は，長軸５．１２ｍ，

短軸２．８３ｍ以上（推定３．３５ｍ）を測り，中型である。周壁は残りが良く，２４～３４㎝の高さがあって，

直立している。壁溝がその直下に巡っており，炉と接する部分の他は，検出範囲で途切れる箇所は

みられなかった。壁溝は，内部がÎ６の人為堆積土で埋まっており，底面の凹凸が著しい。

　本住居跡の炉は，石組部と前庭部で構成される複式炉である。縁石はほとんど残っていなかった

が，周壁の残り具合をみると，撹乱でとばされたとは考えられず，住居廃絶時に抜かれたと推定さ

　26号住居跡堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（炭化物少量含む）��
２　黒褐色土　10ＹＲ3/2（炭化物少量含む）��
３　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色粘土粒多量含む）��
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（炭化物少量，暗褐色粘土粒多量含む）��
５　褐色土　10ＹＲ4/4（暗褐色粘土粒少量含む）��
６　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4（炭化物・焼土粒少量含む）�

　Ｐ１堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5～1㎝の褐色土塊少量，�
　　　　　　　　　　　　　炭化物粒微量含む）�
　Ｐ２堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/6（炭化物粒微量含む）�
２　明褐色土　7.5ＹＲ5/8�
�

　Ｐ３堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（1㎝の明褐色土塊少量，�
　　　　　　　　　　　　　炭化物粒微量含む）��
　Ｐ４堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/6（炭化物粒・炭化物微量含む）�
２　褐色土　7.5ＹＲ4/6（2～3㎝の明褐色土塊多量含む）�
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れる。真上から見た状態は，細長い平面プランを呈しており，楕円形の竪穴主軸と合致している。

計測値を示しておくと，石組部は，主軸長１２７㎝，中央幅８７㎝，床面からの深さ１０㎝，前庭部は，

主軸長１３８㎝，中央幅１０７㎝である。縁石は，石組部と前庭部の境に３個，前庭部に１個残っている

だけで，配列の特徴が不明である。また，前庭部の底面は，周壁側でレベルが急激に下がっていき，

壁がオーバーハングしている。

　本住居跡では，４基のピットが検出され，このうち，Ｐ１・２・４の３個が柱穴と考えられる。

径１０～１８㎝の円形で，分布が壁溝付近に集中しており，床面からの深さは，１３～２１㎝を測る。Ｐ３

は，それらに比べてやや大きい。底面の最深部が片隅に寄り，位置が竪穴中央に寄っている。

　遺　　物　（図１０８，写真２５０・２７８）

　遺物は縄文土器片２６６点，石器２１点が出土した。内訳は，縄文土器が口縁部片２１点，胴部片２３６点，

底部片９点，石器が二次加工のあるR片１点，R片１３点，石核２点，砕片２点，磨石１点，不明２

点である。

　図１０８－１～９は，縄文土器片である。１は口縁部片で，隆帯による渦巻文と楕円形区画文が描

かれ，上端に沈線が巡る。２はキャリパー形を呈する。文様構成は，口縁部が隆帯と沈線による渦

巻文・楕円形区画文，胴部が沈線による上端の開いた楕円形区画文となる。３は頸部に２条単位の
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26号住居跡炉�

　炉堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
　　（炭化物少量含む）��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4�
　　（焼土・炭化物多量含む）��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3��
４　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2�
　　（暗褐色土粒少量含む）��
５　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
　　（明黄褐色粘土粒多量，炭化物少量含む）�
６　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2

図１０７　２６号住居跡炉
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沈線が巡り，胴部に垂下沈線と楕円形区画文が見られる。４は粘土紐貼り付けの隆帯で，口縁部に

渦巻文が配されている。５は隆帯で十字に交差する部分に突起が付けられ，その中央に円孔がうが

たれている。６は３条単位の沈線が縦位に垂下する。７は，頸部がくびれず，胴部から口縁部まで

そのままなだらかに立ち上がる器形を呈する。文様構成は，口縁部が無文で，胴部に楕円形区画文

が展開する。８は口縁部が短く内傾し，２段の列点刺突文の下に，細かな撚糸文が施されている。

内面にコゲの付着が著しい。９はミニチュアである。縦長の楕円形区画文が配され，胴部中位に突

起が付けられている。図１０８－１０・１１は石器である。１０はR片で，折れている。１１は磨石であり，

側面に敲打痕，中央にくぼみが観察され，多目的に使用されたことがうかがえる。

　ま と め

　本遺構は，段丘平坦面の南西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。長楕円形の平面プラ

ンを呈しており，内部の複式炉もこれに併せて細長い構造であった。縁石は，廃絶時に抜かれたと

推定される。時期は，大木９式期と考えている。　  （菅　原）

１　炉石組部Î２�

４　Î１�

２　Î１�

５　Î１�

３　Î２�

６　Î１�

７　Î１�
８　Î１�

９　Î１� 10　Î１�

11　Î１�

０� 10㎝�

（2／5）�

０� ６㎝�
（1／4）�

０� ３㎝�

（2／3）�
０� 10㎝�

（1／4）�

底径：3.8⁄�
器高：8.5⁄�

最大長：〔1.6〕⁄　重　量：2.1Á�
最大幅：〔2.3〕⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：  0.7  ⁄�

最大長：  9.2  ⁄　重　量：389Á�
最大幅：〔8.2〕⁄　石　質：アプライト�
最大厚：  3.9  ⁄�

図１０８　２６号住居跡出土遺物
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２７号 住 居 跡　ＳＩ２７

　遺　　構　（図１０９・１１０，写真１５３～１５８）

　本遺構は，段丘平坦面の南西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。Ｆ８・９グリッドに

位置しており，ＬⅤから検出された。

　本住居跡は，検出状態で炉の縁石が頭を出しており，床はほとんど露出していた。とくに，２６号

住居跡と重複するあたりは，削平が著しく，図１０９に示したこの部分の周壁は少し無理に引いたき

らいがある。実際の位置は，もっと外側であったかもしれない。なお，この２６号住居跡との関係は，

本住居跡が２６号住居跡により切られていることが判明している。

　住居内堆積土は２層に分けた。いずれも自然流入土と考えられる。Î１はにぶい黄褐色土で，少

量の炭化物を含有し，Î２は灰黄褐色土で，西周壁側に堆積している。

　本住居跡の平面プランは円形基調を呈しており，炉の主軸方向で３．４１ｍ，それの直交方向で３．６９

ｍを測る。ただ，前述の理由から，炉の主軸方向はさらに数値を上乗せして考えた方が良いと思わ

れる。床は踏み締まっており，光沢があった。住居規模が小さいことに比例してか，壁溝・柱穴は

認められない。

　本住居跡の炉は，石組部と前庭部で構成される複式炉である。土器埋設部が設けられず，石組部

底面に敷石の施されていない

点が，特徴的である。さらに

炉の主軸延長には，薄い焼土

面が形成されている。遺存状

態は良好であった。

　炉の平面プランは幅広で，

裾が広がっており，古段階の

複式炉と考えられる隣接の２６

号住居跡のものとは，対照的

な特徴が指摘できる。また，

石組部の縁石は，板状の石材

が垂直に据えられている。計

測値は，石組部が主軸長９２㎝，

中央幅６０㎝，床面からの深さ

２５㎝，前庭部が主軸長６８㎝，

中央幅９２㎝，床面からの深さ

１１㎝である。石組部底面は，

奥壁側に偏って酸化しており，図１０９　２７号住居跡
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１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3（炭化物少量含む）��
２　灰黄褐色土　10ＹＲ5/2



１４７

第２節　竪 穴 住 居 跡

施設内部における使用痕跡の違いが顕著であった。また前庭部は，床と同じ状態で硬い踏み締まり

が認められた。

　遺　　物　（図１１０，写真２７８）

　遺物は縄文土器片３３点が出土した。内訳は口縁部片１点，胴部片３２点である。５点を図示した。

　図１１０－１は，隆帯と沈線で，楕円形区画文の描かれた口縁部片である。２は沈線による楕円形

区画文が認められる。３は口縁部に隆帯と沈線による渦巻文，胴部に沈線による楕円形区画文が観

察される。４は横位と縦位の沈線が見られるが，文様展開は判然としない。５は縦位の沈線が施文

されている。
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　炉堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3��
２　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2（暗褐色土粒少量含む）��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（明褐色土粒多量，焼土・炭化物少量含む）��
４　褐色土　10ＹＲ4/4��
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図１１０　２７号住居跡炉，出土遺物
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　ま と め

　本遺構は，段丘平坦面の南西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。検出状態で床面が露

出していたが，炉の遺存状態は良好だった。構造は，石組部と前庭部で構成される複式炉である。

細部の特徴から，このタイプの中でも後出的な位置付けが与えられ，十分ではないが，出土遺物で

もこの見方が裏付けられた。時期は，大木９式期と考えられる。　  （菅　原）

２８号 住 居 跡　ＳＩ２８　

　遺　　構　（図１１１・１１２，写真１５９～１６６）

　本遺構は，段丘平坦面の西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。Ｆ９グリッドに位置し

ており，ＬⅤから検出された。重複遺構との関係は，２１号住居跡と７８号土坑に切られ，さらに大き
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１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（炭化物，焼土多量含む）�

　Ｐ１堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（炭化物少量，暗褐色土粒多量含む）��
　Ｐ２堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（炭化物少量含む）��
　Ｐ３堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（炭化物，焼土少量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3

　Ｐ４堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（明褐色土粘土粒多量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（炭化物少量含む）��
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１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（炭化物少量含む）��
　Ｐ７堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（炭化物少量，焼土少量含む）�

図１１１　２８号住居跡
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な風倒木痕にも遺構は破壊されている。このため，調査できたのは，床面積の約半分でしかない。

ただ，埋設土器を伴うタイプとしては，今回調査した住居跡の中で最も遺存状態の良い石囲炉が検

出され，その具体的構造が明らかになった。これが，本住居跡の最大の成果であろう。

　本住居跡は上部削平が著しく，薄い堆積土しか残っていなかった。住居内堆積土は２層に分層さ

れており，どちらもにぶい黄褐色土である。なお，検出状態で，炭化物と多量の焼土がÎ２で見ら

れ，本住居跡は火災住居跡ではないかと推定したが，床面の状態では，そのような見方を裏付ける

所見は得られなかった。

　本住居跡の平面プランは円形基調を呈しており，遺存長は，炉の主軸方向で３．１５ｍ，その直交方

向で５．０１ｍを測る。床は検出面と同じＬⅤであり，硬く踏み締まっていたが，北西部分に関しては，

風倒木痕のボソボソした黒色土が床であった。そのため，壁溝はこの部分がはっきりせず，東周壁

側だけで検出されている。壁溝は，底面の凹凸が著しく，堆積土は住居内堆積土とはっきり区別さ

れることから，壁材を据えるための掘形と考えている。

　本住居跡の炉は，埋設土器を伴った石囲炉である。平面プランは，整美な分銅形を呈しており，

その頂点部分に土器が埋設されている。計測値は，主軸長１５７㎝，中央幅６２㎝（推定７５㎝），床面から

の深さ１２㎝を測る。

　炉内堆積土は，５層に分層され，このうちÎ１～４は，住居廃絶後の自然流入土と考えられる。

色調は下層ほど暗く，多量の炭化物・焼土を含有する傾向が認められる。Î５は，縁石を据えるた

めの掘形埋土である。暗褐色を呈し，微量の褐色土塊を含有している。

　埋設土器は縁石と密着し，口縁部を火床面に向けた状態で，斜めに据えられていた。器種は，底

部の抜かれた深鉢である。縁石は，内側に細長い石，外側に小さな石が二重に巡らされ，埋設土器

と接する部分に関しては，外側にも細長い石が使用されている。このことは，底面の酸化状態が埋

設土器側に偏っていることと関連しているように思われる。つまり，その部分の火の使用頻度の高

さを考慮して厳重な縁石を行なったのであろう。なお，酸化の範囲は，炉の外側まで及んでいた。

　本住居跡では，炉を囲むような分布状況で，７基のピットが検出されている。いずれも円形を呈

し，柱穴と考えられる。大きさで分けると，Ｐ５を除く６基のピットが，径２２～２５㎝で類似する。

そのなかでも，Ｐ４は，深さ５３㎝で最もしっかりしており，柱痕跡も確認されている。残るＰ５は，

他に比べてやや大型で，径４５㎝，深さ４４㎝の柱穴である。

　遺　　物　（図１１２，写真２５０・２７８）

　遺物は縄文土器片４７点が出土した。堆積土が薄いために数は少ない。ここでは，３点を図示した。

　図１１２－１は炉埋設土器である。キャリパー形を呈し，胴部下半は抜かれている。内面は，器壁

が所々Rがれており，使用痕跡が著しい。文様構成は，口縁部が隆帯と沈線による渦巻文・楕円形

区画文，胴部が３条単位の沈線による平行沈線が頸部に巡り，そこから胴部に同じ単位の平行沈線

が垂下する。２は沈線による楕円形区画文が展開するとみられるが，判然としない。３は底部付近

の資料である。２条ないし３条単位の沈線が垂下する。
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　ま と め

　本遺構は，段丘平坦面の西部に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。埋設土器を伴うタイプと

しては，最も遺存状態に恵まれた石囲炉が検出され，詳細な観察を行うことができた。被熱痕跡に

着目すると，埋設土器側に偏っており，施設内部における使用状況の違いが明確だった点が注目さ

れる。本住居跡が営まれたのは，埋設土器の特徴から大木８ｂ式期と考えられる。　  （菅　原）
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５　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5㎝の褐色土塊微量含む）�

28号住居跡炉�

図１１２　２８号住居跡炉，出土遺物
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２９号 住 居 跡　ＳＩ２９

　遺　　構　（図１１３，写真１６７・１６８）

　本遺構は調査区北西部のＥ１１・１２グリッドに位置する。周辺の地形は平坦で，９・１０・１２号住居

跡が隣接している。その他，周辺には多数の土坑が密集している。

　本遺構は南側で２０号住居跡と重複するが，本住居跡の堆積土に含まれる暗褐色土の色調と木炭の

分布が２０号住居跡内では途切れるため，本遺構の方が古いと判断している。

　検出面はＬⅣ上面で，住居跡の西側は調査範囲から外れるため，東側部分のみの調査となった。

住居内堆積土は暗褐色土の単一層である。撹乱の影響を受けた箇所が見受けられるが，それ以外で

は異なる土が撹はんされたような状況は認めら

れないことから，自然堆積と判断している。

　本遺構の平面形は，調査区内の形状からは不

整な円形を呈すると推測される。規模について

は判然としないが，調査区内の南北長で最大

４．６ｍを測り，直径５ｍ程の住居跡であると推

測される。周壁は全体的に遺存状況が悪く，検

出面から床面までの深さは５㎝前後である。

　床面は基盤を構成するＬⅤ上面まで掘り下げ

て，ほぼ平坦に造られているが，撹乱などを多

く受けているため，遺存状況が悪い。また，床

面には踏み締まりが各所に見受けられる。

　本住居跡からは炉跡は検出されなかった。撹

乱がひどいが，調査区内には存在しないと考え

ている。その構築された位置については，東側

に隣接する１０号住居跡のように住居跡南西部と

推測している。また，壁溝・ピットなどの施設

も検出されなかった。

　遺　　物　（図１１３，写真２７８）

　遺物は縄文土器片３４点が出土している。縄文

土器片の内訳は口縁部片１点，胴部片３０点，底

部片３点である。ここでは，遺存がよく文様構

成がわかる縄文土器２点を図化した。

　図１１３－１は波状を呈する口縁部に沈線が巡

り，頂部では渦巻文が連結する。頸部には無文図１１３　２９号住居跡，出土遺物
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帯が認められる。胴部には曲流する２本の平行沈線が施されているが，渦巻文や円文になるかは判

然としない。２は平行する３本の沈線が横位に施されている。また，沈線間は磨り消されている。

　ま と め

　本遺構は調査区北西部に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。調査区外にも延びるため，今回

の調査では部分的な検出にとどまった。また，風倒木痕や基本土層のＬⅠによる撹乱を多く受けて

いるため，住居跡の構造については明らかにすることができなかった。本住居跡の時期については，

遺存が悪いため断定はできないが，出土した土器の特徴から大木８ｂ式期と考えている。　  （丹　治）

３０号 住 居 跡　ＳＩ３０

　遺　　構　（図１１４）

　本遺構はＨ８・９グリッドにまたがって位置している。本遺構は５号住居跡床面検出時に，一回

り小さな壁溝の輪郭として検出された。５号住居跡の堆積土上面で本遺構の輪郭が確認できなかっ

たことから，本遺構のほうが古いと判断した。

　本遺構の堆積土及び周壁は３０号住居跡を構築した際に取り払われており，遺存していなかった。

住居跡の平面形は，壁溝の輪郭から推定している。それによると，南北に長い楕円形を呈していた

と思われる。規模は，長軸が６．３ｍ，南北が５．０ｍである。長軸方向はわずかに西に偏している。炉

跡は検出できなかった。５号住居跡の炉を構築した際に壊された可能性がある。また，５号住居跡

の炉には，新旧２段階があったことが明らかであり，古い段階の炉が本遺構に伴う可能性もあるが，

確認できなかった。

　壁溝は，部分的に途切れ，風倒木痕に壊されているものの，ほぼ全周している。壁溝は幅２０㎝前

後，底面からの深さが１０㎝で，断面形は「Ｕ」字状を呈している。また，北部に東西に伸びる溝が

検出された。幅２０㎝，深さ２０㎝で，断面形は箱形状である。堆積土が壁溝のものと酷似しているた

め，壁溝と同時に埋没したものと考えるが，具体的な機能は不明である。

　本遺構に伴うと考えたピットは７基である。そのうち，Ｐ２１は推定される炉に近接しており，ま

た断面形が皿状であることから，具体的な機能は不明であるが，柱穴ではないと考えられる。その

ほかのピットは主柱穴である可能性が高い。Ｐ１２とＰ２０は重複関係にあり，Ｐ１２のほうが新しいと

みられる。したがって，本遺構は，主柱１本の位置をずらして建て替えているものと考えられる。

長軸の方向を住居跡の主軸と考えると，主軸線を挟んでＰ１１とＰ１４，Ｐ１２ないしＰ２０とＰ１３が線対

称の位置にあることがわかる。Ｐ１７に対応する柱穴は検出されていないが，該当する位置には風倒

木痕があり，壊されたものとも考えられる。各柱穴間の距離は，Ｐ１４－Ｐ１３間が２．００ｍ，Ｐ１１－Ｐ

１２間が１．９０ｍ，Ｐ１１－Ｐ２０間が２．２０ｍと，ほぼ近似している。したがって，本遺構の主柱穴は，Ｐ

１１・１２ないしＰ２０・１３・１４・１７と未検出の１基の，計６基であったと考えられる。ただし，Ｐ１１・

Ｐ１４は５号住居跡の主柱穴である可能性もあり，その場合の本遺構の主柱穴は４基である。

　なお，本遺構に伴う遺物は出土しなかった。
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図１１４　３０号住居跡
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　ま と め

　本遺構は周壁が遺存していないが，壁溝の配置から推定して，南北に長い楕円形の平面形をもつ

竪穴住居跡である。本遺構に伴う炉跡は確認できなかった。本遺構は４本ないし６本の柱で上屋を

支える構造であったと考えている。遺物が出土していないため，時期を決定することは困難である

が，５号住居跡に壊されていることから，大木９式前半期以前の住居跡である。また，住居跡の構

造が本遺跡の他の遺構と類似することから，縄文時代中期後半に位置付けられよう。　  （轡　田）

３１号 住 居 跡　ＳＩ３１

　遺　　構　（図１１５・１１６，写真１６９～１７６）

　本遺構は，段丘平坦面の北斜面落ち際のＦ１２グリッドに営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。

あたり一帯には１号遺物包含層が形成されており，本住居跡はその下層で検出された遺構の１つで

ある。重複関係は，１０号住居跡と１９号住居跡に切られているが，本住居跡の方が他の遺構より深く

掘り込まれているため，全体の様子がとらえられている。このうち，１９号住居跡との切り合いでは，

石囲炉の変遷に関する貴重な所見が得られた。

　住居内堆積土は，５層に分かれた。土層断面の様子は，それらが自然為に周壁側から流入して

いったことを示している。Î１は，竪穴中央に皿状に堆積する極暗褐色土である。下層のÎ２も同

様の色調を呈しており，黒色土塊と焼土粒を含有しない点で，Î１と違っている。Î３は，少量の

暗褐色土塊を含有した明褐色土である。Î５は，北周壁付近のにぶい黄褐色土であり，多量の暗褐

色土塊を含有している。

　本住居跡の平面プランは，楕円形基調を呈し，その中央に竪穴主軸方向に沿った細長い石囲炉が

検出されている。後述するように，本住居跡は大木８ｂ式期に位置付けられるが，このような特徴

を備えた住居跡は，県内の当該期集落跡で普遍的に確認されている。規模は，主軸長６．２１ｍ，直交

方向４．９５ｍを測り，中型クラスである。周壁は残りが良く，２０㎝前後の高さを測る。

　本住居跡の床はＬⅤからなっており，周壁直下に壁溝が巡る。ただ，北東部の壁溝は断続的で，

さらに，その内側にも類似した状態の溝跡が「Ｕ」の字状に検出されている。視点を変えると，

ちょうど竪穴の平面プランがこの位置で膨らんでおり，両者には相関関係が指摘される。

　内側の溝跡の性格に関しては，拡幅前の住居跡に伴う壁溝と推定される。このことから，古い住

居跡は円形基調のプランで，炉の位置が北東に寄っていたことになる。柱穴も，建て替えを示すよ

うにほぼ同一地点で複数検出されている。

　本住居跡の石囲炉は，細長い隅丸長方形を呈し，上述のように竪穴中央に位置している。さらに，

北東側の主軸延長に焼土面が認められるが，これはごく弱いものであった。石囲炉の構造はいたっ

て単純で，埋設土器が無く，同じくらいの大きさの礫だけで縁石が配され，掘り込みが浅い。また，

底面の被熱痕跡も，全体に均一な状態で観察され，複式炉のように奥壁側が強く焼土化するような

状態は認められない。計測値は，主軸長１３２㎝，中央幅７０㎝，床面からの深さ５㎝を測る。
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図１１５　３１号住居跡∏
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　本住居跡の床面からは１１基

の柱穴と考えられるピットが

検出されており，平面図には，

さらに，最後に再検出したも

のを加えて掲載した。それら

の分布をみると，炉の中軸線

を挟んで左右対称の配列が確

認される。具体的には，南西

側のＰ９－Ｐ１０，北東側のＰ

１・２－Ｐ６・７である。

新・旧いずれの段階に伴う

ピットか不明なものもあり，

新旧の柱配列は不明である。

　遺　　物　（図１１７～１２１，写真

　　　　　　２５１・２７９～２８１・３０６）

　遺物は，縄文土器片６６２点，

石器１６点が出土した。内訳は，

縄文土器が口縁部片８０点，胴

部片５５６点，底部片２６点，石

器が石鏃１点，削器２点，石

皿１点，二次加工のあるR片

５点，R片５点，石核１点，

不明１点である。共伴資料を

含む４８点を図示した。

　図１１７－１は，正立した状

態で床に据えられていた深鉢

である。底部付近が抜かれているだけで，他は完存している。内面には，炉埋設土器のような被熱

R離が観察されず，同じ床に据えられた土器であっても機能は全く違っていたと推定される。器形

の特徴は，屈曲する胴部肩から，頸部で「く」の字状にくびれ，そこから口縁部が直線的に外傾す

る。口縁部は，４単位の波状口縁である。文様構成は，口縁部が粘土紐貼り付けの隆帯と沈線によ

る横走文，頸部から胴部にかけては，沈線による縦位の波状文とそこから肋骨状に展開する曲線文

からなる。なお，口縁部には，焼成前にうがたれた円孔が一箇所認められる。

　図１１７－２は，南西周壁付近の床で出土した口頸部である。輪切りにされたような状態で，この

部分だけ出土しており，１のように転用されていた可能性が考えられる。器形はキャリパー形を呈

図１１６　３１号住居跡π
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図１１７　３１号住居跡出土遺物∏

１　床面�

４　東周壁付近床面�
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図１１８　３１号住居跡出土遺物π
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図１１９　３１号住居跡出土遺物∫
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図１２０　３１号住居跡出土遺物ª
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し，隆帯と沈線で，正面を向く渦巻文と上を向く渦巻文が交互に４個ずつ配置されている。３は口

縁部が直立気味に立ち上がり，波頂部に隆帯と沈線による渦巻文，胴部に２条単位の隆帯と沈線に

よる渦巻文が配されている。４は，東周壁付近から出土した小型の深鉢である。底部付近を欠いて

いるが，他は完存している。胴部は縦に細長く，肩がなだらかである。口縁部下に粘土紐貼り付け

の隆帯が帯状に巡り，胴部に渦巻文・垂下沈線・垂下波状文が認められる。５は，球形に膨らむ胴

部片で，縦位の沈線と波状文が観察される。６・７はキャリパー形を呈しており，口縁部に隆帯と

沈線による渦巻文・楕円形区画文が見られる。胴部の残る６では，沈線による剣付渦巻文が観察さ

れる。８は，直立気味に立ち上がる口縁部片で，隆帯と沈線による渦巻文が認められる。

　図１１８－１はキャリパー形の深鉢になる。文様は，口縁部が隆帯と沈線による渦巻文・楕円形区

画文，胴部が渦巻文直下の垂下する沈線である。３も，同様の文様構成であろう。２・４～６は，

口縁部が軽く外傾ないし外反する器形の特徴を有する。２・５では頸部に３条単位の沈線が横走し，

図１２１　３１号住居跡出土遺物º
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２・６では胴部に３条単位の沈線が垂下する。４は，口唇に沈線が施されているだけで，遺存範囲

では胴部が無文である。７～１０は，中空突起をもつ口縁部片を一括した。７は列点刺突文が施され，

９・１０は上を向く渦巻文が配されている。１１～１５は，沈線による渦巻文の施文された胴部片である。

図１１９－１～９も，沈線文様の胴部片で，１～４・７・８には，渦巻文が見られる。

　図１２０－１～５は，両脇調整の隆帯で文様の描かれた資料を一括した。１・２・４は，胴部に曲

線文が，３・５は，渦巻文が認められる。５では，頸部に２段の円形刺突文も施文されている。６

～８は，櫛歯文の施文された土器である。６は頸部がくびれずに，外傾する胴部から内傾する口縁

部にそのままつながる。７は胴部，８は底部付近の破片である。９は浅鉢になる。頸部が強くくび

れ，口縁部が直線的に開いた器形を呈している。内外面はヘラミガキされ，他と異質な土器である。

１０～１２は，底部付近の資料をまとめた。１０は，３条単位の垂下する沈線が見られる。

　図１２１－１～６は，石器を掲載している。１は凹基無茎の石鏃である。２・３は削器であり，３

では入念な二次加工が加えられている。４・５は二次加工のあるR片である。６は石皿である。石

囲炉脇の床上に据えられた状態で出土した。

　ま と め

　本遺構は，１号遺物包含層の下層で検出された拡幅を伴う縄文時代の竪穴住居跡である。楕円形

の平面プランを有し，主軸中央に隅丸長方形の石囲炉を備えている。炉の構造は，埋設土器の伴わ

ない単純なもので，縁石の配列や底面の被熱状態の観察から，古い段階に位置付けられると思われる。

　本住居跡が営まれたのは，出土遺物の特徴から，大木８ｂ式期と考えられる。　  （菅　原）

３２号 住 居 跡　ＳＩ３２

　遺　　構　（図１２２，写真１７７・１７８）

　本遺構は，調査区段丘平坦面の南端で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。Ｆ７グリッドに

位置しており，ＬⅤで検出された。

　本住居跡は，南北に連なる５軒の住居跡のうち最も南に位置するもので，２５号住居跡に北西部を

破壊されている。炉はほとんど失われ，焼土面の一部が検出されたに過ぎず，遺構上部の削平も著

しかった。斜面下方側では，周壁がほとんど消失し，床の随所に木根が達していて，細部観察には

不向きな条件であった。壁高は，最大で８㎝である。

　住居内堆積土は，２層に分けた。Î１は，褐色土塊と炭化物粒を含有する暗褐色土である。Î２

は，やや明るい色調の褐色土であり，明褐色土塊・暗褐色土塊・焼土粒・炭化物粒を含有する。床

面は，周壁付近を除いて硬く踏み締まっていた。

　本住居跡の平面プランは，円形基調であったと推定される。しかし，遺構の破壊された面積が大

きいので，楕円形基調を呈していた可能性も残っている。規模は，南北４．３３ｍ，東西２．５３ｍ以上と

小型である。壁溝と柱穴は検出されていない。

　炉の痕跡と考えられる焼土面は，竪穴中央付近で検出されている。構造については，本住居跡が
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古い様相の複式炉を備えた２５

号住居跡に切られていること

から，石囲炉であった可能性

が指摘される。ただ，そうし

た場合，縁石は抜けたことに

なるが，肝心な部分が木根の

撹乱で壊されており，痕跡は

確認できなかった。

　遺　　物　（図１２３，写真２８１）

　遺物は縄文土器片１６点，石

器１点が出土した。内訳は口

縁部片１点，胴部片１５点，石

器がR片１点である。２点の

縄文土器を図示した。

　図１２２－１は，キャリパー

形の口縁部片である。隆帯と

沈線で，渦巻文・楕円形区画

文が描かれている。内面にコ

ゲの付着が見られる。２は，

胴部片である。隆帯と沈線で，

二重円文・横位の区画文が施

されている。

　ま と め

　本住居跡は，段丘平坦面の

南端で検出された縄文時代の

竪穴住居跡である。重複遺構で炉はほとんど壊されていたが，石囲炉であったと推定される。本住

居跡が営まれたのは，大木８ｂ式期と考えられる。　  （菅　原）

３３号 住 居 跡　ＳＩ３３

　遺　　構　（図１２３・１２４，写真１７９・１８０）

　本遺構は，調査区段丘平坦面の北西部で検出された縄文時代の竪穴住居跡である。Ｇ１０とＧ１０グ

リッドにまたがっている。

　本住居跡は，段丘平坦面の調査がおおむね終了し，検出面を一段掘り下げて最終的な遺構確認を

行っている段階で検出した。

図１２２　３２号住居跡，出土遺物
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　周辺は風倒木痕の重複が著

しいところで，まさかこのよ

うな場所に住居跡があるとは

思っていなかった。本遺構も，

風倒木痕上に営まれている。

　検出の端緒は，複数の石と

縄文土器片が楕円形に並べら

れた状態の一画が発見され，

炉ではないかと気が付いた。

そこで周辺を精査してみると，

すぐ東側にも，周囲を複数の石で囲まれた焼土面が検出され，さらに，床の踏み締まりらしき硬化

面が２点鎖線で示した範囲に観察された。既に，周壁は失われていたが，このような所見から，調

査の最終段階で新しく住居跡を検出することとなった。

　なお，この２つの炉は，それぞれ別の住居跡に伴う可能性もあるが，切り合いがあるとすれば，

どちらかは遺存していないはずであり，同一住居に伴うものと判断している。したがって，本遺構

は，２つの石囲炉を有した南北２．６５ｍ以上，東西３．７３ｍ以上の住居跡である。

　炉は，西側のものを１号炉，南側のものを２号炉とした。以下，順に説明を加える。１号炉の平

面プランは，整った楕円形を呈し，規模は主軸長６５㎝，中央幅４２㎝を測る。底面の深さは６㎝であ

る。主軸方向は南北を向き，上述したように，構築材の一部に縄文土器片を転用している。器種は，

深鉢の口縁部片である。この石囲炉は，底面に明確な被熱痕跡が確認されず，使用期間は短かった

と推定される。

　一方２号炉は，既に動いてしまった縁石が多く，正確な規模と平面プランはとらえることができ

なかった。主軸方向は東西を向いており，１号炉と直交する。遺存値は，主軸長１０２㎝以上，幅５５

㎝以上，底面の深さ４㎝である。こちらの石囲炉は，底面の焼土化が著しいので，使用期間が長

かったようである。

　遺　　物　（図１２４，写真２５１・２８１）

　遺物は縄文土器片３３点，石器１０点が出土した。内訳は，縄文土器が口縁部片３点，胴部片２７点，

底部片２点，石器が二次加工のあるR片３点，R片７点である。３点を図示した。

　図１２４－１は，１号炉埋設土器である。器形はキャリパー形を呈し，口傾部の２分の１が遺存し

ている。文様構成は，口縁部に隆帯で渦巻文・楕円形区画文が描かれ，楕円形区画文は内部に刺突

が加えられている。胴部は磨消手法を伴う垂下沈線が見られ，３は，その同一個体である。

　図１２４－２は，床出土のキャリパー形深鉢である。口縁部は細い粘土紐貼り付けの隆帯で，渦巻

文と楕円形区画文，胴部は横位平行沈線の下に，沈線で剣付渦巻文が施されている。

図１２３　３３号住居跡
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第２節　竪 穴 住 居 跡

　ま と め

　本住居跡は，風倒木痕上に営まれた縄文時代の竪穴住居跡である。調査の最終段階で，検出面を

だめ押しした際に検出しており，プランは確認できていない。石囲炉が２つ設けられており，片方

には構築材の一部に縄文土器片が転用されていた。

　時期は共伴遺物の特徴から，大木８ｂ～９式期と考えられる。　  （菅　原）

図１２４　３３号住居跡１・２号炉，出土遺物
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第２章　遺 構 と 遺 物

第３節　土　　　　　坑

　本遺跡では１００基の土坑が検出されている。大部分は縄文時代中期に属するものと考えられ，わ

ずかに平安時代の土坑も見られる。土坑の分布を見てみると，調査区南東部において密に分布して

いる。調査区中央部や北西部にも土坑が集中しているが，南東部ほどではなく，規模も小さなもの

が多い。南西部には住居跡が密集しているが，土坑はほとんど検出されていない。

　本節では土坑を形態によって分類し，分類にしたがって報告する。個々の土坑については，必要

に応じて取り上げるにとどめる。土坑の位置や規模，重複関係，土坑から出土した遺物の出土数な

どは土坑観察表に掲載した。土坑観察表では，次の各項目について記述している。

番　　号　　調査時に付した土坑の通し番号。１～１００番までの番号を付した。

グリッド　　土坑のおおよその位置を示すためにグリッド番号を使用した。

形　　態　　検出面と底面について，それぞれの平面形と規模，断面形，深さを記述した。

形態の記述は，崩落土の有無などから，廃絶直後の形態を推測し，記述している。

なお形態で，土坑の遺存率が低いため確実ではないが，推測できるものについて

は，（かっこ）を付けて記述している。

・平面形は次のように分類した。

円形・楕円形　楕円形は長径が短径の１．２倍以上あるもの

方形・長方形　長方形は長軸が短軸の１．２倍以上あるもの

不整形　上記の分類に当てはまらないもの

・断面形は次のように分類した。

袋状　　　周壁が内傾しているもの

筒形状　　周壁の立ち上がりが垂直に近いもの

台形状　　周壁の立ち上がりが急斜度なもの

皿状　　　周壁の立ち上がりが緩やかなもの

※規模の単位は㎝である。

重複関係　　報告する土坑と重複する遺構を記した。報告遺構よりも新しいものを「＜新しい

遺構」，報告遺構よりも古いものを「＞古い遺構」のように記している。

堆積状況　　土坑がどのように埋没したのかを，基本的に調査時の所見をもとに記述した。基

本的には人為堆積と自然堆積に２分されるが，中には上層と下層で堆積状況が異

なるものもあり，その場合は「下層の堆積状況→上層の堆積状況」のように記し

た。堆積状況は，土層断面の形状と土層中の土の塊などをもとに判断した。堆積

土がおおよそレンズ状に堆積しているものは，周囲からの流入や周壁の崩落など

が考えられることから，自然堆積の可能性が高いと判断した。ただし，この場合
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第３節　土　　　　　坑

単位：㎝，（推定される形状），＞古い遺構，＜新しい遺構　表３　土坑観察表∏

類型備　　　考出土遺物
堆　積
状　況

重複
関係

形　　　　　　態

グリッド
土坑
番号 深さ断面形

底　　　　面検　出　面

短径長径平面形短径長径平面形

Ｂ２ａ壁が焼けている縄文２，
石器１２８台形状１００１３５長方形１１７１４８長方形Ｈ８１

Ｂ２ａ壁が焼けている２７台形状７４１１４長方形８０１３６長方形Ｈ８２

Ａ２ｄ自然１５皿状４９５０円形６３６５円形Ｊ８３

Ａ２ｂ縄文６自然３０筒形状８５９５円形１１２１１８円形Ｊ８４

Ｃ自然４３筒形状５３８２楕円形８７１６２長方形Ｊ９５

Ａ１ｂ底面付近で礫出土人為４１筒形状８８９８円形１１６１２８円形Ｊ８６

Ｃ堆積土中で礫出土人為４８台形状３６６４楕円形８６１４４不整形Ｉ７／Ｊ７７

Ｃ縄文１３人為６４袋状１１６１５１楕円形１２０１３０円形Ｉ７８

Ａ２ａ底面にピット縄文４，
石器１自然４８袋状７０９０円形６９８０円形Ｆ１１９

Ａ１ｃ土器多数出土縄文８６７人為７４台形状１２５１４４円形２０７２１４円形Ｉ８／Ｊ８１０

Ａ１ａ底面付近で礫出土縄文２０自然＞ＳＫ１３６６袋状１３０１４０円形１３７１３８円形Ｊ７１１

Ａ１ｃ堆積土より縄文土器
正位で出土縄文６００人為＜ＳＫ１３７５台形状１６２１７５円形１９４２０８円形Ｉ７／Ｊ７１２

Ａ１ｃ縄文１１１６，
石器４人為＜ＳＫ１１，

＞ＳＫ１２８１台形状２１６２２０円形２６３２９２円形Ｉ７／Ｊ７１３

Ｂ２ｂ縄文６２人為３５台形状７５９８長方形８５１０７長方形Ｇ８１４

Ａ１ｂ底面付近で礫出土縄文１０１自然＞ＳＫ７０，
＞ＳＫ６９１０３筒形状１２１１３５円形１４２１４６円形Ｊ７１５

Ａ１ｃ縄文４５６１筒形状１１３１２２円形１３２１５０円形Ｇ１０１６

Ａ２ｃ縄文３７，
石器３自然２１台形状７０７９円形８９９４円形Ｇ１０１７

Ｂ２ａ壁が焼けている６台形状７０２９２長方形８０２９９長方形Ｋ８・９／
Ｌ８・９　１８

Ａ１ｄ縄文４００，
石器６自然７１皿状５７１７９不整形２７４２８１円形Ｆ１１１９

Ａ１ａ底面付近で礫出土縄文１０人為＞ＳＫ５９７０袋状９７１００円形１４２１４５円形Ｋ８２０

Ａ１ｃ底面付近で礫出土人為５０台形状１２３１３０円形１５４１５６円形Ｌ８２１

Ａ１ｃ自然４３台形状１０５１２８楕円形１４７１５５円形Ｋ８２２

Ａ１ｃ縄文５人為７６台形状１２５１３５円形１７０１７５円形Ｌ８２３

Ａ１ａ自然→
人為＞ＳＫ７４１３０袋状１４０１４４円形１５２１６２円形Ｋ８２４

Ａ１ｃ人為７６台形状１３２１５０円形１６５１７３円形Ｊ８２５

Ａ２ｄ縄文１７自然＜ＳＩ１０２５皿状－８５（楕円形）－１０２（楕円形）Ｆ１１２６

Ａ１ｃ自然＜ＳＩ９１７台形状１０４１４０（楕円形）１２０１４８（楕円形）Ｅ１２２７

Ａ１ａ縄文１２自然→
人為１３１袋状１７０１７０円形２１９２３２円形Ｋ８・９２８

Ｂ２ａ壁が焼けている自然２３台形状６４８１長方形７９９６長方形Ｅ１１２９

Ａ１ｃ縄文１０自然３６台形状１０５１２６楕円形１１６１４２楕円形Ｆ１２３０

Ｂ１縄文６４人為１００台形状６８１３８長方形９８１８５長方形Ｈ９３１

Ａ１ｃ縄文２自然２１台形状１０８１５１楕円形１３０１７２楕円形Ｉ９３２

Ａ１ｃ３９台形状９３１００円形１１３１２６円形Ｇ９／Ｈ９３３

Ａ２ｃ自然＞ＳＫ７３３７台形状８０８６円形１０６１０９円形Ｈ９３４

Ａ１ｃ縄文１５，
石器１人為５５台形状１４５１７５円形１８２２００円形Ｉ９３５

Ａ１ｂ不明＞ＳＩ１７６２筒形状１００１０４円形１２６１３０円形Ｆ９・１０３６

Ａ１ｃ縄文１３自然１０台形状１０８１１０円形１１５１２３円形Ｅ１１３７

Ａ２ｃ縄文４自然２６台形状５６６８円形７８９４円形Ｅ１１３８

Ａ１ｃ自然２６台形状７８１２２楕円形１０２１４５楕円形Ｆ１２３９

Ａ１ｃ縄文１２自然＞ＳＫ７３４７台形状１３９１４５円形１６８１７２円形Ｈ９４０

Ａ２ｃ自然１４台形状５８６４円形７２７６円形Ｉ９４１

Ａ２ｃ自然＞ＳＫ７３２９台形状３０４０楕円形６８７６円形Ｈ９４２

Ａ１ａ縄文３１，
石器２

自然→
人為＞ＳＫ７６１２１袋状１３９１６０円形２２０２２７円形Ｋ８・９４３

Ｂ２ｂ縄文４５人為→
自然＞ＳＫ８７２８台形状７５２１０長方形９８２２５長方形Ｅ１２４４

Ａ１ｃ縄文７９人為＞ＳＫ６３６５台形状１９５（円形）１６５（円形）Ｉ８・９４５

Ａ１ｃ
縄文４９，
土師器１，
石器１

自然＞ＳＫ７１５２台形状１１６１２４円形１４５１４７円形Ｋ８４６

Ａ１ａ人為＞ＳＫ７４１１０袋状１４５１６５円形１６０１６７円形Ｋ７・８４７

Ａ２ａ人為２７袋状５７（楕円形）６２（楕円形）Ｈ１０４８

Ａ２ａ縄文１６人為３３袋状７２７２円形８６８７円形Ｈ１０／
Ｉ １０　４９

Ａ２ｄ自然１０皿状６０７０円形８４８６円形Ｈ１０／
Ｉ １０　５０
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第２章　遺 構 と 遺 物

単位：㎝，（推定される形状），＞古い遺構，＜新しい遺構　表４　土坑観察表π

類型備　　　考出土遺物
堆　積
状　況

重複
関係

形　　　　　　態

グリッド
土坑
番号 深さ断面形

底　　　　面検　出　面

短径長径平面形短径長径平面形

Ａ２ａ縄文３６人為５３袋状１０４１０９円形７４８２円形Ｉ１０５１

Ａ２ａ人為３７袋状１１６１１９円形８４１０７楕円形Ｉ１０５２

Ａ２ｃ自然２６台形状４５５０円形５７６７円形Ｅ１１５３

Ａ２ｃ自然３２台形状６０６０円形８０８２円形Ｋ９５４

Ａ１ｃ自然５４台形状１２５－（楕円形）１５７－（楕円形）Ｋ８５５

Ａ２ｂ不明→
自然５０筒形状６５６５円形８２１００楕円形Ｅ１２５６

Ａ２ｄ自然１５皿状６１８０（楕円形）７０７８（楕円形）Ｅ１１５７

Ａ２ｃ自然２８台形状８６８９円形１０９１０９円形Ｊ７／Ｋ７５８

Ｃ縄文１６人為＜ＳＫ２０８５筒形状５０１００（長方形）－２４０（楕円形）Ｋ８５９

Ａ１ｂ縄文１０人為
＜ＳＩ３，
＞ＳＫ８９，
＞ＳＫ７５

１１４筒形状１１０１３２楕円形１５０１６４円形Ｊ８／Ｋ８６０

Ａ２ｂ自然＞ＳＩ２０１９筒形状６７７５円形７４８３円形Ｅ１１６１

Ａ２ｃ自然→
不明３９台形状５３５７円形５４６６楕円形Ｆ１０６２

Ａ１ｃ縄文５自然＜ＳＫ４５２８（台形状）－２０８（楕円形）－２３６（楕円形）Ｉ８・９６３

Ａ１ｃ縄文２人為２２台形状－１６０（円形）－１８５（円形）Ｉ９６４

Ａ２ｃ人為４５台形状７８８５円形１１５１１６円形Ｉ９６５

Ａ１ｃ自然５７台形状１００１０１円形１３２１４０円形Ｌ８６６

Ａ２ｄ自然＞ＳＩ２０１９皿状４０５９楕円形５４７０楕円形Ｅ１１６７

Ａ１ｃ自然＞ＳＫ９１２５台形状１１０１１４円形１２８１３０円形Ｋ９６８

Ａ１ｂ縄文６人為＜ＳＫ１５９７筒形状１２０１４０円形－１８５楕円形Ｊ７・８６９

Ａ１ｂ縄文６自然＜ＳＫ１５９２筒形状－１３７（円形）－１９８（円形）Ｊ７７０

Ａ１ｃ縄文７人為＜ＳＫ４５５０台形状－１２５（円形）－１６２（円形）Ｋ８７１

Ａ１ｃ縄文１１自然５０台形状－１７７（円形）－２００（円形）Ｊ９７２

Ｃ縄文２人為
＜ＳＫ３４，
＜ＳＫ４０，
＜ＳＫ４２

６０台形状－３２０（円形）－３６０（円形）Ｈ９／Ｉ９７３

Ａ１ｂ縄文１９人為＜ＳＫ２４，
＜ＳＫ４７８２筒形状－１４２（円形）－１５４（円形）Ｋ７・８７４

Ａ１ｂ縄文１人為＜ＳＫ８９，
＜ＳＫ６０７１筒形状－９２（円形）－１１２（円形）Ｊ８／Ｋ８７５

Ａ１ｃ＜ＳＫ４３２４（台形状）－２００（円形）－２２０（円形）Ｋ８・９７６

Ａ２ｂ縄文６自然４３筒形状８０１０１円形１００１１３円形Ｆ１１７７

Ｂ２ａ＞ＳＩ２８２０台形状８０１１３長方形９３１２６長方形Ｆ９７８

Ａ２ａ縄文４３人為３５袋状７２８５円形９１９４円形Ｈ１０７９

Ａ２ａ縄文９人為５０袋状９０９８円形１０８１１８円形Ｈ１０８０

Ａ２ａ縄文３２，
石器１自然７５袋状７０７８円形７８８５円形Ｈ１０／

Ｉ１０　８１

Ｃ自然３６皿状７６９８楕円形１３３２０６楕円形Ｈ１０８２

Ａ２ｃ自然２０台形状４５６５楕円形６５８４楕円形Ｈ１０・１１８３

Ａ１ｃ自然１９台形状８３－（楕円形）１１２－（楕円形）Ｈ１１８４

Ａ２ｄ自然＜ＳＩ１２１５皿状－７４（円形）－８１（円形）Ｆ１１８５

Ａ２ｃ自然３８台形状７２８８楕円形１０５１０９円形Ｈ１０８６

Ｃ縄文４６自然＜ＳＫ４４５１台形状１２４１５５楕円形１６５１９２（楕円形）Ｅ１２８７

Ａ２ｄ自然＜ＳＩ２２３２皿状－６６（円形）－８６（円形）Ｆ１０８８

Ａ１ｃ自然
＞ＳＫ７５，
＜ＳＫ６０，
＜ＳＩ３

６５台形状－１２２（円形）－１３５（円形）Ｊ８／Ｋ８８９

Ａ１ｃ７６台形状１２７１４５円形１６６１８５円形Ｆ１０９０

Ａ１ａ人為＜ＳＫ６８５２袋状１４９１６０円形１６３１８３円形Ｋ９９１

Ｃ人為３５台形状７０８６楕円形１００１０８円形Ｇ１０／Ｈ
１０９２

Ｃ縄文２自然３２台形状６１９８楕円形１００１２７楕円形Ｈ１０９３

Ｃ自然１７台形状７７１０５楕円形９６１２２楕円形Ｈ１０９４

Ｃ底面にピット人為６１皿状７０８０長方形１７５２４２楕円形Ｉ１０９５

Ａ１ｃ人為＜ＳＩ６６０台形状１４２１５４円形－２００（円形）Ｉ８／Ｊ８９６

Ａ１ｃ縄文１自然＜ＳＩ３４２台形状１０６１５３楕円形１３５１８０楕円形Ｊ７／Ｋ７９７

Ａ１ｃ自然＜ＳＩ１０１５台形状１１４１４０（楕円形）１２７１５０（楕円形）
Ｅ１１・１２
／Ｆ１１・
１２　　   

９８

Ａ２ｄ自然＜ＳＩ９２９皿状－９３（円形）－１０５（円形）Ｅ１２９９

Ａ１ｂ自然＜ＳＩ９５２筒形状１１５１１８円形１３５１３８円形Ｅ１２１００
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でも大きな土の塊が均一に見られるなど，自然に流入したとは考えにくいものに

関しては，人為堆積であろうと判断した。また，堆積土が１層のみで堆積状況が

不明なものについては，判断を留保し，空欄とした。

出土遺物　　土坑から出土した遺物の種類と破片点数を記した。

分　　類　　本遺跡で検出された土坑を，形態を主要な要素として分類した。分類の基準を以

下に示す。

Ａ　平面形が円形を基調とするもの

１　検出面での直径が１．２ｍ以上あるもの

ａ　断面形が袋状となっているもの

ｂ　断面形が筒形状となっているもの

ｃ　断面形が台形状となっているもの

ｄ　断面形が皿状となっているもの

２　検出面での直径が１．２ｍに満たないもの

ａ　断面形が袋状となっているもの

ｂ　断面形が筒形状となっているもの

ｃ　断面形が台形状となっているもの

ｄ　断面形が皿状となっているもの

Ｂ　平面形が方形を基調とするもの

１　深さが１ｍ以上あるもの

２　深さが１ｍに満たないもの

ａ　壁面に被熱の痕跡をもつもの

ｂ　壁面に被熱の痕跡をもたないもの

Ｃ　平面形が不整形なもの

Ａ１ａ類　（ＳＫ１１・２０・２４・２８・４３・４７・９１）

　遺　　構　（図１２６・１２９・１３０・１３２・１３３・１３９，写真１９１・１９８・２００・２０１・２０９・２１１・２３２）

　平面形が直径１．２ｍ以上の円形を基調とし，周壁がオーバーハングして立ち上がるもので，本分

類には７基が該当する。検出時には断面形が筒形状になっていたものでも，周壁の崩落を考慮した

結果，廃絶時には袋状であったと考えられるものは本類に含めた。いずれも底面に溝やピットなど

の付帯施設をもたない。

　本類の土坑は調査区南東端部，段丘平坦面外縁部の限られた地域に分布している。土坑密集地に

位置しているため土坑の重複は多いが，本分類に含まれる土坑同士の重複はない。土坑同士の重複

関係では，本類に属する土坑はＡ１ｂ類に属するものよりも新しく，Ａ１ｂ類→Ａ１ａ類と変遷し

ている可能性がある。
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　２４・２８・４３・４７・９１号土坑は，礫層まで掘り込んで底面を平坦にしている。検出時には断面形が

筒形状であったが，周壁の崩落を考慮すると，本来は上部がすぼまる袋状の土坑であったと考えら

れる。崩落しているのがＬⅤやＬⅤ上位の旧表土であり，すぼまっていたのはこの部分であった。

堆積土では，２４・２８・４３号土坑の堆積状況が類似している。いずれもＬⅤに由来する周壁崩落土が

認められ，周壁崩落以前に褐色土あるいは暗褐色土が堆積している。周壁が崩落した後の堆積は，

いずれも人為的に埋められたものと考えられる。

　４７・９１号土坑は，ＬⅤに由来する周壁の崩落土は検出されていないが，暗褐色土の旧表土に由来

する崩落土と考えられる土層が存在しており，周壁崩落以前に堆積した土層があることから，上述

した２４号土坑などと同様の堆積状況を示すものと判断した。堆積土上層は人為的に埋められてい

る。１１・２０号土坑は，ＬⅤを掘り込んで底面を平坦にしている。断面形はおおむね筒形状であるが，

下部がわずかに膨らんでいる。１１・２０号土坑は，自然に埋没したものと考えている。底面付近の堆

積土中でこぶし大～人頭大の礫が出土している。

　遺　　物　（図１４４・１５１，写真２８２・２８７）

　いずれも縄文土器であるが，小片であり，確実に土坑に伴うものはない。図１４４－１は１１号土坑

から出土した口縁部破片である。波状口縁で，口唇部が無文，口唇部直下から縄文を施している。

図１５１－３は２８号土坑から出土した胴部破片で，凹線で区画線を描き，外側を磨り消している。１１

は４３号土坑から出土した浅鉢の口縁部破片である。稜の発達した隆帯で横に展開する渦巻文と楕円

形区画文を施している。渦巻文は上下に２段施されている。楕円形区画の内部には，集合短沈線が

充填されている。外面にはススが，内面にはコゲが付着している。

　ま と め

　本類は，周壁の下部が膨らむ構造から貯蔵穴としての機能をもっていたと推定される。使用後，

深い土坑については人為的に埋めたと推察される例が多い。出土している遺物が大木８ｂ～９式期

のものに限られることから，所属時期は縄文時代中期と考えられる。土坑同士の重複関係から，本

類はＡ１ｂ類よりも新しいものである可能性が高い。

Ａ１ｂ類　（ＳＫ６・１５・３６・６０・６９・７０・７４・７５・１００）

　遺　　構　（図１２５・１２８・１３１・１３５～１３７・１４０，写真１８５・１９５・２０５・２１７・２２２・２２３・２２５・２３６）

　本分類は，平面形が直径１．２ｍ以上の円形を基調とし，周壁がほぼ垂直に立ち上がるものである。

完掘段階では土坑上部が開くものでも，周壁が崩落していて本来断面形が筒形状であったと推定さ

れるものは本類に含めた。９基の土坑が本類に該当する。おおむね調査区南東端部に分布している

が３６号土坑は西部中央に，１００号土坑は北西端部に位置している。土坑同士で重複するものがあり，

本類に含まれる土坑同士の重複もみられる。また，６０・７５号土坑は３号住居跡と，３６号土坑は１７号

住居跡と，１００号土坑は９号住居跡と，それぞれ重複している。３６号土坑は１７号住居跡よりも新し

いが，ほかは住居跡よりも古い。
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　本類の土坑は地山をほぼ円柱状に掘削して造っている。６・３６号土坑はＬⅤを掘削している。

６９・１００号土坑はＬⅤの下の礫層中まで掘り込んでいるが，ほかは礫層の上面で掘削をやめている。

底面はほぼ平坦に造られており，溝やピットなどの付帯施設はみられない。

　堆積状況は，１００号土坑がレンズ状に堆積していることから自然堆積，３６号土坑が堆積状況不明

となっているほかは，堆積土の入り方が不自然なものや，堆積土中に礫や土の塊が含まれているも

のがあり，廃絶時に人為的に埋められたものと考えている。

　６・１５号土坑では，底面付近の堆積土中で礫が出土している。６号土坑は人頭大の礫が２点，並

んで出土している。１５号土坑では，こぶし大の礫が土坑中央付近に集まった形で出土している。

　遺　　物　（図１４７・１５２，写真２５５・２８４・２８８・２８９）

　図１４７－１～１３は１５号土坑から出土した縄文土器片である。いずれも堆積土上層から出土してい

る。１～８・１２は口縁部破片である。１～６は稜の発達した隆帯によって横に展開する渦巻文と楕

円形区画文を描くものである。楕円形区画内部には縄文を施している。１～５の内面にはコゲが付

着し，２は外面にもコゲがこびりついている。３・４の外面は風化している。７・８は弱い凹線が

口唇部直下を巡り，胴部には凹線による逆「Ｕ」字状の区画文が描かれている。区画外は磨り消さ

れている。１２は口縁部に集合沈線による下向きの連弧文を描いている。頸部には横方向に連続する

刺突文が巡る。９～１１は胴部破片である。いずれも幅広の隆帯によって懸垂文と懸垂文間に渦巻文

を描き，隆帯には凹線を沿わせている。９には盲孔がうがたれている。１４は瓢形土器の破片である。

縦に貫入孔をもつ突起が付けられている。

　図１５２－４は６０号土坑から出土した縄文土器のキャリパー形の口縁部破片である。断面方形の幅

広の隆帯を貼り付け，沈線を沿わせて横位の区画を形成している。器壁は赤褐色を呈する。６は６９

号土坑Î５の底面付近から出土した鉢形土器で，全体の半分程度が遺存していた。出土状況から，

土坑を廃絶するときに投棄したものと考えられる。胴部上半に文様が施され，口縁部は磨かれてい

る。胴部下半はわずかに地文が残されている。５は７４号土坑から出土した縄文土器の口縁部破片で，

稜の発達した隆帯で渦巻文を描いている。

　ま と め

　本類は，その形態並びに分布域がＡ１ａ類と重なることから，貯蔵穴であった可能性がある。６９

号土坑の機能時期は，出土遺物から縄文時代中期，大木８ｂ式期と考えられる。本類のほかの土坑

についても，出土遺物と形態の特徴が６９号土坑と類似していることから，大木８ｂ～９式期に機能

していたと考えられる。土坑同士の重複関係により，本類はＡ１ａ類に先行する可能性がある。

Ａ１ｃ類

　遺　　構　（図１２６～１４０，写真１８７～１９４・１９６・１９８～２０７・２１０・２１５・２１９～２２１・２２３・２２４・２２６・２２９・２３１・

　　　　　　２３２・２３５・２３６）

　平面形が直径１．２ｍ以上の円形を基調とし，周壁が急斜度で立ち上がる土坑である。本類には３２

第３節　土　　　　　坑

（ＳＫ１０・１２・１３・１６・２１・２２・２３・２５・２７・３０・３２・３３・３５・３７・３９・４０・４５・
４６・５５・６３・６４・６６・６８・７１・７２・７６・８４・８９・９０・９６・９７・９８）
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図１２５　１～９号土坑
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　１号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
２　褐灰色土　5ＹＲ4/1（炭化物粒多量含む）�
��
�
�

　２号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4（炭化物少量含む）��
２　赤黒色土　2.5ＹＲ2/1（炭化物多量含む）�
�
　３号土坑堆積土�
１　黒色土　10ＹＲ1.7/1（0.2～0.3㎝の褐色土塊少量，炭化物多量，焼土粒少量含む）��
２　黒褐色土　10ＹＲ2/3（1㎝の褐色土塊多量，炭化物少量，焼土粒微量含む）�

　４号土坑堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/4（1㎝の暗褐色土塊多量，炭化物粒微量含む）��
２　暗褐色土　　7.5ＹＲ3/4（1㎝の褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）��
３　黒色土　10ＹＲ4/6（1㎝の暗褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）�
�
　５号土坑堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ2/2（0.5㎝の褐色土塊少量，炭化物粒多量含む）�
２　褐色土　　7.5ＹＲ4/6（0.5㎝の黒褐色土塊少量，炭化物粒少量含む）�
３　褐色土　7.5ＹＲ4/4（炭化物粒微量含む）�
�

　６号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3（明黄褐色土塊多量含む）�
２　明黄褐色土　10ＹＲ7/6（にぶい黄橙色土塊少量含む）�
３　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2（炭化物粒少量含む）��
４　明黄褐色土　10ＹＲ7/6�

　７号土坑堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ3/2（礫多量含む）��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（礫多量含む）��
�

　８号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（礫多量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（礫多量含む）�

　９号土坑堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ2/2（褐色土塊少量含む）�
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊微量含む）�
３　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊少量含む）�

ＳＫ19
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図１２６　１０・１１号土坑
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　10号土坑堆積土�
１　黒褐色土　7.5ＹＲ2/2（1㎝の暗褐色土塊少量，焼土粒・炭化物粒微量含む）��
２　褐色土　7.5ＹＲ4/4（1～2㎝の暗褐色土塊少量含む）�
３　黒色土　7.5ＹＲ2/1（1㎝の暗褐色土塊少量含む）��
４　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5㎝の褐色土塊少量，1～2㎝の暗褐色土塊少量含む）��
５　褐色土　7.5ＹＲ4/4（0.5㎝明褐色土塊少量，暗褐色土塊少量含む）��
６　黒色土　7.5ＹＲ2/1（焼土粒・炭化物粒微量含む）�
７　褐色土　7.5ＹＲ4/4（1～2㎝の黒色土塊多量含む）�
８　暗褐色土　10ＹＲ3/4��
９　褐色土　10ＹＲ4/4（礫多量含む）�

　11号土坑堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/4�
　　（1㎝の暗褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）�
２　褐色土　7.5ＹＲ4/4�
　　（0.5㎝の黄褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）�
３　褐色土　7.5ＹＲ4/4�
　　（1～2㎝の礫少量，炭化物粒微量含む）�
４　褐色土　7.5ＹＲ4/6�
�
�
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基の土坑が含まれる。調査区南東部に広く分布し，北西部にも分布している。西部中央にも存在す

るが，わずかである。土坑同士での重複がみられるほか，２７号土坑は９号住居跡と，８９・９７号土坑

は３号住居跡と，９６号土坑は６号住居跡と，９８号土坑は１０号住居跡と重複関係にあり，いずれも土

坑のほうが古い。１０・２３・４５・７２号土坑は礫層まで掘り込んでいるが，そのほかはＬⅤまでで掘り

込みをやめている。底面はおおむね平坦である。底面に溝やピットなどの施設は伴わない。

　本類に含まれる土坑には，深さが深いものと浅いものとがある。便宜的に深さ別の土坑数をみる

と，３０㎝未満のものが１０基，３０㎝以上６０㎝未満のものが１２基，６０㎝以上のものが１０基となっている。

このような深さの違いは，本類に含まれる土坑の中に機能の異なるものがあることを示していよう。

特に２７・３７・８４・９８号土坑は深さが２０㎝に満たないもので，非常に浅い。ただし，２７・９８号土坑の

２基はそれぞれ住居跡に壊された結果浅くなったのであり，本来の深さは５０㎝以上あったものと推

定される。３７・８４号土坑は，もともと浅い土坑であったと考えられる。また，７６号土坑は，直径が

２．２ｍと大型の土坑であるが，深さは２４㎝と浅い。この地点での旧地表面は検出面より３０㎝前後高

かったと考えられ，その場合の深さは５０㎝程度であったと考えられる。

　堆積状況は，堆積土に土の塊が多く含まれていたり，不自然な堆積状況を示しているために，人

為堆積と判断したものが１１基であった。レンズ状に堆積しており，自然堆積と判断したものが１７基，

不明であったものが４基である。深さと堆積状況との関係は，深いものに人為堆積が多く，浅いも

のに自然堆積が多いという傾向がみられる。

　遺　　物　（図１４２～１４７・１５１・１５２，写真２５２・２５３・２８２～２８４・２８７・２８９）

　１０号土坑からは，投棄されたと考えられる縄文土器が出土しており，そのうち９点は遺存率も高

く，復元することができた。図１４２～図１４３では，復元できた９個体のほか，破片１６点を層位ごとに

図示した。

　図１４２－１～４はÎ８から出土した深鉢である。１はキャリパー形で，胴部上半に最大径がある

ものである。口縁部には幅広の隆帯によって文様帯を区画し，区画内に渦巻文を描いている。２は

器壁が底部から直線的に外傾する器形，３は胴部が直立し，頸部で外傾したのち，口縁部が内湾し

ている。いずれも全面に縄文が施されている。図１４２－５～図１４３－１４はÎ６から出土した深鉢であ

る。５は底部から直線的に外傾する器形で，口唇部がわずかに内湾する。口縁部外面には隆帯が貼

り付けられている。６は胴部上半に最大径のある器形で，口縁部はわずかに外反している。肥大化

した口唇部には凹線が巡らされ，凹線の端部では４単位の渦巻文を構成している。波状口縁で，渦

巻文の部分が突起となっている。７は球胴形の壺形に近い形をなす。肥大化した口唇部には凹線が

巡らされ，凹線の端部は４単位の渦巻文を描いている。胴部には３本一組の沈線による懸垂文と剣

付渦巻文とが描かれている。８は小形の深鉢で，口縁部には隆帯によって文様帯を区画し，区画内

には隆帯による４単位の渦巻文と方形・三角形の文様が描かれている。９は胴部が直線的に立ち上

がり，頸部でわずかに外折した後，口縁部が内湾している。図１４３－１～１４は破片資料である。１

は壺形に近い器形で，波状口縁部には端部が渦巻く凹線が巡る。２・６・１３はキャリパー形口縁部
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資料で，隆帯もしくは凹線による文

様帯が巡る。３は頸部に円形刺突の

ある隆帯が巡り，外反する口縁部に

縄文が施されている。４・５は縄文

のみが施された深鉢の口縁部資料。

口唇部には沈線が巡る。９～１１は底

部資料である。１５・１６はÎ１から出

土した土器，１７はÎ３から出土した

完形の深鉢である。１７は口縁部付近

がやや膨らみ，口唇部に隆沈線が巡

る。

　１２号土坑では出土した土器のうち

３点を復元することができた。

　図１４４－２～５に遺存率の高い土

器４点を図化した。２は沈線によっ

て円文と懸垂文を描いている。３は

小型の土器で，胴部から口縁部にか

けて直線的に外傾している。口唇部

は肥大化し，隆帯と沈線を巡らせて

いる。３単位の波状口縁で，波頂部

には竹管状工具によって円形の刺突

を施している。内面には薄くコゲが，

胴部上半外面にはススが付着してい

る。胴部下半外面は熱を受けて器壁

がはじけている。４は，胴部が緩や

かに内湾して立ち上がり，口縁部は

ゆるいキャリパー形を呈する。口縁

部文様帯は幅広の隆帯に沈線を沿わせて４単位の渦巻文を描いている。渦巻文間は，楕円形の区画

文となっている。５はやや胴部が張る器形で，胴部には縄文が施されている。胴部下半内面には薄

くコゲが，胴部外面にはススが付着している。胴部下半外面は赤色に変化している。

　１３号土坑から出土した遺物は，いずれも投棄されたものと考えており，図１４５・１４６－１～１２・

１５・１６に示した。図１４５－１は復元できた深鉢である。キャリパー形で，最大径は口縁部にある。

胴部には縄文が施されている。外面胴部上半にススが付着し，胴部下半は風化が著しい。２は口縁

部と胴部の２つの文様帯から構成されている。波状口縁で，口縁部には稜の発達した隆帯によって

第３節　土　　　　　坑

図１２７　１２号土坑
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　12号土坑堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/6（0.5㎝の明褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）��
２　褐色土　7.5ＹＲ4/6（1～2㎝の暗褐色土塊少量，焼土粒微量）�
３　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（2～3㎝の褐色土塊多量，焼土粒・炭化物粒微量含む）�
４　褐色土　7.5ＹＲ4/6（3～4㎝の暗褐色土塊少量，炭化物粒微量む）�
５　明褐色土　7.5ＹＲ5/6（1～2㎝の褐色土塊少量含む）�
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図１２８　１３～１７号土坑
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　17号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（1㎝の褐色土塊少量含む）�
２　褐色土　10ＹＲ4/6（0.5㎝の暗褐色土塊少量含む）�

　13号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3��
２　黒褐色土　10ＹＲ3/1�
　　（にぶい黄褐色土塊少量，炭化物粒少量，5㎝の礫少量含む）�
３　灰褐色土　10ＹＲ4/2（にぶい黄褐色土塊少量，5㎝の礫少量含む）�
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
５　明黄褐色土　10ＹＲ6/6��
６　明黄褐色土　10ＹＲ6/6

　14号土坑堆積土�
１　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（3～4㎝の明褐色土塊多量含む）�
２　褐色土　7.5ＹＲ4/6（1㎝の暗褐色土塊少量含む）�

　15号土坑堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/6�
　　（褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）�
２　黒褐色土　7.5ＹＲ2/2�
　　（1㎝の褐色土塊多量，炭化物粒少量0.5㎝の礫少�
　　量含む）�
３　黒色土　7.5ＹＲ2/1�
　　（2㎝の暗褐色土塊少量，炭化物粒少量，焼土粒�
　　微量，0.5㎝の礫少量含む）�
４　明褐色土　7.5ＹＲ5/8（2㎝の暗褐色土塊含む）��
５　褐色土　7.5ＹＲ4/6�
　　（3㎝の暗褐色土塊多量，炭化物粒微量含む）��
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　　（3㎝の暗褐色土塊少量，炭化物粒微量，0.5㎝の�
　　礫少量含む）�
７　明褐色土　7.5ＹＲ5/6（0.5㎝の礫少量含む）��
８　褐色土　7.5ＹＲ4/6（0.2㎝の礫少量含む）�

　16号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（1㎝の褐色土塊少量含む）�
２　褐色土　10ＹＲ4/6（0.5㎝の暗褐色土塊少量含む）�
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横展開する渦巻文が描かれている。渦巻文の間には凹線によって楕円形の区画文が描かれ，区画内

には円形の刺突文が充填されている。胴部には，口縁部直下から凹線によって２本一組の懸垂文が

描かれ，凹線間を磨り消している。３は土坑中央部付近から出土した土器で，同一個体と判断した。

口縁部は波状で，稜の発達した隆帯で渦巻文を描いている。４～８は底部資料である。４・６・８

には凹線と磨消縄文による懸垂文が描かれている。５は縄文のみが施されている。７は沈線による

円文・懸垂文が描かれている。６・７は胴部下半が赤色に変化している。９～１６は口縁部破片であ

る。９～１３は稜の発達した隆帯によって渦巻文と楕円形区画文を描いている。１０は渦巻文の脇に盲

孔をうがち，胴部は口縁部直下から沈線による懸垂文を描いている。１１は鉢形土器であり，胴部上

半に文様を描き，口縁部は無文である。区画内には円形刺突文を充填している。地文は櫛歯文であ

る。１３は区画内に連続刺突文が充填されている。１４は浅鉢の可能性が高い資料である。稜の発達し

た隆帯によって渦巻文を描いている。１５は肥大化した口唇部に凹線と渦巻文を描いている。１６は櫛

歯状工具によって下向きの連弧文を描いている。図１４６－１～１２は胴部破片である。１・４・５・

１０は隆沈線で文様を描いている。１０は地文にＬＲＬ原体を用いている。２・３・６は凹線によって

懸垂文を描き凹線間を磨り消している。１１は縄文のみ，１２は沈線によって懸垂文を描いている。７

～９は瓢形土器の胴部破片である。縦位の貫入孔をもつ突起が付けられている。１５・１６は石器であ

る。１５は磨石である。自然礫の扁平な表裏面を使っている。そのうち１面には赤色顔料が付着して

おり，顔料の磨りつぶしに用いられたものと考えられる。１６は磨石・敲石である。自然礫の側縁と扁

平な面の一部に敲打痕が見られ，扁平な表裏面に磨滅が見られる。側縁の一部が欠損している。

　１６号土坑で出土した土器のうち２点を図１４７－１４・１５に図示した。いずれも縄文土器の胴部破片

で，凹線で縦位の区画文を描き，凹線間を磨り消している。

　図１５１－１に２３号土坑で出土した土器のうち１点を図示した。縄文土器の胴部破片で，３本の沈線で

懸垂文を描き，沈線間を磨り消している。３０号土坑で出土した土器のうち２点を図１５１－４・５に図

示した。４は口縁部に隆沈線による楕円形区画文を描いている。胴部にも沈線による文様が描かれ

ている。５は頸部に３本一組の沈線を巡らせ，沈線間に先端が円形の工具を用いて連続刺突文を施

している。口縁部は無文で，口唇部に沈線が巡らされ，胴部には沈線による懸垂文が描かれている。

　３５号土坑から投棄されたとみられる遺物が出土している。図１５１－７に土器を，８に石器を１点

ずつ図示した。７は縄文土器の頸部破片で，凹線によって縦位の区画文を描き，区画外を磨り消し

ている。７は磨石・敲石である。自然礫の側縁及び扁平な面に敲打痕が残され，扁平な表裏面に磨

滅が見られる。焼けはじけて全体の１／４程度が欠損している。表裏面の広い範囲に赤褐色の付着

物が見られる。敲打痕には付着していないことから，敲打前に付着していたものである。

　図１５１－９・１０は，３７号土坑から出土した土器である。９は口縁部破片で，隆帯に区画された内

部に縄文を施している。１０は櫛歯文を地文とし，隆沈線で文様を描いている。

　図１５１－１３～１８に，４５号土坑で出土した土器のうち６点を示した。１３は口縁部破片であり，稜の

発達した隆帯で渦巻文を描いている。１５は凹線で区画し，区画外を磨り消している。１６・１７は口縁

第３節　土　　　　　坑
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部破片で，稜の発達した隆帯と凹線で文様を描いている。１８は沈線で渦巻文を描いている。１４は口

縁部破片で，集合沈線を施している。

　図１５１－１９・２０に，４６号土坑で出土した土器のうち２点を図化した。１９は３本一組の凹線で懸垂文

を描き，凹線間を磨り消している。２０は凹線で区画線・蕨手状文を描き，区画外を磨り消している。

　図１５２－３に７１号土坑から出土した土器を示した。小片であり，流入と考えられる。３本一組の

凹線によって懸垂文を描き，凹線間を磨り消している。９に７２号土坑から出土した土器の１点を示

した。浅鉢で，非常に精巧に作られている。稜の発達した隆帯で渦巻文を描いている。外面にスス

の付着が見られる。

　ま と め

　本類の土坑は，深さが様々なことや，堆積状況の異なるものが含まれていることから，単一の性

格のものとは考えられない。具体的な性格としては，貯蔵穴や墓穴の可能性も指摘されるが，それ

らを根拠付ける状況は得られなかった。１０・１２号土坑は，出土遺物から，大木８ｂ式期に位置付け

られる。１３号土坑は出土遺物から，大木９式期に位置付けられる。そのほかの土坑の所属時期は，

縄文時代の住居跡に壊されているものがあり，出土遺物が大木８ｂ～９式期のものに限られること

から，おおよそ縄文時代中期後半に位置付けられる。

Ａ１ｄ類　（ＳＫ１９）

　遺　　構　（図１２９，写真１９７）

　平面形が直径１．２ｍ以上の円形の土坑で，周壁が緩やかに立ち上がるものである。１９号土坑のみ

が該当する。調査区北西部に位置し，周囲には住居跡が集中している。地山を掘り込んで造られて

いるが，明確な底面は造られていない。堆積土はレンズ状に堆積しており，自然に埋没したものと

判断した。Î５は周壁からの崩落土であろう。堆積土中からは，縄文土器の小片や石器類が多く出

土している。

　遺　　物　（図１４８～１５０，写真２８５・２８６・２９９）

　図１４８－６～図１５０に１９号土坑から出土した遺物を示した。

　図１４８－６・７・１０は稜の発達した隆帯で渦巻文と楕円形区画文を描いている。６・７では，区

画内に集合短沈線を充填しており，頸部が無文となっている。８・９は幅広の隆帯と沈線で渦巻文

や楕円形区画文が描かれ，渦巻文の下には横位に伸びる蕨手状文が見られる。楕円形区画内部には

櫛歯文が充填されている。地文は撚糸文である。１１は隆沈線で頸部と胴部を区画している。頸部は

無文で，胴部には隆沈線で文様が描かれる。図１４８－１２～図１４９－６は沈線で文様を描いている。

１２・１３は，内面にコゲがこびりつき，外面にはススの付着が見られる。１４～１６・図１４９－１～５は

沈線で文様を描き，沈線間を摩り消すものである。図１４９－４は懸垂文が横に結合し，「Ｈ」字状の

文様となっている。７は口唇部と頸部に沈線を巡らせている。地文は撚糸文でＬ原体の絡条体を縦

に回転施文している。８は０段多条の原体を縦に回転施文し，その後縄文をつぶしている。９は浅
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い櫛歯文を施しており，器壁が灰色を呈している。１０は口唇部直下に２条の凹線を巡らせた後，先

端が円形の工具を用いて凹線内に連続して刺突を施している。口縁部には２本一組の凹線によって

下向きの連弧文が，胴部には上向きの連弧文が描かれ，弧の内部には縄文が施されている。内面に

はコゲがこびりつき，外面にはススが付着している。１１は口唇部直下に２条の沈線を巡らせ，凹線

間には先端がとがったヘラ状の工具で連続して刺突を施している。頸部には沈線が巡らされ，口縁

部と胴部を区画している。口縁部には上向きの連弧文が施されているが，形は崩れている。胴部に

は沈線による文様が見えており，上向き連弧文である可能性がある。１２は波状口縁で，縦位の櫛歯

文を地文として口縁部に３本一組の沈線で波状の文様が描かれている。１３は耳飾りである。表面の

中心に沈線で二重の円を描き，周囲には細かな刺突文と大きな刺突文を施している。大きな刺突文

は１０個が等間隔に全周する。

　図１５０には石器を掲載した。１・２は磨石・敲石で，自然礫の側縁に敲打痕が見られる。礫の扁

平な面には磨滅が見られる。２は全体に赤色に変化しており，ススの付着も見られる。

　ま と め

　本類の性格は不明であるが，遺物の出土状況から土坑内に遺物が投棄された状況が認められた。

出土遺物から所属時期は縄文時代中期後葉であると考えられる。

Ａ２ａ類　（ＳＫ９・４８・４９・５１・５２・７９・８０・８１）

　遺　　構　（図１２５・１３３・１３４・１３８，写真１８７・２１１・２１２・２１３・２２７・２２８）

　直径１．２ｍ未満の円形土坑で，内部が袋状に広がるものである。８基がこれに該当する。その内

７基は調査区中央，段丘平坦面北部に集中しており，住居跡密集域から離れたところに位置している。

残る１基は北西部の住居跡密集域に位置している。本類の土坑には他の遺構との重複はみられない。

　検出面からの深さは２７～７５㎝とばらつきがある。掘り込みはＬⅤ中あるいは礫層の上面で止まっ

ている。９号土坑には，底面にピットがみられる。このピットは，堆積土の観察によって，土坑と

同時に埋没したことが判明している。そのほかの土坑は底面を平坦に造っている。周壁は内傾して

立ち上がっている。

　堆積土は，いずれも黒色土や黒褐色土を主体としている。９号土坑の堆積土はおおよそ水平～レ

ンズ状に堆積しており，自然堆積と考えられる。褐色土塊が含まれているのは，本土坑や他の遺構

を造った際の排土が流入して再堆積したことに起因するのであろう。そのほかの土坑は人為的に埋

められたものと考えている。そのように判断したのは，４８・５１・５２・８０号土坑の堆積が不自然であ

り，４８・４９・５２・７９・８０・８１号土坑の堆積土に大きめの礫や土の塊が多く含まれているからである。

　遺　　物　（図１４１・１５１・１５２，写真２５５・２８２・２８８・２８９）

　図１４１－４に９号土坑から出土した縄文土器を示した。胴部破片で，沈線によって懸垂文・渦巻

文を描いている。

　図１５１－２１・２２に４９号土坑から出土した土器を図示した。２１は胴部上半の破片で，幅広の隆帯に

第３節　土　　　　　坑
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図１２９　１８～２２号土坑
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１　褐色土　7.5ＹＲ4/4（炭化物多量，明黄褐色土塊少量含む）�
２　褐色土　7.5ＹＲ4/4（明黄褐色土塊多量含む）�
３　黒褐色土　10ＹＲ3/2（炭化物少量含む）��
４　明黄褐色土　10ＹＲ6/6��
５　黒褐色土　7.5ＹＲ3/2（炭化物多量含む）�
�

　18号土坑堆積土�
１　褐色土　10ＹＲ4/4（炭化物多量含む）�

　19号土坑堆積土�
１　極暗褐色土　7.5ＹＲ2/3（1㎝の褐色土塊多量，炭化物粒・焼土粒微量含む）��
２　黒色土　10ＹＲ2/1（1㎝の黒褐色土塊少量炭化物粒・炭化物・焼土粒微量含む）�
３　暗褐色土　7.5ＹＲ3/4（0.5㎝の褐色土塊多量炭化物粒微量含む）��
４　極暗褐色土　7.5ＹＲ2/3（0.5㎝の褐色土塊少量炭化物粒微量含む）��
５　褐色土　7.5ＹＲ4/6（1㎝の暗褐色土塊含む）�

　22号土坑堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/3（炭化物粒少量含む）�
２　褐色土　7.5ＹＲ4/4�
３　黄褐色土　10ＹＲ5/6

　20号土坑堆積土�
１　褐色土　10ＹＲ4/4（炭化物少量含む）��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（炭化物少量含む）�
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図１３０　２３～２８号土坑
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0 ２ｍ�

（1／50）�

Ａ�57.90ｍ�

ＬⅤ�

７�

Ａ′�

ＬⅤ�

礫層�

５�
４� １�

２�

３�
６�

礫層�

ＳＫ18

Ｎ78.5

Ｅ907
Ｎ98.5

Ｅ910

Ｎ81Ｎ81

28号土坑�

Ａ�

Ａ′�

ＳＫ18

Ｎ115

Ｅ845

Ｎ116.5

Ｅ845

Ｎ116.5

Ｅ843

Ｎ115

Ｅ843

Ａ
�
58
.8
0ｍ
�

Ａ
′
�

１
�

Ｓ
Ｉ
９
炉
�

掘
形
�

27号土坑�

Ａ
�

Ａ
′
Ａ
′
�

ＳＩ９炉前庭部�

ＳＩ９炉掘形�

Ｎ109

Ｅ852

Ｎ109

Ｅ850.5

Ｎ108
Ｅ850.5

26号土坑�
Ａ′�Ａ�58.70ｍ�

ＳＩ10炉掘形�
Ａ′�

Ａ�

ＳＩ10炉�
掘形� ＬⅤ�

礫層�
１�

Ａ
′
�

Ａ
� 5
8.
20
ｍ
�

撹
乱
�

１
� ２
�

３
�
４
�

Ｎ74
Ｅ897

Ｎ74

Ｅ895.5

Ｎ71

Ｅ895.5

Ｎ71

Ｅ897

25号土坑�

撹乱�

Ａ
′
�

Ａ
�

Ｎ73.5

Ｅ910.5

Ｎ73.5

Ｅ912.5

Ｎ71.5

Ｅ912.5

Ｎ71.5

Ｅ910.5

23号土坑� Ａ
′
�

Ａ
� 5
7.
70
ｍ
�

Ａ
′
�

Ａ
�

Ｌ
Ⅴ
�

礫
層
�

石
�

１
�

２
�

３
�

４
�

Ｌ
Ⅴ
� Ｎ72

Ｅ908

Ｎ69.5

Ｅ908

Ｎ69.5

Ｅ910

Ｎ72

Ｅ910

24号土坑�

Ａ
�
57
.6
0ｍ
�

Ａ
′
�

Ａ
�

Ａ
′
�

ＳＫ74

Ｌ
Ⅴ
�

礫
層
�１
�

Ｌ
Ⅴ
�

２
�

３
�

４
�
６
�

５
�

５
�

Ｅ907 Ｅ910

Ａ
′
�



１８２

第２章　遺 構 と 遺 物

図１３１　２９～３６号土坑
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30号土坑� 31号土坑�

32号土坑� 33号土坑�

34号土坑�

36号土坑�

35号土坑�

　29号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（炭化物含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（炭化物多量含む）��
　30号土坑堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ2/2（暗褐色土塊含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊少量含む）��
３　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊少量，黄褐色土塊少量含む）��
４　褐色土　10ＹＲ4/4（黄褐色土多量含む）��
５　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊微量，黄褐色土塊少量含む）� 　31号土坑堆積土�

１　明褐色土　7.5ＹＲ5/8�
　　（0.5㎝の黒褐色土塊少量含む）��
２　褐色土　7.5ＹＲ4/6�
　　（0.5㎝の明褐色土塊多量，0.5㎝の黒褐�
　　色土塊微量含む）�
３　褐色土　7.5ＹＲ4/6�
　　（2～3㎝の明褐色土塊含む）�
４　褐色土　7.5ＹＲ4/6

　32号土坑堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ3/2（黄褐色土塊少量含む）��
２　褐色土　10ＹＲ4/4（黒褐色土塊少量含む）��
３　褐色土　10ＹＲ4/4�

　33号土坑堆積土�
１　黄褐色土　10ＹＲ5/6��
２　黄褐色土　10ＹＲ5/6�

　34号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4��
２　褐色土　10ＹＲ4/6��
３　黄褐色土　10ＹＲ5/6�

　36号土坑堆積土�
１　にぶい橙色土　7.5ＹＲ6/4�
　　（小礫含む）�
２　にぶい橙色土　7.5ＹＲ6/3�
　　（炭化物少量含む）�
３　灰黄褐色土　10ＹＲ3/2�
　　（小礫含む）��
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4�
５　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3

　35号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4��
２　褐色土　10ＹＲ4/4（0.5～1㎝の明褐色土塊多量含む）��
３　黒褐色土　10ＹＲ3/1（5㎝の明褐色土塊少量含む）�
４　褐灰色土　10ＹＲ4/1（0.5～1㎝の明黄褐色土塊多量含む）��
５　暗褐色土　10ＹＲ3/3
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図１３２　３７～４４号土坑
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43号土坑�

42号土坑�

　44号土坑堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/6�
　　（炭化物塊含む）�
２　褐色土　10ＹＲ4/4�
　　（暗褐色土塊多量，炭化�
　　物少量含む）�

　37号土坑堆積土�
１　褐色土　10ＹＲ4/4�
　　（黄褐色土塊少量，暗褐色土塊少量含む）�

　38号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4�
　　（褐色土塊少量，黄褐色土塊微量含む）��
２　褐色土　10ＹＲ4/4（黄褐色土塊微量含む）��
３　黄褐色土　10ＹＲ5/6（褐色土塊微量含む）�

　39号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊少量含む）�
３　暗褐色土　10ＹＲ3/4�
　　（黄褐色土塊微量，褐色土塊少量含む）��
４　褐色土　10ＹＲ4/4（黄褐色土塊微量含む）�
５　黄褐色土　10ＹＲ5/6（褐色土塊少量含む）�

　40号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
　　（0.1㎝の炭化物粒少量，0.5㎝の明黄褐色土�
　　塊少量含む）��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
４　明黄褐色土　10ＹＲ6/6

　41号土坑堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ3/2��
２　褐色土　10ＹＲ4/4

　42号土坑堆積土�
１　黄褐色土　10ＹＲ5/6��
２　明黄褐色土　10ＹＲ6/6（黄褐色土まだらに少量含む）��
３　明黄褐色土　10ＹＲ6/6

　43号土坑堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ3/2�
　　（黄褐色土まだらに多量含む）��
２　褐色土　10ＹＲ4/6�
　　（3～5㎝の礫多量含む）��
３　黒褐色土　10ＹＲ3/1�
　　（炭化物多量含む）��
４　明黄褐色土　10ＹＲ6/6

５　黄褐色土　10ＹＲ5/6�
　　（3㎝の礫微量含む）�
６　暗褐色土　10ＹＲ3/4��
７　暗褐色土　10ＹＲ3/3�
　　（0.3㎝前後の礫多量，炭化物少量含む）�
８　褐色土　10ＹＲ4/4�
　　（0.3㎝の礫少量含む）�

０� ２ｍ�
（1／50）�

ＳＫ73

ＳＫ76
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よって渦巻文と楕円形の区画文を描いている。区画文の上位には先端が円形の工具による交互刺突

文が施されている。２２は口縁部破片で，口唇部に隆帯を貼り付け，沈線を沿わせている。外面にス

スが付着している。図１５１－２３・２４には５１号土坑から出土した土器を示した。２３は全面に細かな縄

文が施されている。２４は口唇部に２本の隆帯を貼り付けたものである。これらの隆帯は，口縁部の

区画文を描くものであったと思われる。いずれも外面に器壁のはじけが見られる。

　図１５１－２５～２８には５２号土坑から出土した土器を掲載した。２５は頸部破片であるが，横位区画線

の内部に，太いソーメン状貼付文が施されている。隆帯がR離した下に縄文が見られ，隆帯の貼り

付け前に縄文が施されていたことが明らかである。２６は口唇部に沈線が巡らされるほかは，縄文を

施している。２７・２８は沈線で文様を描くものであり，２７には懸垂文に棘が表現されている。２７の内

面にはコゲが付着している。

　図１５２－８は７９号土坑から出土した土器である。４単位と推測される波状口縁であり，波頂部直

下には貫入孔がうがたれている。頸部に沈線が巡らされ，口縁部と胴部を区画している。口縁部は

地文を残すのみであるが，口唇部は丁寧になでられている。胴部には沈線によって文様が描かれて

いる。図１５２－１０には８１号土坑から出土した浅鉢を掲載した。外傾して立ち上がる胴部が，上半で

大きく内湾している。この部分には突帯が貼り付けられ，突帯上面には沈線による弧状文が上向

き・下向き交互に施されている。

　ま と め

　本類の土坑は，周壁の下部が膨らむ構造から貯蔵穴としての機能をもっていたと推定される。時

期は，出土遺物が大木８ｂ式期の土器に限られていることから，大木８ｂ式期以降であり，それ以

降の土器が含まれないことから，大きく下るものではないと考えている。直径１．２ｍを超える大型

の土坑と，本類との規模の違いが何に由来するのかは不明である。

Ａ２ｂ類　（ＳＫ４・５６・６１・７７）

　遺　　構　（図１２５・１３４・１３５・１３７，写真１８４・２１５・２１８・２２６）

　直径１．２ｍ未満の円形の土坑で，周壁がほぼ垂直に立ち上がるものである。本類には４基の土坑

が該当する。調査区北西部の住居跡密集部に集中し，１基のみ南東部に位置している。６１号土坑が

２０号住居跡を壊して造られている以外には，重複関係がみられない。

　本類の土坑は地山をほぼ垂直に掘り込んで造られている。多くはＬⅤだけを掘り込んでおり，５６

号土坑も礫層に到達した時点で掘り込みを終わっている。深さは１９～５０㎝であり，Ａ２ａ類と比べ

て浅い。堆積土は暗褐色土を基調としている。堆積土には質の異なる土の小さな塊が含まれている

が，全体としてレンズ状に堆積しており，土坑を掘り込んだ際の残土が自然に流入したものと考え

ている。

　遺　　物　（図１４１，写真２８２）

　図１４１－２に，４号土坑から出土した土器片を図化した。胴部破片で，沈線によって文様を施し
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ている。沈線間を磨り消している。

　ま と め

　縄文時代の住居跡を壊しているものがあり，出土遺物が大木８ｂ式期のものであることから，こ

れらの土坑は縄文時代中期以降に属するものと考えた。なお，具体的な性格は不明である。

Ａ２ｃ類　（ＳＫ１７・３４・３８・４１・４２・５３・５４・５８・６２・６５・８３・８６）

　遺　　構　（図１２８・１３１・１３２・１３４・１３５・１３８・１３９，写真１９６・２０４・２０６・２０８・２１４・２１６・２１８・２２０・２２９・２３０）

　直径１．２ｍ未満の円形の土坑で，周壁の立ち上がりが急斜度なものである。本類には１２基の土坑

が含まれる。平坦面に広く分布するが，南東部の土坑集中区と北西部の住居跡集中区に，それぞれ

多くなっている。南西部には分布していない。３４号土坑と４２号土坑は，ともにＣ類の７３号土坑と重

複しており，いずれも７３号土坑よりも新しい。地山を掘り込み，底面を平坦に造っている。深さは，

深いものでも４０㎝に満たず，礫層上面までで掘り込みをやめている。堆積土は，６５号土坑のものが

不自然な堆積状況であることから，人為的に埋められた可能性があるほかは，いずれもレンズ状に

堆積していることから，自然に流入したものと判断している。１７・３８・５３・６２号土坑の堆積土に褐

色土塊が混入しているのは，土坑の掘り込みに伴う残土が再堆積した可能性がある。

　遺　　物　（図１４８，写真２８５）

　図１４８－１～５に１７号土坑出土の土器を示した。

　１は稜の発達した隆帯によって渦巻文と楕円形区画文を描いている。隆帯には凹線が添えられて

おり，区画内には押し引きの集合短沈線が充填されている。頸部文様帯をもたず，口縁部直下から

凹線による懸垂文が施され，凹線間は磨り消されている。外面にススの付着が見られる。２は隆帯

を貼り付けて三角形状の文様と渦巻文を施している。文様内部には地文が残されている。内面にコ

ゲがこびりつき，外面にはススが付着している。３は頸部に二重の沈線を巡らせ，口縁部と胴部を

区画している。口縁部は無文で，口唇部に凹線が巡らされている。胴部には縦位の櫛歯文が施され

ている。４は波状口縁で，幅広の隆帯と凹線によって渦巻文と楕円形文を描いている。５は隆帯と

凹線によって懸垂文を描いている。

　ま と め

　１７号土坑は，出土遺物から大木９式期以降に位置付けられる。そのほかの土坑については，時期

を特定することはできない。本類の土坑の性格は不明である。

Ａ２ｄ類　（ＳＫ３・２６・５０・５７・６７・８５・８８・９９）

　遺　　構　（図１２５・１３０・１３３・１３４・１３６・１３８～１４０，写真１５・１８４・２０１・２１２・２１６・２２１・２３０・２３１・２３６）

　直径１．２ｍ未満の円形の土坑で，浅く，周壁の立ち上がりが緩やかなものである。本類には８基

が含まれる。調査区北西部に集中しており，中央部と南東部には１基ずつ分布するのみである。い

ずれも住居跡と５ｍ以内の距離で隣接している。住居跡の集中する地点に立地するため，住居跡と

第３節　土　　　　　坑
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の重複も多い。

　６７号土坑と２０号住居跡とは重複関係にあり，６７号土坑のほうが新しい。そのほか，２６号土坑と１０

号住居跡，８５号土坑と１２号住居跡，８８号土坑と２２号住居跡，９９号土坑と９号住居跡がそれぞれ重複

関係にあり，いずれも土坑のほうが古い。

　完掘時の深さが１０㎝～３２㎝と，非常に浅くなっている。ただし２６号土坑は，１０号土坑の床面で検

出されたもので，本来は５５㎝程度の深さがあったものと考えられる。堆積土は暗褐色土～黒褐色土

のものが多く，いずれもレンズ状に堆積していることから自然に埋没したものと判断した。

　遺　　物　（図１５１，写真２８７）

　図１５１－２に２６号土坑から出土した土器を示した。頸部破片で，稜の発達した隆帯と凹線によっ

て口縁部と胴部を区画している。

　ま と め

　住居跡に壊されているものが多いことから，本類の土坑はおおむね住居跡よりも古いものと考え

られる。また，いずれも住居跡に隣接して造られていることから，住居跡との関連性も考えられる

が，具体的な性格は不明である。所属時期は縄文時代中期以降と考えられる。

Ｂ１類　（ＳＫ３１）

　遺　　構　（図１３１，写真２０３）

　深さが１ｍ以上ある長方形の土坑で，本遺跡では３１号土坑のみが該当する。調査区のほぼ中央の

平坦面に位置しており，他の遺構との重複はない。長軸の方向は真北より２７°東に偏しており，東

に延びる段丘に直交している。本遺構が３３号土坑と隣接している程度で，周辺は住居跡・土坑とも

に密度の低い地点である。

　完掘した時点での深さが１．０ｍである。底面にピットはみられなかった。ＬⅤを掘削して，礫層

の上面まで掘り込んでいた。堆積土は４層に分けられる。Î１～３は褐色土を主体とし，明褐色土

や黒褐色土の塊を多く含んでいることから，人為的に埋められたものと考えられる。３層に含まれ

る明褐色土の塊は，周壁の崩落土と考えられる。Î４は本遺構の周壁が崩落する以前に堆積してい

た土層である。本遺構の平面形が不整な長方形となっているのは，周壁が崩落した結果であると考

えている。本来の周壁の立ち上がりはほぼ垂直であったのであろう。

　遺　　物　（図１５１，写真２８７）

　図１５１－６に縄文土器片を示した。隆帯と凹線で文様を描き，縄文を充填している。

　ま と め

　本遺構の機能は，その形態から落とし穴あるいは墓壙と考えられる。しかし，副葬品などは出土

しておらず，確証は得られていない。出土遺物が縄文土器に限られることから，所属時期は縄文時

代以降であると考えられる。
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図１３３　４５～５１号土坑
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図１３４　５２～５９号土坑
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（1／50）�

　59号土坑堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/6（0.3㎝前後の炭化物少量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4（明黄褐色土まだらに含む）��
３　明黄褐色土　10ＹＲ6/6��
４　明黄褐色土　10ＹＲ6/6��
５　暗褐色土　10ＹＲ3/3��
６　黒褐色土　10ＹＲ3/2��
７　黒褐色土　10ＹＲ3/2��
８　明黄褐色土　10ＹＲ6/6
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１　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2（明黄褐色土まだらに微量含む）��
２　黒褐色土　10ＹＲ2/3（5㎝の礫微量含む）�
３　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2（明黄褐色土まだらに微量含む）��
４　暗褐色土　10ＹＲ3/3��
５　黄褐色土　10ＹＲ5/6（0.5㎝の炭化物微量，0.3㎝の焼土粒微量含む）��
６　黒褐色土　10ＹＲ2/3��
７　褐色土　10ＹＲ4/6（暗褐色土まだらに多量，0.5㎝の炭化物微量含む）�
８　明黄褐色土　10ＹＲ6/6

　53号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊多量含む）��
３　褐色土　10ＹＲ4/4（暗褐色土塊含む）�

　54号土坑堆積土�
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図１３５　６０～６６号土坑
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　66号土坑堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/4�
　　（0.1㎝の炭化物微量含む）�
２　褐色土　10ＹＲ4/6��
３　明黄褐色土　10ＹＲ6/6

　60号土坑堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/4（土器片少量含む）�
２　褐色土　7.5ＹＲ4/4（3㎝の礫少量含む）��
３　黄褐色土　10ＹＲ5/6��
４　暗褐色土　10ＹＲ3/3（3～5㎝の礫多量含む）�

　61号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3�
　　（褐色土塊少量，炭化物塊微量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4�
　　（褐色土塊多量含む）�

　62号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊多量，炭化物塊少量含む）��
２　褐色土　10ＹＲ4/4（黄褐色土塊含む）��
３　褐色土　10ＹＲ4/4（1～3㎝の小礫微量含む）��
４　暗褐色土　10ＹＲ3/3（3～5㎝の小礫微量含む）�

　63号土坑堆積土（Ａ－Ａ′）�
１　黒褐色土　10ＹＲ3/2��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3��
３　黄褐色土　10ＹＲ5/6

　64号土坑堆積土（Ｂ－Ｂ′）�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（0.2㎝の炭化物少量含む）�
２　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2��
３　黄褐色土　10ＹＲ5/6

　65号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4（0.2㎝の炭化物少量含む）�
２　にぶい黄橙色土　10ＹＲ6/4��
３　明黄褐色土　10ＹＲ6/6
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図１３６　６７～７２号土坑
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　72号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4（2㎝の礫少量含む）�
２　にぶい黄橙色土　10ＹＲ6/4（2㎝の礫少量含む）�
３　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2（2㎝の礫微量含む）�
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（2㎝の礫微量含む）�
５　黒褐色土　10ＹＲ3/2（2～5㎝の礫多量含む）�

　67号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（褐色土塊少量含む）��
２　褐色土　10ＹＲ4/4（暗褐色土塊含む）��
　68号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3��
２　褐色土　10ＹＲ4/6�
　　（0.2㎝の炭化物少量，3㎝の礫少量含む）��
３　明黄褐色土　10ＹＲ6/6（0.5～1㎝の礫多量含む）�

　69号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
３　黄褐色土　10ＹＲ5/6��
４　暗褐色土　10ＹＲ3/4（0.5㎝の炭化物少量含む）�
５　褐色土　10ＹＲ4/4�

　70号土坑堆積土�
１　黒色土　10ＹＲ2/1��
２　黄褐色土　10ＹＲ5/6��
３　明黄褐色土　2.5ＹＲ6/6�
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4�
　　（0.2㎝の炭化物少量含む）�

　71号土坑堆積土�
１　灰黄褐色土　10ＹＲ5/2（2㎝の礫微量含む）�
２　黄褐色土　10ＹＲ5/6（2～3㎝の礫微量含む）��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4（5～10㎝の礫多量含む）�
５　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3��
６　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2（1～2㎝の礫多量含む）�

図１５２－６�
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図１３７　７３～７５・７７・７８号土坑
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　73号土坑堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/6（2～3㎝の暗褐色土塊少量，炭化物微量含む）�
２　褐色土　7.5ＹＲ4/6（2～3㎝の明褐色土塊少量含む）�
３　褐色土　7.5ＹＲ4/6（2～3㎝の明褐色土塊少量含む）�
４　褐色土　7.5ＹＲ4/6（4～5㎝の明褐色土塊多量含む）�
５　明褐色土　7.5ＹＲ5/6（1～2㎝の褐色土塊少量含む）�

　74号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（2～3㎝の礫少量含む）��
２　褐色土　10ＹＲ4/4（2～3㎝の礫少量含む）��
３　暗褐色土　10ＹＲ3/4（4㎝の礫少量含む）�

　75号土坑堆積土�
１　褐色土　10ＹＲ4/4（2～10㎝の礫少量含む）�
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4（2～10㎝の礫微量含む）�
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（0.5～1㎝の礫微量含む）��
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4（1～2㎝の礫多量含む）�

　77号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊少量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊少量，炭化物粒微量含む）��
３　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊，炭化物塊微量含む）��
４　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊多量含む）�
�
　78号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（炭化物多量含む）��
２　黒褐色土　10ＹＲ2/2（炭化物多量，焼土少量含む）��
３　黒色土　10ＹＲ2/1（炭化物多量，明黄褐色粘土粒少量含む）�

Ｂ
�
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図１３８　７６・７９～８５号土坑
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　76号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（2㎝の炭化物少量含む）�
２　明黄褐色土　10ＹＲ6/6��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4

　79号土坑堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ2/2（5㎝の礫微量含む）�
２　黒褐色土　10ＹＲ2/3��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4（明黄褐色土まだらに多量含む）��
�
　80号土坑堆積土�
１　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2��
２　黒褐色土　10ＹＲ3/2��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3（明黄褐色土まだらに少量含む）��
４　灰黄褐色土　10ＹＲ6/2（明黄褐色土まだらに多量含む）��
５　黒色土　10ＹＲ2/1��
６　黒色土　10ＹＲ2/1（1㎝の礫多量含む）�

　81号土坑堆積土�
１　黒色土　10ＹＲ1.7/1（5㎝の礫微量含む）�
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
３　黒褐色土　10ＹＲ1.7/1（1～4㎝の礫少量�
　　含む）�

　82号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3��
３　黄褐色土　10ＹＲ5/6��
４　褐色土　10ＹＲ4/4��
�
　83号土坑堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ3/1��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
３　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2��
４　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2�
　　（3㎝の礫多量含む）�
５　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
�
　84号土坑堆積土�
１　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2�
　　（0.2～0.5㎝の炭化物少量含む）��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4�
　　（0.3～0.5㎝の炭化物少量含む）��
�
　85号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3�
　　（褐色土塊少量3～5㎝の礫微量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4�
　　（褐色土塊含む）�
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図１３９　８６～９３号土坑
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　91号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
　　（0.2～0.4㎝の礫少量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
　　（2～6㎝の礫多量含む）��
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4�
　　（3㎝の礫多量含む）�
５　褐色土　10ＹＲ4/4��
　92号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
２　黒褐色土　10ＹＲ3/2�
　　（5㎝の明黄褐色土塊多量含む）�
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4��
�

　86号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4��
２　黄褐色土　10ＹＲ5/6��
３　明黄褐色土　10ＹＲ6/6��
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3

　87号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3�
　　（褐色土塊・炭化物塊微量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3�
　　（褐色土塊・炭化物塊少量含む）�
３　黒褐色土　10ＹＲ2/2�
　　（褐色土塊少量含む）��
４　暗褐色土　10ＹＲ3/4�
　　（黄褐色土塊・褐色土塊・炭化物微量�
　　含む）�
５　暗褐色土　10ＹＲ3/3�
　　（褐色土塊含む）��
６　黄褐色土　10ＹＲ5/6�
　　（暗褐色土塊多量，3～5㎝の礫少量含�
　　む）�
　88号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4�
　　（褐色土塊少量，炭化物微量含む）��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3�
　　（黄褐色土塊少量含む）��
　89号土坑堆積土�
１　黄褐色土　10ＹＲ5/6��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/4��
３　黄褐色土　10ＹＲ5/8��
４　黒褐色土　10ＹＲ2/3��
５　明黄褐色土　10ＹＲ6/6��
　90号土坑堆積土�
１　褐色土　7.5ＹＲ4/3�
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3��
３　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2�
　　（礫少量，炭化物少量含む）��
４　暗褐色土　10ＹＲ3/3�
　　（礫多量含む）��
５　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3�
　　（礫多量含む）�

　93号土坑堆積土（Ｂ－Ｂ′）�
１　黒色土　10ＹＲ2/1��
２　黒褐色土　10ＹＲ3/2�
　　（3㎝の礫微量含む）�
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3
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図１４０　９４～１００号土坑
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　94号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3��
２　黄褐色土　10ＹＲ5/6��
　95号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/3��
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（1～5㎝の明黄褐色土含む）��
３　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4（明黄褐色土まだらに多量含む）��
４　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4

　96号土坑堆積土�
１　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（2～10㎝の炭化物少量含む）�
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ5/4（0.5～1㎝の炭化物微量含む）�
３　明黄褐色土　10ＹＲ6/6

　97号土坑堆積土�
１　黒褐色土　10ＹＲ3/2��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3��
３　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2��
４　にぶい黄橙色土　10ＹＲ6/4（4～5㎝の礫多量含む）�

　98号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊少量含む）��
　100号土坑堆積土��
１　暗褐色土　10ＹＲ3/3（明褐色粘土含む）��
２　にぶい黄褐色土　10ＹＲ4/3（褐灰色土粒・炭化物粒少量含む）�
３　灰黄褐色土　10ＹＲ4/2

　99号土坑堆積土�
１　暗褐色土　10ＹＲ3/4（褐色土塊・炭化物粒少量含む）�
２　暗褐色土　10ＹＲ3/3（炭化物粒少量含む）�



１９５

Ｂ２ａ類　（ＳＫ１・２・１８・２９・７８）

　遺　　構　（図１２５・１２９・１３１・１３７，写真１５・１８３・１９７・２０２・２２７）

　平面形が長方形の土坑で，浅く，周壁が焼けているものである。５基が該当する。段丘上に広く

分布しており，１・２号土坑が隣接しているほかは，散在している。７８号土坑が２８号住居跡と重複

し，２８号住居跡よりも新しい。

　いずれの土坑も地山を長方形に掘り込んで造られている。底面はＬⅤ上部まで掘り込んで，平坦

に整えられている。１８号土坑は長軸が３ｍ近く，規模の面で大きく異なる。長軸の方向は，１・２

号土坑が真北から東に６０° ，１８・７８号土坑が西に４５°それぞれ偏し，２９号土坑がほぼ東西を指して

おり，ばらつきがある。しかし，地山の傾斜との関係をみてみると，いずれも長軸あるいは短軸が

等高線と直交している。このことは本類の土坑の構築における規制要因として，地面の傾斜が大き

かったことを物語っていよう。周壁は熱を受けて部分的に赤色に変化しているが，底面はほとんど

熱を受けた痕跡がみられない。堆積土には炭化物が多量に含まれている。

　遺　　物　（図１４１，写真２８２）

　図１４１－１に１号土坑から出土した土器を示した。小片であり，流入したものと考えている。縄

文土器の胴部破片で，幅広の隆帯に沈線を沿わせて文様を描いている。

　ま と め

　本類は，周壁が強く酸化していることや，堆積土内に炭化物片が多量に含まれていることなどか

ら，木炭を焼成するための土坑であると考えられる。本類の年代は，重複関係と出土遺物によって

縄文時代中期以降であり，形態的な特徴から，平安時代以降のものであると考えられる。

Ｂ２ｂ類　（ＳＫ１４・４４）

　遺　　構　（図１２８・１３２，写真１９５・２０９）

　平面形が長方形の土坑で，浅いものである。Ｂ２ａ類と異なり，周壁は焼けていない。２基が本

類に該当する。１４号土坑は調査区中央南西よりの遺構の密度が低い地点に位置する。４４号土坑は調

査区北西端部の，住居跡が密集し，Ａ２ｂ類の土坑も分布している地点に位置している。４４号土坑

はＣ類の８７号土坑と重複し，本遺構のほうが新しい。

第３節　土　　　　　坑

図１４１　１・４・８・９号土坑出土遺物
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図１４２　１０号土坑出土遺物∏
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図１４３　１０号土坑出土遺物π
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　本類は地山をＬⅤ上部まで掘り込んで造られているが，完掘時の深さが２８～３５㎝しかなく，Ｂ１

類とは大きく異なっている。長軸方向は１４号土坑がほぼ東西方向，４４号土坑が真北から２９°東偏し

ており，いずれも長軸あるいは短軸が等高線にほぼ直交している。

　４４号土坑の堆積土は褐色の２層からなり，炭化物を含んでいる。このことから，調査時には木炭

の焼成に関わる土坑ではないかと考えたが，周壁に熱を受けた痕跡がみられないことから，異なる

機能をもっていたものと判断した。

　遺　　物　（図１４６・１５１，写真２５５・２８７）

　図１４６－１３・１４には１４号土坑から出土した縄文土器を掲載した。１３は胴部破片で，幅広の隆帯に

図１４４　１１・１２号土坑出土遺物
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図１４５　１３号土坑出土遺物
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図１４６　１３・１４号土坑出土遺物
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第３節　土　　　　　坑

図１４７　１５・１６号土坑出土遺物
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沈線を沿わせて文様を描いている。１４は口縁部のみに文様をもち，ほかは縄文を施すのみである。

口縁部の文様は，隆帯で横位の区画を描き，区画内を二重の隆帯によって縦に区画している。隆帯

には沈線が添えられている。口唇部には６単位の渦巻文とそこから伸びる沈線を巡らせている。口

縁部の区画内には地文が残されている。

　図１５１－１２には４４号土坑から出土した土器を図化した。幅広の隆帯によって渦巻文と楕円形区画

文を描いている。隆帯には沈線が添えられる。区画内には縄文が施されている。
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図１４８　１７・１９号土坑出土遺物
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図１４９　１９号土坑出土遺物∏
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　ま と め

　縄文時代の遺構と考えられる８７号土坑を壊していることから，縄文時代中期以降の土坑と判断さ

れるが，具体的な時期・機能は不明である。

Ｃ　　類　（ＳＫ５・７・８・５９・７３・８２・８７・９２～９５）

　上述した分類に入らない土坑１１基をまとめてＣ類とした。本類に関しては遺構ごとに記述したい。

　５号土坑　（図１２５，写真１８５）

　本遺構は調査区南東部で検出された。検出面の平面形は長方形であるが，底面はすり鉢状に中央

が深くなっている。長軸は真北から３３°東偏しており，傾斜の方向とは一致しない。堆積土は３層

に分層され，レンズ状に堆積していることから自然堆積と考えられる。堆積土には炭化物粒が多く

含まれている。具体的な性格は不明である。また，重複関係や遺物の出土がないため，時期を決定

することはできなかった。

　７号土坑　（図１２５，写真１８６）

　調査区南端部の斜面に位置しており，礫層を掘り込んで造られている。不整形な土坑で，性格は

不明である。堆積土には図示した礫も含め，比較的大きな礫が多く含まれており，人為的に埋め戻

されたものと判断した。遺物の出土や重複関係がないため，時期の決定はできなかった。

　８号土坑　（図１２５・１４１，写真１８６・２８２）

　調査区南端部の斜面に位置しており，礫層まで掘り込んで造られている。ほぼ円形の土坑であり，

土坑内部が膨らんで袋状となっている。この形態からＡ１ａ類と同様に貯蔵穴である可能性もある。

ただし，Ａ１ａ類の分布域から外れていることや，底面の平面形が異なることから，ここでは性格

の異なる土坑と判断した。具体的な性格は不明である。堆積土には礫が多く含まれており，人為的

に埋められたものと考えている。縄文土器が出土しているが，いずれも小片であることから土坑が

埋められる際に混入したものと考えている。そのうち１点を図１４１－３に示した。口唇部直下に沈

線が施され，その下には縄文が施されている。これは楕円形の区画文である可能性がある。所属時

図１５０　１９号土坑出土遺物π

最大長： 8.9⁄　�
最大幅： 8.2⁄�
最大厚： 5.8⁄�
重　量：600ｇ�
石　質：流紋岩�

最大長：13.0⁄　重　量：520ｇ�
最大幅：  7.0⁄　石　質：閃緑斑岩�
最大厚：  3.8⁄�
�

０� 10⁄�
（1／4）�

１　Î１�

２　Î１�
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第３節　土　　　　　坑

図１５１　２３・２６・２８・３０・３１・３５・３７・４３～４６・４９・５１・５２号土坑出土遺物
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24　ＳＫ51　Î１� 25　ＳＫ52　Î１�

26　ＳＫ52　Î２� 27　ＳＫ52　Î１�

28　ＳＫ52　Î２�

17　ＳＫ45　Î１�

０� 10⁄�
（2／5）

０� ５⁄�
（1／4）�

最大長：10.8  ⁄　重　量：450ｇ�
最大幅：〔7.3〕⁄　石　質：閃緑斑岩�
最大厚：　4.5　⁄�
�
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図１５２　５９・６０・６９・７１・７２・７４・７９・８１・８７・９３号土坑出土遺物

６　ＳＫ69　Î５�

１　ＳＫ59　Î５�

２　ＳＫ59　Î５�

３　ＳＫ71　Î１�

４　ＳＫ60　Î１�

５　ＳＫ74　Î２�

７　ＳＫ87　Î１�

９　ＳＫ72　Î１�

11　ＳＫ87　Î１�

10　ＳＫ81　Î１�

14　ＳＫ93　Î１�
15　ＳＫ87　Î３�

16　ＳＫ87　Î１�

13　ＳＫ87　Î１�

17　ＳＫ87　Î１�

12　ＳＫ87　Î１�

８　ＳＫ74　Î１�

口径：（40.3）⁄�
底径：（14.2）⁄�
器高：〔29.0〕⁄�
�

口径：（45.2）⁄�
器高：〔16.5〕⁄�
�

０� 10⁄�

（2／5）（1～5・7・9～17）

０� 10⁄�
（1／4）（6・8）�
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期は，出土遺物から大木８ｂ～９式期以降である。

　５９号土坑　（図１３４・１５２，写真２１７・２８８）

　本遺構は調査区南東部に位置している。土坑集中域であり，本遺構も２０号土坑と重複し，本遺構

のほうが古い。検出面での平面形は楕円形であるが，底面は不整な円形であり，北半に長方形の落

ち込みがある。覆土は不自然な堆積状況を示し，Î２には土の混じりが見られることから，人為的

に堆積したものと判断した。Î３・４・８は周壁の崩落土である。

　本遺構からは縄文土器が出土しており，図１５２－１・２に２点を示した。１は稜の発達した隆帯

と凹線で渦巻文を描いている。外面にはススが付着している。２は凹線で文様を描いており，地文

はＬ原体の絡条体を回転施文した撚糸文である。

　本遺構の性格は不明である。本遺構は出土した遺物や遺構の重複関係から，縄文時代中期後葉に

属するものと考えられる。

　７３号土坑　（図１３７，写真２２４）

　本遺構は調査区中央部に位置している。３４・４０・４２号土坑のほか，風倒木にも壊されている。直

径３．６ｍを測る大きな土坑で，検出面からの深さも６０㎝と深い。底面は平坦である。検出時には住

居跡である可能性も考えたが，底面に炉や柱穴といった施設が検出されなかったことから，土坑と

して報告する。堆積土は５層に分層され，土の塊が含まれることや，Î２・３の堆積状況が不自然

なことから，人為的に埋められたものと考えた。縄文時代の土坑に壊されており，小片ではあるが

縄文土器が出土していることから，本遺構は縄文時代に位置付けられる。性格は不明であるが，そ

の規模から，住居を建設するために掘られたものの，何らかの理由で放棄された竪穴であった可能

性がある。

　８２号土坑　（図１３８，写真２２８）

　本遺構は調査区中央部に位置している。平面形が不整形で，底面はなだらかに立ち上がる皿状で

ある。覆土はレンズ状に堆積しており，自然堆積と考えている。本遺構の性格・時期は不明である。

　８７号土坑　（図１３９・１５２，写真２３１・２８９）

　本遺構は調査区北西部に位置している。４４号土坑と重複し，本遺構のほうが古い。平面形は不整

な楕円形で，周壁はほぼ垂直に立ち上がる。礫層上面まで掘り込んで底面としており，底面は平坦

である。堆積土はレンズ状を呈し，自然に堆積したものと判断した。堆積土からは縄文土器が出土

している。図１５２－７・１１～１３・１５～１７には，本遺構から出土した土器を示した。７・１２は口縁部

破片である。７は稜の発達した隆帯で渦巻文と楕円形区画文を描いている。１２は幅広の隆帯で渦巻

文と楕円形区画文を描いている。１１・１３・１５～１７は胴部破片である。１３・１５は沈線で文様を描くも

のである。９の地文は撚糸文で，Ｒ原体の絡条体を回転施文している。１１・１６・１７は幅広の隆帯で

文様を描いており，隆帯には凹線が添えられている。いずれも地文は撚糸文であり，Ｒ原体の絡条

体を回転施文している。

　本遺構は，形態的な特徴から，Ａ１ｂ類と同様の性格があったと考えられる。所属時期は，遺構

第３節　土　　　　　坑
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の重複関係と出土遺物から，大木８ｂ式期に位置付けられる。

　９２号土坑　（図１３９，写真２３３）

　本遺構は調査区中央部に位置している。平面形は不整な円形で，底面は平坦である。堆積土には

大きな土の塊が含まれており，人為的に埋められたものと判断した。遺物の出土はなく，重複関係

もないため，本遺構の時期を決定することはできなかった。

　９３・９４号土坑　（図１３９・１４０・１５２，写真２３３・２３４・２８９）

　これらの土坑は調査区中央部に位置している。不整な楕円形の土坑であるが，底面は平坦である。

堆積土は自然に堆積したものと考えている。性格は不明である。９３号土坑からは縄文土器が出土し

ている。図１５２－１４は９３号土坑から出土した胴部破片であり，沈線で文様を描いている。９３号土坑

は出土遺物から，縄文時代中期以降に属するものと考えられる。

　９５号土坑　（図１４０，写真２３４）

　本遺構は調査区中央部に位置している。不整な楕円形の土坑であり，底面は皿状で，平坦面はな

い。底面や周壁では直径１０㎝未満の小さな穴が多数検出されたが，これらは木根が入った撹乱の可

能性もある。堆積土には明黄褐色土が塊状・斑状に含まれていることから，人為的に埋められたも

のと判断した。具体的な性格は不明である。また，遺物が出土せず，重複関係もないため，時期を

決定することはできない。　  （轡　田）

第４節　埋　　　　　甕

　前山Ａ遺跡では４基の埋甕が検出されている。そのうち３基が調査区南部やや西寄りに集中して

立地している。周囲にはピットがみられるが，それ以外の遺構の分布は希薄である。残る１基は調

査区南東部の土坑密集地に立地している。

１ 号 埋 甕　ＳＭ１

　遺　　構　（図１５３，写真２３７）

　本遺構はＫ８グリッドに位置している。調査区の南東端部で，段丘の平坦面に位置している。周

囲には円形の土坑群が密集している。周囲には風倒木痕も多く分布しており，本遺構は風倒木痕を

掘り込んで造られている。

　検出状況は，土坑を壊している風倒木痕を先行して掘り下げていたところ，遺存率のよい土器が

検出された。当初は風倒木痕に土器を投棄した可能性を考えたが，土器の周囲の土を断ち割って断

面を観察したところ，土器の下で掘形が確認された。

　土器は，口縁部を西南西に向け，ほぼ横倒しの状態で出土した。堆積土は２層のみ観察できた。

Î２は土器を埋設する際の埋土であると考えたが，異なる土の塊などは含まれていなかった。Î１

は土器の中に入っていた土であるが，当初から入っていたものか，後に流入したものか，堆積状況
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からは判断できなかった。

　掘形の底面には凹凸があり，その標高は５７．７ｍである。風倒木痕を掘り下げる前の検出面標高は

５８．１ｍであり，表土の厚みを考慮すると，掘形の元々の深さは７０㎝程度あったものと推測できる。

　遺　　物　（図１５４，写真２５５）

　埋設されていた土器を図１５４―１に示した。胴部が張り，口縁部が外傾して立ち上がる器形で，

４単位の波状口縁である。口唇部には沈線が巡らされ，沈線は波頂部のうち３箇所で渦巻文を描い

ている。波頂部の１箇所では，口唇部が肥大化し，隆帯による渦巻文が描かれている。頸部より下

には縄文が施されている。胴部外面にはススが付着していることから，本資料は煮沸具として用い

られた後に，埋甕として転用されたものと考えられる。

　ま と め

　本遺構は，土層断面の観察によって，風倒木痕を掘り込んで造られていることが明らかになった。

本遺構の所属時期は，出土遺物から大木８ｂ式期に位置付けられる。

　本遺構の構築前に形成された風倒木痕は，やはり縄文時代中期後半に位置付けられる土坑を壊し

ている。このことから，土坑の廃絶と風倒木痕の形成，本遺構の成立は，短い時間の中で起きたも

のと考えられる。　  （轡　田）

２ 号 埋 甕　ＳＭ２

　遺　　構　（図１５３，写真２３７）

　本遺構は，段丘南斜面肩部のＧ７グリッドで検出された埋甕である。周囲には３・４号埋甕や１

号特殊遺構といった同種の遺構が集中している。ＬⅤから検出された。

　本遺構の遺存状態は，上部の削平が著しく，埋設土器は遺存率が低い。平面プランは楕円形を呈

しており，長軸７５㎝，短軸５２㎝の掘形に，厚さ３～４㎝の褐色土を入れ，その上面に深鉢が埋設さ

れている。堆積土は，明黄褐色土塊を少量含有した黄褐色土である。

　遺　　物　（図１５４）

　図１５４－２は，埋設土器である。１個体であるが，胴部は接合しなかった。器形の特徴は，頸部がく

びれ，口縁部は外傾したのちに直立して立ち上がる。遺存範囲では，文様は認められない。　  （菅　原）

３ 号 埋 甕　ＳＭ３

　遺　　構　（図１５３，写真２３８）

　本遺構はＧ８グリッドで検出された。調査区南端やや西寄りで，平坦面から南斜面への傾斜変換

点に位置している。周囲には２・４号埋甕が隣接しているほか，ピットも分布している。重複する

遺構はない。検出状況は，遺構検出作業中に，土器の胴部が丸く検出された。その後土器片の周囲

に，地山よりも暗い色の土が堆積する掘形が確認された。本遺構の周囲に踏み締まりなどは確認で

きなかった。

第４節　　埋　　　　　甕
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　覆土を半分残して，土層断面を観察しながら，本遺構を精査した。その結果，本遺構は地山を掘

り込んで，土器を埋め込んで造られていることが明らかになった。堆積土は３層に分かれ，いずれ

もＬⅤに由来する黄褐色土である。そのうちÎ３は土器を埋設した際の埋土である。Î１・２は土

器の内部に堆積していた土であるが，時間をかけて流入した様子はみられなかった。このことから，

埋設時に土器の上を覆っていたか，土器の内部に入れられていたものと考えている。土器の周囲の

土には，熱を受けた痕跡はみられなかった。

　掘形は平面形が円形の鉢のような形を呈する。検出面での直径が４０㎝である。土器は南南西の方

向に向かって，３０°程度傾いた状態で埋められていた。

　遺　　物　（図１５４，写真２５５）

　図１５４―３に，本遺構に埋設されていた土器を図化した。深鉢形土器で，口縁部を欠損している。

欠損している位置から，後世の耕作によって削平されたものと考えられ，元々はほぼ完形の土器が

埋設されていたものと推測される。掘形の検出面からの深さは１８㎝程度であるが，表土の厚さと土

器の大きさを考えると，本来４０～５０㎝の深さがあったものと考えられる。土器の胴部には，凹線に

よって縦位の区画文が描かれ，区画外の縄文を磨り消している。

　ま と め

　本遺構は，埋設されていた土器の特徴から，大木９式期に属すものと考えられる。本遺構は，土

器の周囲が焼けていなかったことから，炉の埋設土器ではないと考える。　  （轡　田）

図１５３　１～４号埋甕
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４ 号 埋 甕　ＳＭ４

　遺　　構　（図１５３，写真２３８）

　本遺構はＧ８グリッド，調査区の南端やや西寄りに位置している。この地点は，平坦面の南端で，

斜面との傾斜変換点である。周囲には１・３号埋甕，ピットが分布しているが，住居跡や土坑など

の分布は希薄である。周囲に踏み締まりは検出されなかった。遺構検出作業中に，埋設土器の輪郭

が確認され，その後土器の周囲に掘形があることが明らかになった。

　堆積土は２層に分かれた。いずれもＬⅤに由来する黄褐色土である。Î２は土器を埋設した際の

埋土である。Î１は時間をかけて流入した様子がみられないことから，埋設時に土器を覆っていた

か，土器の中に入れられていた土と考えられる。土器の周囲の土は，熱を受けた痕跡がみられな

かった。掘形は平面形が円形で，急斜度に掘り込まれている。検出面での直径が２５㎝，深さが１５㎝

であり，土器の大きさだけ掘り込んで造られている。土器は北北東の方向に向かって，２０°程度傾

いた状態で埋められていた。

第４節　　埋　　　　　甕

図１５４　１～４号埋甕出土遺物
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　遺　　物　（図１５４）

　図１５４－４に，本遺構に埋設されていた土器を示した。胴部が外傾して立ち上がる器形で，胴部

は無文である。胴部上半より上が削平されて遺存していない。

　表土の厚さと，土器の遺存率から，本遺構の掘形は，本来４０～５０㎝程度の深さがあったものと推

測される。

　ま と め

　本遺構は，３号埋甕と隣接し，規模や構造も類似していることから，ほぼ同時期に属すものと考

えられる。土器の周囲が焼けていないことから，炉体土器であった可能性は低い。　  （轡　田）

第５節　その他の遺構

　その他の遺構としたのは，既述した竪穴住居跡，土坑，埋甕に該当しなかったものである。２遺

構を登録した。

１号特殊遺構　ＳＸ１

　遺　　構　（図１５５，写真２３９）

　本遺構は，段丘南斜面肩部で検出され，石囲施設と埋設土器を伴っている。Ｇ８グリッドに位置

しており，ＬⅤで検出された。周囲には，３基の埋甕がみられるが，住居跡分布は希薄である。

　遺構の構成は，南西部に石

囲施設，その北東方向に約４０

㎝の距離を置いて２基の埋設

土器が検出されている。全体

を結んだ状態は整った二等辺

三角形になり，一体的なもの

であると考えた。石囲施設の

主軸は，南東－北西方向で，

２基の埋設土器を結んだ線と

平行する。

　本遺構は，竪穴住居跡の削

平された炉の可能性がある。

しかし，焼土面が確認されず，

根拠は得られていない。した

がって，ここでは性格不明と

しておく。 図１５５　１・２号特殊遺構
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　遺　　物　（図１５６）

　５点の縄文土器を図示した。以下に解説を加える。

　図１５６－１は，検出作業の際に出土した胴部片で，細かな櫛歯文が観察される。２は埋設土器で

ある。磨り消し手法を伴う縦位の沈線が引かれている。３は石囲部から出土したキャリパー形の深

鉢である。両側を調整した隆帯と，斜めに刻みを入れた隆帯で方形区画が配されている。４は，石

囲部から出土した胴部片である。深い櫛歯文の施された胴部に，垂下する粘土紐が貼り付けられ，

その上に斜めの刻みが入れられている。５は埋設土器である。２と同じく，磨り消し手法による垂

下沈線が認められる。　  （菅　原）

２号特殊遺構　ＳＸ２

　遺　　構　（図１５５，写真２３９）

　本遺構はＬ８グリッドで検出された。調査区南東端部で，平坦面から南斜面への傾斜変換点に位

置している。周囲には円形の土坑が集中しており，そのほか８ｍ西に３号住居跡が位置している。

遺構検出作業中，褐色土が堆積する直径２０㎝の円形の輪郭が検出された。当初は木根による撹乱の

可能性を考えたが，輪郭に沿って，周囲の土が赤色に変化していることが明らかになり，遺構とし

て調査を開始した。

　小型の遺構であるため，堆積土の状態を性格に記録するため，検出時点で平面図を作成した後，

図１５６　１号特殊遺構出土遺物
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周囲の土も併せて断ち割ることにした。その結果，本遺構は平面形が長径２２㎝の楕円形，深さが３３

㎝のピット状の遺構であることが明らかになった。底面は礫層上面に造られており，平坦である。

周壁は下部がわずかに膨らむ形をしているが，おおよそ筒状である。

　堆積土は２層に分けられた。Î２は黒褐色土，Î１は褐色土である。Î２の下位に周囲からの流

入土が見られないことから，Î２は本遺構機能時，あるいは廃絶直後に堆積したものと考えられる。

Î１にはＬⅤに由来する塊が多く含まれていることから，本遺構を掘り込む際の残土で埋めたもの

と推測される。また，本遺構の上端が，部分的に厚さ２㎝程度が焼けて赤色に変化していた。なお，

本遺構からは遺物は出土していない。

　ま と め

　本遺構は，周囲の土が焼けていることから，本遺構の中で何かを燃やしたものと考えられる。そ

のため，木炭の焼成のための土坑に関連するものである可能性もあるが，具体的な性格は不明とせ

ざるを得ない。

　時期も，遺物の出土がなく，遺構同士の重複関係もないため，不明である。　  （轡　田）

第６節　ピ　　ッ　　ト　（図１５７・１５８）

　本遺跡の遺構検出作業では，直径３０～４０㎝の小型円形の輪郭が多数検出された。それらが建物跡

の柱穴など，何らかの遺構の可能性があると考え，調査を行ったが，規則的な配列をもつピットは

認められなかった。そこで，ピットの平面形を記録した後，堆積土の半分を掘り込んで，断面形を

確認し，土層と深さの記録を行った。

　本遺跡でピットとしたものは，全部で１９基であった。その分布をみてみると，調査区の中央部か

ら南東部にかけて点々とみられ，ほかに南部で３基が固まっているというように，偏って立地して

いる。南部のものは，その他の遺構である１号特殊遺構，２～４号埋甕と隣接しており，何らかの

関連が予想される。また，そのほかのピットについても，縄文時代の土坑に近接して造られている

ものが多く，それらの遺構に関連した遺構である可能性もある。なお，Ｈ１０Ｐ２・Ｊ８Ｐ２の堆積

土からは，それぞれ柱痕が認められた。

　遺物は図化できなかったが，Ｇ８Ｐ２から縄文土器がまとまって出土しているほか，Ｋ８Ｐ１か

ら鉄滓２６．９ｇが出土している。鉄滓は鍛冶滓であり，隣接する３号住居跡からも出土している。本

遺構と３号住居跡とは密接な関係があったものと推測される。

　本遺構で検出されたピットは，いずれも建物などの建築物の柱穴とは考えられない。しかし，柱

痕が認められたピットもあることから，柱・杭などの存在が予想される。またＫ８Ｐ１では，鉄滓

が出土していることから，古代の住居に伴う施設であった可能性が高い。　  （轡　田）
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図１５７　ピット群∏
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図１５８　ピット群π
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第７節　遺 物 包 含 層

１号遺物包含層　ＳＨ１

　遺　　構　（図１５９・１６０，写真２４１～２４４）

　本遺構は調査区北西部の段丘崖際のＥ１１～１３，Ｆ１１～１３，Ｇ１１～１３，Ｈ１１・１２グリッドに形成さ

れている。その範囲は，東西長約３０ｍ，南北長１５～２０ｍを測る。調査区際のＥ１１～１３グリッドに関
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しては，ＬⅠ・Ⅱの耕作が多いため，遺物は遺構外の資料として取り上げている。しかし，９号住

居跡の住居内堆積土に本遺構と同じ土層が認められること，図４に掲載した基本土層の柱状図④で，

本遺構に相当するＬⅢの存在を確認していることから，本来はＥ１１～１３グリッドにも存在していた

と考えている。そのため，アミ点で範囲を示している。なお，本遺構の範囲は調査区外の西側にも

広がっていると推測している。

　本遺構はＬⅠ・ⅡとＬⅣの間に形成されている土層で，層厚は，１０～４０㎝を測るが，おおむね２０

～３０㎝ほどである。厳密にいえば，包含層が形成される過程には段階があるが，土質の違いは認識

できないため，黒褐色土の単一層とした。本包含層の下はプライマリーな層で，この面が縄文時代

中期の遺構検出面となっている。換言すれば，本包含層を掘り下げた段階で検出された遺構は，耕

作を受けている他の遺構に比して，本来の形状に近い状態といえる。

　また，本包含層の周辺には風倒木痕が多数存在する。風倒木痕の多くは，本包含層を掘り下げる

図１６０　１号遺物包含層π
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前から確認されており，包含層よりも新しい段階のものであると判断した。図１５９の断面図ＡＡ’

からも，風倒木痕で巻き上げられた土と基盤層との隙間に，本包含層が流入している状況がうかが

える。そのため，風倒木痕も掘り下げて遺物の取り上げを行なっている。

　本包含層からはおびただしい数の遺物が出土している。各グリッドからの出土点数は，表５に示

した通りである。縄文土器片は接合前の破片点数で，石器類はR片などを含めた総点数である。そ

のため，縄文土器片については，個体数を表すものではないが，遺物の大まかな出土傾向を把握す

るものである。本包含層の中でも，谷頭の位置にあたるＦ１２・Ｇ１２グリッドは，土層も他のグリッ

ドに比べ厚く，本包含層からの出土遺物の大半を占める。なお，掘り下げていく段階で，Ｆ１２・Ｇ

１１グリッドから平面・標高がまとまりをもって出土したものに関しては，平面の位置と標高を記録

して取り上げた。これらの遺物は，本包含層中のある面にほぼ同時期に廃棄されたものと推測して

いる。

　遺　　物

　遺物は縄文土器片１１，１４２点，石器類７０点が出土している。縄文土器片の内訳は，口縁部片１，１２６

点，胴部片９，７６２点，底部片２５４点，石器は石鏃８点，石鏃もしくは石錐１点，削器３点，二次加工

のあるR片５点，R片３１点，砕片４点，石核３点，石斧２点，磨石５点，不明８点である。ここで

は縄文土器１７４点，土製品５点，石器２０点を図化した。縄文土器に関しては，遺存状況がよく文様

構成がわかるもの，竪穴住居跡などの遺構から出土していないもの，特徴的なものなどを考慮に入

れて選定した。土製品は全て，石器類は利器を中心に選び出した。

　土器・土製品　（図１６１～１７２，写真２５６・２９０～２９７・２９９）

　図１６１，図１６２－１～９，図１６８，図１６９－１～３・５・１９は，いずれもキャリパー形を呈する深鉢

形土器の口縁部片と考えている。口縁部の文様は，主に隆沈線による横位の渦巻文と楕円形区画文

で構成され，胴部文様帯とは明確に区別されている。これらの資料は隆帯の断面形で大きく２つに

分けられる。すなわち，箱形を呈する図１６１，図１６２－１～９，図１６８－１・６～１２，図１６９－１９と，

やや稜を帯び，渦巻文の先端は周囲よりも一段低く，高低差をもっている図１６８－２～５，図１６９－

１～３・５である。まず，前者についてみていくことにする。

　前者の中には，隆帯の貼り付けが弱い図１６１－２・５～８がみられる。５～８は楕円形状に隆帯

を貼り付けている点で共通するが，接合せず，胎土も異なることから別個体と判断した。また，図

１６１－１・２の渦巻文の両脇は，隆帯を貼り付けなかった箇所というだけで，楕円形区画文を設け

ているのではない点が，他の資料とは異なる。

　渦巻文には，先端が細くなり，やや稜を帯び始めている資料

も見受けられる。図１６１－１２・１６・２０，図１６２－５などである。

また，渦巻文の替わりに環状の突起が付く図１６２－１，円文が

描かれる図１６８－９，渦巻文内に地文が残る図１６１－１３，図１６８

－８・９も認められる。なお，図１６８－６の渦巻文内は摩滅の

　表５　遺物包含層出土遺物点数
凡例　縄：縄文土器片，石：石器類

ＨＧＦＥ

縄：９２
石：１

縄：２０３
石：１１３

縄：２６８
石：１

縄：２，９９８
石：１６

縄：４，８６１
石：２９

縄：３２１２

縄：４９縄：１，８６５
石：１４

縄：８０６
石：８１１
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ため，地文を磨り消しているかどうかは不明である。

　楕円形区画文内には，地文の縄文を残すものが多いが，刺突文を施す図１６１－９・１３・１９，図１６２

－９，図１６８－１２，縦位の沈線を連続して施す図１６１－１１・２０，図１６２－５，図１６８－６・７・１０・１１

などが認められる。また，図１６１－１０では縄圧痕文が観察できた。縄圧痕文は，単節のＬＲ原体を

横位に押し付けて充填している。

　頸部は，図１６１－１・３・１１，図１６２－２～５・７～９，図１６８－６では無文帯が認められる。ま

た，図１６２－１・３，図１６８－１の頸部には，口縁部と胴部とを区画する，横位に平行する２本の沈

線が施されている。

　胴部文様がわかるものでは，３本の平行する沈線を縦位に施す図１６１－１５・１８，２本の平行する

沈線を弧状に施す図１６１－２０，図１６２－３が観察できる。

　なお，これらの資料の地文は多くが縄文であるが，撚糸文の図１６１－１５も認められる。撚糸文は，

絡条体のＲ原体を縦方向に転がして文様を施している。

　後者の図１６８－２～５，図１６９－１～３・５は，口縁部の形状から，平口縁の図１６８－２～５，波

状口縁の図１６９－１～３・５に分けられる。図１６９－１～３・５の頂部には，渦巻文が描かれている。

これらの資料の楕円形区画文内には，地文の縄文が残るものの他，刺突文を施す図１６８－２・４・

５がみられる。図１６８－５では渦巻文の内部にも刺突文を施している。また，図１６８－４・５の胴部

には２本の平行する沈線を縦位に施し，沈線間を磨り消している。

　図１６２－１０～１５，図１６３，図１６４－１・３～１８，図１６５－１・２は，主として波状を呈する口縁部に

沈線，頂部に渦巻文が施されるものである。これらの資料の口縁端部は，沈線を描くため厚くなっ

ており，渦巻文が描かれる頂部ではとりわけ厚い。全体の器形がわかる資料は少ないが，口縁部直

下の胴部で最大径をもつ図１６２－１２・１３，胴部中ほどで最大径をもち，頸部でくびれた後に口縁部

で外反する図１６２－１４・１５，図１６４－９・１０などがみられる。

　頂部の形状には，環状になる図１６２－１２，図１６３－１・３～５，図１６４－４，渦巻文の替わりに円

形の刺突文が施される図１６２－１５，図１６３－２，渦巻文も円形の刺突文も付かない図１６４－８・１２・

１８，渦巻文が２つ認められる図１６４－７などがある。また，図１６３－８，図１６４－１６では，頂部の渦

巻文の直下にも沈線で施された渦巻文がみられる。なお，図１６２－１５の口縁部は４単位である。

　頸部～胴部の文様は平行する沈線を主体としている。図１６３－２・８，図１６４－３・５・６・９・

１０・１２・１４・１６～１８，図１６５－２では，頸部に２・３本の平行する沈線を横位に施し，口縁部文様

帯と胴部文様帯とを明確に区別している。頸部では，図１６４－３・６・１２・１３のように無文帯が認

められるものもある。沈線間は基本的に磨り消されず，地文の縄文が残る。ただ，頸部に無文帯が

形成される資料では，磨り消されている。また，図１６３－４は沈線を施した箇所に，先端が棒状の

工具で交互に刺突を加えている。図１６４－５・９・１０では，平行する沈線間に刺突文を施している。

図１６２－１２・１３の胴部文様は，曲流する平行沈線に円文・渦巻文が連結している。図１６２－１４，図

１６４－１７では縦位の波状文が認められる。図１６５－１は，縦位と横位に平行する３本の沈線が円文と
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連結している。

　図１６５－３～１４，図１６６は，平行する沈線を文様構成の主とする資料である。図１６５－３・４が口

縁部片，図１６６－１２・１３が底部片である以外は，胴部片である。

　図１６５－３は波状口縁で，櫛歯文を地文とする。２本単位の横位に平行する沈線から，３本単位

の平行する沈線が垂下する。４は平口縁で，口唇部直下に直線的な沈線を施し，その下には弧を描

く２本の平行する沈線が認められる。地文は縄文である。

　胴部片の多くは外側に張り出す形態で，上述した図１６２－１０～１５，図１６３，図１６４，図１６５－１・２

のような口縁部が，上部を構成すると推察される。平行する沈線は，曲流する場合は２本単位，直

線的な場合は３本単位のものが多い。曲流する沈線は，間に円文や渦巻文が連結し，中には剣先文

が認められる図１６５－９・１０などもある。平行する沈線間は磨り消さないものが多いが，図１６５－１２，

図１６６－７・１４～１７のように磨り消すものも存在する。縦位の波状文は，１本の図１６５－８，図１６６

－１１，２本の図１６６－５・１３，３本の図１６６－７などが見られる。

　これらの資料の地文は，縄文の他，櫛歯文の図１６５－１０・１３，図１６６－３・９，撚糸文の図１６５－

６，図１６６－１６・１７が認められる。櫛歯文を地文とする資料のうち，図１６５－１０と図１６６－９の平行

する沈線による渦巻文は，先端がとがるような形で施されている。この表現は，１９号住居跡出土の

図７８－１６と近似している。このように，櫛歯文を地文とする資料は，縄文を地文とする資料とは若

干文様構成を異にする可能性がある。

　撚糸文は図１６５－６が絡条体のＲ原体，図１６６－１６・１７が絡条体のＬ原体をそれぞれ縦方向に転が

して文様を施している。図１６６－１６・１７は他の胴部片と異なり，直線的な器形を呈する。

　図１６７，図１６９－１６は，隆沈線により文様が描かれている胴部片である。いずれも隆帯の断面形は

箱形を呈するが，図１６７－３はやや稜を帯びている。文様は主に曲線的で，渦巻文が表現されてい

るが，図１６７－８・９では縦位に直線的な隆沈線も見られる。これらの地文は，撚糸文の図１６７－

１・２・６，図１６９－１６，櫛歯文の図１６７－７・８がある。撚糸文は図１６７－１・２が絡条体のＬ原

体，図１６７－６，図１６９－１６が絡条体のＲ原体を縦方向に転がして文様を施している。なお，図１６７

－１・２・４は渦巻文の先端に剣先文，図１６９－１５の隆帯上には突起が認められる。

　図１７０－８も隆沈線により文様が描かれているが，頸部に無文帯をもち，胴部は縦位に楕円形区

画文が施されているなど，図１６７，図１６９－１６とは文様構成が異なっている。また，楕円形区画文間

には蕨手状文も認められる。

　図１６４－２，図１６９－４・６～１２は，断面形が三角形を呈する稜線を，主たる文様構成とするもの

である。稜線は突出し，地文が施されている面とは高低差をもつ。図１６４－２，図１６９－４・６～８

が口縁部片，図１６９－９～１２が胴部片である。

　口縁部片は，波状を呈する図１６９－４・８と，平口縁の図１６４－２，図１６９－６・７がある。図１６９

－６・７の渦巻文は先細りした稜線で表現されており，蕨手状の文様となっている。なお，図１６４

－２，図１６９－７では渦巻文の両脇に楕円形区画文が認められる。
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　胴部片は，図１６９－９では稜線の間に一段くぼむ円文を描いている。図１６９－１１は環状になると考

えられるが，遺存がよくないため，全体の形状をうかがい知ることはできない。

　図１６９－１３～１８は，２本ないし３本単位の縦位に平行する沈線を施し，沈線間を磨り消している

資料である。１４では，地文の縄文を全て磨り消そうとしているが，わずかに残っている状況が観察

できる。これらは，図１６８－４・５のような口縁部に文様帯を持つ胴部片と推察される。

　図１６９－２０・２１，図１７０－１～７・９～１２は，凹線による区画文を文様構成とするものである。逆

「Ｕ」字文を主とするが，「Ｈ」字状の図１７０－７・１２や，口縁部に楕円形区画文が施される図１６９

－２０，図１７０－１なども認められる。いずれも深鉢形土器で，図１６９－２１，図１７０－３～６は口縁部

が波状を呈する。

　図１６９－２１は区画文間に蕨手状文が施されている。図１７０－１の凹線内部には，円形の刺突文が施

されている。粘土の押し出された状況から，刺突は右方向から施されたことがわかる。

　図１７０－１３は浅鉢である。口縁端部はやや厚く，頸部で屈曲している。内外面ともケズリの後に

ミガキを施している。調整の方向はいずれも横方向である。

　図１７１には，上述した資料とは特徴を異にするものを掲載した。１６～１８以外はいずれも口縁部片

である。１は頸部に横位に平行する３本の沈線を施し，口縁部と胴部とを区画している。しかし，

遺存する部分では，口縁部・胴部とも文様は施されていない。

　２は波状を呈する口縁部片で，頂部には粘土を貼り付けて突起を設けている。胴部には２本の沈

線が蛇行している。

　３・４・６は地文の縄文のみである。７は口唇部直下に横位に平行する２本の沈線が，８では縦

位に平行する２本の沈線が，９は口縁端部に１本の沈線が施されている。

　１０・１１は頸部に隆帯が巡る資料である。１０は，隆帯の幅が広く，口縁部は無文となっている。１１

は頸部で屈曲する。胴部が張る器形を呈するのであろう。

　５・１４は連弧文が施された資料である。平行する沈線によって連弧文を描き，沈線間は磨り消さ

れている。口唇部直下には，５では平行する沈線内に，１４では平行する沈線間に，それぞれ刺突文

を施している。地文はいずれも櫛歯文である。１２・１３についても，やや崩れた感があるが，連弧文

を意識した文様と考えている。

　１５は，沈線を斜め方向に連続して施している。このような資料は，１０号住居跡出土の図５２－４，

遺構外出土の図１８０－２にも掲載している。

　１６～１８は胎土に繊維を含む土器である。１６は非結束羽状縄文を横位に施している。１６は前期初頭

頃，１７・１８は早期末～前期初頭頃の資料と推測される。このような資料は，摩滅が著しく不明な土

器片の中にもあるだろうが，確認できた限りでも１０点に満たない。

　図１７２には底部片と土製品を掲載した。１～１０の底部片には，いずれも網代痕などは認められな

かった。地文の縄文が確認されたのは，１～４である。そのうち，１・３・４には縦位の沈線が施

されており，１では３本単位となっている。４は小型の器形である。５は筒形を呈し，内外面とも
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図１６１　１号遺物包含層出土遺物∏

0 10⁄�

（2／5）

１　Ｇ12　Î１� ２　Ｇ12　Î１� ３　Ｆ12　Î１�

４　Ｇ12　Î１� ５　Ｇ12　Î１� ６　Ｇ12　Î１� ７　Ｇ12　Î１�

８　Ｇ12　Î１� ９　Ｇ12　Î１�
10　Ｇ12　Î１�

11　Ｆ12　Î１�

12　Ｆ12　Î１�

13　Ｇ12　Î１�

14　Ｆ12　Î１�

15　Ｆ12　Î１�

16　Ｆ13・Ｇ12　Î１�

17　Ｇ12　Î１�

18　Ｆ12　Î１�
19　Ｆ12　Î１�

20　Ｆ12　Î１�
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図１６２　１号遺物包含層出土遺物π

0 10⁄�
（1／4）�

0 10⁄�
（2／5）�

１　Ｆ12　Î１� ２　Ｇ12　Î１� ３　Ｆ12　Î１�

４　Ｇ12　Î１�

５　Ｇ12　Î１�

６　Ｇ12　Î１�

９　Ｆ12　Î１�

８　Ｆ12　Î１�

７　Ｆ12　Î１�

10　Ｇ11　Î１�

11　Ｆ12　Î１�

12　Ｆ12　Î１�

15　Ｆ12　Î１�

14　Ｇ11　Î１�

13�
Ｆ12　Î１�

口径：（12.1）⁄�
器高：〔12.5〕⁄�

器高：〔23.4〕⁄�
底径：  7.7⁄�
器高：21.4⁄�
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図１６３　１号遺物包含層出土遺物∫

0 10⁄�

（2／5）�

１　Ｆ12　Î１�

２　Ｆ11　Î１�

４　Ｇ11　Î１�

３　Ｇ12　Î１�

５　Ｆ12　Î１�

６　Ｇ12　Î１�

８　Ｆ13　Î１�７　Ｆ12　Î１�

９　Ｆ12　Î１�

10　Ｆ12　Î１�

ａ�
ａ�

ｂ�
ｂ�
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図１６４　１号遺物包含層出土遺物ª

0 10⁄�

（2／5）�

１　Ｆ12　Î１� ２　Ｇ12　Î１� ３　Ｆ12　Î１�

６　Ｆ11　Î１�５　Ｇ12　Î１�

４　Ｆ12　Î１�

７　Ｆ12　Î１�

８　Ｆ12　Î１�

９　Ｇ11　Î１�
10　Ｇ11　Î１�

13　Ｆ12　Î１�12　Ｆ12　Î１�

11　Ｇ12　Î１�

14　Ｇ11　Î１�

15　Ｇ12　Î１�

16　G12　Î１�

18　Ｇ11　Î１�

17　Ｆ12　Î１�
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図１６５　１号遺物包含層出土遺物º

１　Ｆ12　Î１�

２　Ｇ12　Î１�

３　Ｆ12　Î１�

４　Ｆ12　Î１�

５　Ｆ12　Î１�

８　Ｇ11　Î１�７　Ｇ12　Î１�

９　Ｇ12　Î１�

６　Ｇ11　Î１�

10　Ｆ12　Î１�

12　Ｆ12　Î１� 13　Ｆ12　Î１�

14　Ｇ11　Î１�

11　Ｆ12　Î１�

０� 10⁄�
（2／5）�
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図１６６　１号遺物包含層出土遺物Ω

１　Ｆ12　Î１�

４　Ｇ12　Î１�

５　Ｇ12　Î１�

８　Ｇ11　Î１�

７　Ｆ12　Î１�

９　Ｇ12　Î１�

11　Ｇ12　Î１�

10　Ｇ12　Î１�

12　Ｆ12　Î１�

14　Ｆ12　Î１�

15　Ｆ12　Î１� 16　Ｇ11　Î１�

13　Ｆ12　Î１�

17　Ｆ12　Î１�

２　Ｆ12　Î１�

６　Ｆ12　Î１�

３　Ｆ12　Î１�

０� 10⁄�
（2／5）
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図１６７　１号遺物包含層出土遺物æ
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９　Ｆ12　Î１�

８　Ｇ12　Î１�

７　Ｆ12　Î１�

４　Ｇ11　Î１�

６　Ｆ12　Î１�

５　Ｆ12　Î１�

１　Ｇ11　Î１�

３　Ｆ11　Î１�

２　Ｆ12　Î１�
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図１６８　１号遺物包含層出土遺物ø

0 10⁄�

（2／5）�

12　Ｆ12　Î１�

11　Ｆ11　Î１�

10　Ｆ13　Î１�

７　Ｆ12　Î１�

８　Ｆ11　Î１�

９　Ｆ12　Î１�

６　Ｆ12　Î１�
５　Ｆ12　Î１�

３　Ｆ12　Î１�

４　Ｆ11　Î１�

２　Ｆ11　Î１�

１　Ｆ12　Î１�
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図１６９　１号遺物包含層出土遺物¿

１　Ｇ12　Î１� ２　Ｇ12　Î１�

３　Ｇ12　Î１�

４　Ｆ12　Î１�

８　Ｆ12　Î１�
７　Ｆ12　Î１�

６　Ｆ12　Î１�

５　Ｇ11　Î１�

９　Ｆ12　Î１�

12　Ｆ12　Î１�

13　Ｇ12　Î１�

14　Ｆ12　Î１�

15　Ｇ12　Î１�

16　Ｆ12　Î１�

17　Ｇ12　Î１�

18　Ｇ12　Î１�

19　Ｇ12　Î１�
20　Ｇ11　Î１�

21　Ｇ12　Î１�

10　Ｆ12　Î１�

11　Ｆ12　Î１�

０� 10⁄�

（2／5）
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図１７０　１号遺物包含層出土遺物¡

１　Ｆ12　Î１�

２　Ｆ12　Î１�

３　Ｆ11　Î１�

４　Ｆ12　Î１�

５　Ｆ12　Î１� ６　Ｆ12　Î１�

７　Ｆ12　Î１�

８　Ｆ12　Î１� ９　Ｇ12　Î１�

11　Ｇ12　Î１�

10　Ｇ12　Î１�

13　Ｆ12　Î１�

12　Ｈ12　Î１�

０� 10⁄�

（2／5）

０� 10⁄�
（1／4）�

口径：（47.6）⁄�
器高：〔10.8〕⁄�
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図１７１　１号遺物包含層出土遺物¬

１　Ｆ12　Î１�

２　Ｇ12　Î１�

３　Ｇ12　Î１�

４　Ｆ12　Î１�
５　Ｇ12　Î１� ６　Ｇ12　Î１� ７　Ｇ12　Î１�

８　Ｇ12　Î１�

９　Ｇ12　Î１�

10　Ｆ12　Î１�

11　Ｆ12　Î１�

12　Ｇ12　Î１� 13　Ｆ12　Î１�

14　Ｆ11　Î１�

15　Ｆ12　Î１�

16　Ｇ11　Î１�
17　Ｇ13　Î１�

18　Ｇ11　Î１�

０� 10⁄�

（2／5）�
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縦方向のミガキによって調整が施されている。他にこのような形状を呈する資料は認められず，用

途についても不明である。

　なお，以上の土器には内面にコゲ，外面にフキコボレとみられる付着物が観察されるものがある。

前者には図１６１－１５～１７，図１６２－１・７・８・１４，図１６４－９・１０，図１６６－８，図１６７－６，図１６８

－４，図１７１－６，後者には図１６１－１４，図１６４－９，図１６８－４がある。なお，付着が特に顕著なも

のとしては，コゲは図１６１－１５・１６，フキコボレは図１６４－９を挙げることができる。

　図１７２－１１～１５は耳飾りとした土製品である。全体の形状が推測されるのは１１のみで，他は一方

の面が欠損している。１１は，文様が描かれている面の方が径は大きい。これは１９号住居跡出土の図

８１－１１と共通する特徴である。１１～１３・１５は，周囲に弧状を描く沈線を配し，中央には円文を施し

ている。弧状の沈線と円文との間には刺突文が施される点で共通する。弧状の沈線の単位は，１１は

４個，他は５個であろう。また，１１・１３・１５は弧状の沈線の内部にも刺突文が施される。さらに，

１３・１５では円文の内部にも刺突文が認められ，その数は１３が７個，１５が５個である。刺突文は１３で

は６角形状に配し，その中央に１つ，１５では５角形状に施され，ある程度規則性をもって施してい

ることがうかがえる。なお，１１が円文だけなのは，直径が小さいためであろう。１２は，円文や弧状

の沈線の内部には刺突文は認められない。これは，円文と弧状の沈線が二重になっているためと考

えている。１４は無文であるが，１１のように，欠損している方には文様が描かれていたと推測してい

る。

　石　　器　（図１７３・１７４，写真３０８）

　図１７３・１７４には石器を掲載した。

　図１７３－１～８は石鏃である。基部の形状は凹基の１～３と，円基の４～７がある。２の調整R

離は比較的粗いが，左右対称形で基部もきちんと整形している。６は背面側の中央に自然面が残る。

図１７２　１号遺物包含層出土遺物√

０� 10⁄�
（2／5）�
（11～15）�

０� 10⁄�
（1／4）（1～10）�

１　Ｆ12　Î１�

２　Ｆ12　Î１�
底径：（9.6）㎝�
器高：〔6.1〕㎝�

８　Ｇ12　Î１�

９　Ｇ12　Î１� 10　Ｇ12　Î１�

底径：　7.0　㎝�
器高：〔4.0〕㎝�

底径：　5.4　㎝�
器高：〔2.5〕㎝�

底径：　7.0　㎝�
器高：〔2.4〕㎝�

底径：（8.3）㎝�
器高：〔4.3〕㎝�

３　Ｆ12　Î１�
底径：（6.3）㎝�
器高：〔3.7〕㎝�

４　Ｇ12　Î１�
底径：　4.2　㎝�
器高：〔3.5〕㎝�

５　Ｇ12　Î１�
底径：　4.9　㎝�
器高：〔9.5〕㎝�

14　Ｆ11　Î１�
15　Ｆ12　Î１�

13　Ｆ12　Î１�

12　Ｇ12　Î１�

11　Ｆ12　Î１�

最大長：〔4.7〕㎝�
最大厚：〔2.4〕㎝�
重　量：24.1　Á�

最大長：〔5.4〕㎝�
最大厚：〔2.0〕㎝�
重　量：28.1　Á�

最大長：〔5.4〕㎝�
最大厚：〔2.6〕㎝�
重　量：32.4　Á�

最大長：〔4.3〕㎝�
最大厚：　3.0　㎝�
重　量：23.6　Á�

最大長：〔4.4〕㎝�
最大厚：〔1.6〕㎝�
重　量：12.6　Á�

６　Ｇ12　Î１�
底径：（7.0）㎝�
器高：〔3.7〕㎝�

７　Ｆ12　Î１�
底径：　7.4　㎝�
器高：〔1.2〕㎝�
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図１７３　１号遺物包含層出土遺物ƒ

１　Ｇ11　Î１�
最大長：〔1.7〕㎝　重　量：0.7Á�
最大幅：　1.4　㎝　石　質：流斑岩�
最大厚：　0.5　㎝�

13　Ｆ12　Î１�
最大長：〔1.2〕㎝　重　量：1.2Á�
最大幅：〔2.5〕㎝　石　質：珪質頁岩�
最大厚：　0.7　㎝�

４　Ｆ12　Î１�
最大長：〔1.7〕㎝　重　量：0.7Á�
最大幅：　1.3　㎝　石　質：鉄石英�
最大厚：　0.4　㎝�

５　Ｇ12　Î１�
最大長：1.9㎝　重　量：1.6Á�
最大幅：1.5㎝　石　質：鉄石英�
最大厚：0.6㎝�

８　Ｆ12　Î１�
最大長：〔2.0〕㎝　重　量：1.4Á�
最大幅：〔2.0〕㎝　石　質：チャート�
最大厚：〔0.5〕㎝�

14　Ｆ11　Î１�
最大長：1.6㎝　重　量：0.5Á�
最大幅：1.4㎝　石　質：流斑岩�
最大厚：0.4㎝�

15　Ｇ12　Î１�
最大長：1.5㎝　重　量：1.1Á�
最大幅：2.0㎝　石　質：チャート�
最大厚：0.6㎝�

16　Ｆ13　Î１�
最大長：5.4㎝　重　量：18.7Á�
最大幅：2.4㎝　石　質：チャート�
最大厚：1.0㎝�

10　Ｆ11　Î１�
最大長：〔3.3〕㎝�
最大幅：　3.0　㎝�
最大厚：　0.8　㎝�
重　量：　7.5　Á�
石　質：珪質頁岩�

11　Ｇ11　Î１�
最大長：　6.5㎝�
最大幅：　4.1㎝�
最大厚：　1.7㎝�
重　量：35.6Á�
石　質：珪質頁岩�

２　Ｆ12　Î１�
最大長：〔1.6〕㎝　重　量：1.0Á�
最大幅：　2.0　㎝　石　質：流斑岩�
最大厚：　0.4　㎝�

３　Ｇ11　Î１�
最大長：3.0㎝　重　量：1.4Á�
最大幅：1.8㎝　石　質：流斑岩�
最大厚：0.6㎝�

７　Ｇ11　Î１�
最大長：3.0㎝　重　量：3.7Á�
最大幅：2.0㎝　石　質：石英�
最大厚：0.7㎝�

12　Ｇ11　Î１�
最大長：3.3㎝　重　量：12.9Á�
最大幅：3.4㎝　石　質：鉄石英�
最大厚：1.0㎝�

17　Ｆ12　Î１�
最大長：8.4㎝　重　量：117.6Á�
最大幅：3.9㎝　石　質：蛇紋岩�
最大厚：2.0㎝�

６　Ｇ11　Î１�
最大長：3.0㎝　重　量：5.0Á�
最大幅：2.3㎝　石　質：石英�
最大厚：0.9㎝�

９　Ｆ12　Î１�
最大長：2.7㎝　重　量：1.1Á�
最大幅：1.5㎝　石　質：流斑岩�
最大厚：0.4㎝�

０� ５⁄�

（2／3）�
０� ５⁄�

（1／2）�
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これを除去していないため，断面形も厚くなっている。

７は主要R離面とみられるR離面が観察できる。８は

主に背面側を調整している。調整後に背面側からの力

が加わり，折れているが，人為か自然かは不明である。

なお，主要R離面の遺存状況から，素材としたR片は

大きめのもので，折断して小さくしたと推測している。

　図１７３－９は両側縁に調整が施されている資料であ

る。鏃か錐であろう。背面には自然面が残る。

　図１７３－１０・１１は削器である。いずれも素材R片の

形状をほとんど変えることなく，急角度の調整を施し

ている。１０は腹面側からだけであるが，１１は背面側か

らの調整も見られる。

　図１７３－１２は末端の側縁に連続するR離面が認めら

れ，刃部のような形状となっている。削器と推察され

るが，打点がはっきりしないものが多いため，両極打

法によるR離面である可能性もある。

　図１７３－１３はR片である。末端のみの資料で，打面

側は折れているため遺存しない。１４・１５は砕片である。

石核の打面調整の際にR離された資料であろうか。

　図１７３－１６・１７は磨製石斧である。１６は全面にわ

たってよく研磨されているが，側面に縦に走る溝が観

察される。この溝は，擦切技法の際の痕跡と判断した。

頂部と刃部は一部欠損しているが，その割れた表面はよく研磨されており，この状態で使用されて

いたと考えられる。刃部には使用痕が縦に残っているため，縦斧として使用されたと推測している。

１７は使用の際についたと推測される擦痕が，刃部から斜めに入っている状況が観察される。そのた

め，横斧として機能していたと推測される。また，この擦痕は反対の面でも同じ方向に認められる

ことから，柄を反対に装着して再び使用した可能性がある。刃部と頂部は一部欠損するが，割れた

表面には研磨の痕跡が認められる。再び使用するために研磨したと考えられるが，この状態で使用

したかは不明である。

　図１７４－１～３は磨石である。楕円形の扁平な石材を素材とし，全面に磨耗痕が認められる。

２・３は側面に敲打痕，さらに３の平面には凹みが観察される。なお，２の一方の平面には赤色顔

料が付着した痕跡が確認された。

　ま と め

　本包含層から出土した土器片は，そのほとんど全てが縄文時代中期後半に位置付けられるもので

図１７４　１号遺物包含層出土遺物≈

１　Ｇ11　Î１�

最大長：〔10.0〕㎝�
最大幅：　〔8.4〕㎝�
最大厚：　　4.9　㎝�
重　量：　540　Á�
石　質：デイサイト�

２　Ｆ11　Î１� 最大長：11.7㎝�
最大幅：　8.5㎝�
最大厚：　4.2㎝�
重　量：610Á�
石　質：花崗斑岩�

３　Ｇ12　Î１�

最大長：9.3㎝�
最大幅：6.2㎝�
最大厚：3.7㎝�
重　量：293Á�
石　質：流斑岩�

０� 10㎝�
（1／4）�

赤色顔料�
付着�
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ある。異なる時期のものは，図１７１－１６～１８のような胎土に繊維を含んだ土器片が数点確認される

に過ぎない。したがって，本包含層中から出土した石器類も，該期の所産とみられ，本包含層は縄

文時代中期後半という，ほぼ限定された期間に形成されたものといえる。　  （丹　治）

第８節　遺構外出土遺物

　遺構外出土遺物は縄文土器１０，７３１点，石器類１３５点が出土している。このうち，表採資料は，縄

文土器片が８６１点，石器類が４０点である。縄文土器片の内訳は，口縁部片１，１０５点，胴部片９，３５６点，

底部片２７０点，石器は石鏃６点，削器２点，二次加工のあるR片２０点，R片７７点，砕片１点，石核

７点，不明３点，石斧２点，磨石１６点，石皿１点である。ここでは，縄文土器９３点，石器類３１点に

ついて掲載した。縄文土器に関しては，遺存状況がよく文様構成がわかるもの，竪穴住居跡などの

遺構から出土していないもの，特徴的なものなどを考慮に入れて選定した。石器類は利器を中心に

選び出したが，R片でも石材の大きさが推定できる資料などは掲載した。

　各グリッドからの出土点数は，表６に示した通りである。点数の数え方は，１号遺物包含層と同

様である。遺物は調査区のほぼ全域から出土しているが，１号遺物包含層の形成されている調査区

北西部で特に多いという傾向がある。これは，本来１号遺物包含層出土遺物でも，包含層と認識し

ていない段階で，遺構外出土遺物として取り上げたものも多数あるためである。また，耕作を受け

た土層のＬⅠ・Ⅱとして取り上げたものも，本来遺物包含層中に含まれていたものも多くあると推

測される。前節で述べた，Ｅ１１～１３グリッドなどである。一方，段丘礫層が露出し，遺構の密度が

希薄な調査区北東部では，遺物の出土も少量である。

　縄文時代以外の遺物としては，Ｊ７グリッドから土師器片２点，Ｊ８グリッドから土師器片１点，

須恵器片２点，Ｋ８グリッドから鉄滓１点が出土するのみである。これらの遺物が出土したグリッ

ドは，平安時代の竪穴住居跡である３号住居跡の周辺に限定されている。

土　　器　（図１７５～１８０，写真２５６・２９８・３００）

　図１７５－１・４は地文の縄文を施した後，隆帯を貼り付けている。その貼り付け方は，隆帯の片

方しかナデつけていない部分が見られ，粗雑な印象を受ける。

　図１７５－２・３・５～７・１３，図１７６－１１・１２，図１７７－１２～１４，図１７８－１～５・７～１２は，キャ

リパー形を呈する深鉢形土器の口縁部片と考えている。口縁部の文様は，主に隆沈線による横位の

渦巻文と楕円形区画文で構成され，胴部文様帯とは明確に区別されている。これらの資料は隆帯の

断面形で大きく３つに分けられる。すなわち，箱形を呈する図１７５－２・３・５・７・１３，図１７６－

１１・１２と，やや稜を帯び始めている図１７５－６，図１７７－１２～１４，図１７８－１～５・７・８と，稜を

帯び，渦巻文の先端は周囲よりも一段低く，高低差をもっている図１７８－９～１２である。

　まず，箱形を呈する図１７５－２・３・５・７・１３，図１７６－１１・１２についてみていくことにする。
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　図１７５－２の渦巻文の両脇は，

隆帯を貼り付けなかった箇所とい

うだけで，楕円形区画文を設けて

いるのではない点が，他の資料と

は異なる。また，２は隆帯がR落

している部分があり，その箇所で

は地文の縄文が観察できる。

　図１７５－１３は貼り付けが弱く，

粗雑な作りである。楕円形区画文

内は縦位の沈線を連続して施している。また，渦巻文はなく，いびつな円文となっている。

　図１７６－１１・１２は，隆帯を貼り付けている状況が，破片の割れ口の観察からわかる資料である。

また，１２の地文は撚糸文で，絡条体のＲ原体を縦方向に転がして文様を施している。

　やや稜を帯び始めている図１７５－６，図１７７－１２～１４，図１７８－１～５・７・８の中には，楕円形

区画文内の文様が，地文の縄文の他，刺突文の図１７７－１４，図１７８－３，連続する沈線を施す図１７８

－７が認められる。粘土が押し出された痕跡から，刺突文は下から上に，沈線は上から下に向かっ

て施されていると考えられる。

　稜を帯びる図１７８－９～１２では，９の他は波状口縁となっている。いずれも頂部に渦巻文が描か

れている。なお，９の渦巻文の周囲には，刺突文のように一段くぼんだ円文が認められる。

　図１７５－８～１２・１５～１８は，波状を呈する口縁部に沈線が巡り，頂部では渦巻文が連結する資料

を中心としている。これらの資料は文様を施すため，粘土を付け足して口縁端部を厚くしている。

この状況が，１０・１１・１５の割れ口の観察からうかがえた。

　８では渦巻文の替わりに刺突による円文を表現している。また，頸部に無文帯が認められる。１６

の地文は櫛歯文で，胴部には渦巻文から垂下する３本単位の沈線が施されている。これと同じ様な

３本単位の沈線は，１７でも確認できる。

　図１７５－１４・１９，図１７６－２・５は波状を呈する口縁部直下に渦巻文を施している資料である。た

だ，図１７５－１４・１９は隆沈線で，図１７６－２・５は沈線で表現しているという違いがある。また，後

者は粗雑な作りである。なお，前者の胴部には縦位の楕円形区画文が認められる。

　図１７６－１・３・４・６・８は，波状を呈する口縁部片である。口縁端部に沈線が巡るが，頂部

に渦巻文は施されていない。１・６・８では頸部に無文帯が形成され，口縁部と胴部を区画する横

位の沈線が観察される。６では，沈線の直下に刺突文が認められる。この刺突文は，８のような平

行する沈線間に施されたものと推察している。なお，３の頂部の下には縦位に展開する沈線による

渦巻文が表現されている。

　図１７６－７・９・１０・１３は口縁部に無文帯を設けている資料である。横位の沈線によって口縁部

と胴部を区画し，胴部には平行する複数単位の沈線で文様を施している。沈線は，７・９・１３では

凡例　縄：縄文土器片，石：石器類　表６　遺構外出土遺物点数
ＬＫＪＩＨＧＦＥ

縄：５７縄：９６縄：６２１３

縄：９６縄：７２０
石：４

縄：１，１８３
石：６

縄：１，１７９
石：９１２

縄：２７縄：１３２縄：７４３
石：１０

縄：８４３
石：３

縄：５３０
石：４１１

縄：２縄：２４縄：１４４縄：８２２
石：１７

縄：５２２
石：１１

縄：９５
石：１１０

縄：１縄：７０縄：１４９
石：１

縄：３８２
石：２

縄：１０４
石：１

縄：３８５
石：９

縄：１６０
石：５９

縄：５８縄：９０縄：１４９
石：４

縄：１３０
石：１

縄：１３５
石：２

縄：１１９縄：７６
石：１８

縄：１１３縄：６１
石：１

縄：３３縄：２０３
石：１

縄：１１６
石：１

縄：３７

縄：１５縄：４１
石：１６
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縦位に直線的で，１０では曲流する。

　図１７６－１４は口唇部と頸部に隆帯を施している資料である。口唇部では沈線，頸部では刺突文を

施している。また，胴部には横位に平行する３本の沈線を描いているが，一番下の沈線は途中で下

に屈曲している。

　図１７６－１５・１６，図１７７－１～７は，平行する沈線で文様を描いている胴部片である。沈線は曲流

するものが多いが，図１７７－３では縦位に，図１７７－５では横位に直線的な沈線が認められる。５の

横位の沈線に関しては，口縁部と胴部を区画するものであろう。これらの資料の沈線間は磨り消さ

れていない。地文は縄文の他，撚糸文の図１７７－１，櫛歯文の図１７７－５～７がある。撚糸文は絡条

体のＲ原体を縦方向に転がして文様を施している。なお，６・７は胎土・文様表現が類似すること

から，同一個体の可能性がある。

　図１７７－８～１１，図１７８－１４は隆沈線で文様を描いている胴部片である。図１７７－８・９・１１は隆

帯の断面形が箱形を呈するが，図１７７－１０，図１７８－１４はやや稜を帯びている。図１７７－９・１１の渦

巻文には，剣先状の文様が連結している。図１７７－１０は頸部に無文帯をもち，隆沈線には蕨手状文

が描かれている。図１７８－１４の隆帯上には突起が認められる。

　図１７８－６は隆沈線で文様を施した注口土器である。欠損しているため，注口の先端や，全体の

形状については不明である。

　図１７８－１３は突起を有する口縁部片である。突起の端部には蕨手状の表現が認められる。

　図１７８－１５～１７は，断面形が三角形を呈する稜線で，渦巻文や楕円形区画文を描いている。稜線

は突出し，地文が施されている面とは高低差をもつ。

　図１７９は，凹線による区画文を文様構成とする資料を掲載した。逆「Ｕ」字文や楕円形区画文を

主とするが，磨り消された範囲が「Ｈ」字状や「Ｃ」字状を呈すると思われる３・１２，口縁部を

「Ｕ」字状に区画する６・９などがみられる。なお，７・８では口唇部直下に横位の凹線を施して

いる。６・８では蕨手状の表現も観察できる。これらの資料の地文はいずれも縄文であるが，６で

は口縁部から胴部まで縦位に転がして文様を施しているのに対し，１０では口縁部では横位に，胴部

では縦位に施している。これは口縁部の楕円形区画文が，６では縦位で，１０が横位であることと相

関関係にあるのかもしれない。なお，原体は６がＲＬ，１０がＬＲである。

　図１８０－１～７は，連続する沈線や櫛歯文を地文とする資料である。５・７が櫛歯文である。

　１は，破片の左側の沈線は左に弧を描き，右側の沈線は右に弧を描いている。このことから，１０

号住居跡出土の図５２－１のような重弧文状の文様構成であると推察している。ただ，図５２－１とは

胎土が異なるため，別個体であろう。

　２は沈線を斜めに施す口縁部片である。本遺跡からの出土はわずかであるが，今回掲載したもの

では，１０号住居跡出土の図５２－４，１号遺物包含層出土の図１７１－１５などが挙げられる。

　３～７は隆帯を貼り付けているが，貼り付け後の調整にはバラエティがある。すなわち，３・４

は先端が棒状を呈する工具で刺突を施し，５は指で押し潰したような形状で，６・７は断面形が棒
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図１７５　遺構外出土遺物∏
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状を呈する工具で斜めに押し潰している。なお，４の刺突は交互に施されている。

　図１８０－８・９は連弧文を施す資料である。いずれも２本の平行する沈線で連弧文を描いている。

沈線間は，８では刺突文を施すが，９では無文となっている。８は口唇部直下にも，内部に刺突文

を施した２本の平行する沈線が見られる。９の連弧文下には横位の沈線が施されている。

　図１８０－１０～１２は地文のみの口縁部片である。１０・１１は平口縁，１２は波状口縁を呈する。地文は

１０・１１が縄文であるが，１２は櫛歯文である。

図１７６　遺構外出土遺物π
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図１７７　遺構外出土遺物∫
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図１７８　遺構外出土遺物ª
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　図１８０－１３～１５は底部片である。いずれの底部外面にも網代痕などは認められなかった。なお，

１４の内面にはコゲか漆か判別はつかないが，付着物がわずかに観察できる。

　なお，以上の土器の表面には，使用時に付着したと思われる痕跡が観察できるものがある。すな

わち，図１７５－５・８，図１７６－１４，図１７９－６では内面にコゲ，図１７５－８では外面にフキコボレ，

図１７６－８では外面にススらしき付着物が認められる。その中でも図１７５－８のコゲの付着は顕著で

ある。

図１７９　遺構外出土遺物º
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石　　器　（図１８１～１８４，写真３０９）

　図１８１～１８４には石器を掲載した。図１８１－１～６は石鏃である。６以外は，いずれも基部は凹基

で，深くえぐれている。２～４は欠損しているが，１と同じく左右対称形を呈すると考えている。

５・６は比較的大きめのR離で整形されており，断面形が１～４に比して厚い。

　図１８１－７・８は削器とした。いずれも，側縁に急角度の調整が施される。７は素材R片を折断

して適当な大きさにしてから，調整を加えている。８は主要R離面の遺存状況から，折断により半

分程無くなっていることがわかる。ただ，折断面には二次加工が認められないため，人為か自然か

は断定できない。

　図１８１－９～１４は二次加工のあるR片である。９・１０は両面の周縁から中央に向かって連続的に

調整を施している。断面が厚いため，未製品と考えている。大きさからすると鏃の未製品ではない

かと推測される。なお，９は主要R離面の遺存状況から，素材としたR片はやや大きめのものだっ

図１８０　遺構外出土遺物Ω
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たことがわかる。１０の腹面は，節理面でRがれている。１１は側縁に若干の調整を加えただけで，終

了している資料である。１２は主要R離面が除去されている。背面側には自然面が残る。１３は大き

さ・形状からすると削器の可能性もある。１４は背面側から連続的に調整を加えている。側縁には自

然面が残り，石材の大きさが推測される資料である。

　図１８２にはR片と石核を掲載した。１は２と３のR片が接合した資料である。２・３はいずれも

打面を再生する時にR離されたR片である。２の背面を打面としてR片をR離した後に，その作業

面だったR離面を打面として２をR離している。３は２がRぎ取られたことによって生じた面を打

図１８１　遺構外出土遺物æ
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最大長：3.5⁄　重　量：　4.5　Á�
最大幅：2.2⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：0.7⁄�

６　表採� 最大長：2.6⁄　重　量：　3.2　Á�
最大幅：2.4⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：0.7⁄�

７　Ｆ９　ＬⅡ�

最大長：5.7⁄　重　量：　14.8Á�
最大幅：2.8⁄　石　質：チャート�
最大厚：1.1⁄�

８　Ｅ８　ＬⅡ�

最大長：2.7⁄　重　量：　3.8　Á�
最大幅：1.9⁄　石　質：鉄石英�
最大厚：0.8⁄�

９　Ｇ10　撹乱　�
最大長：2.8⁄　重　量：　2.2　Á�
最大幅：1.8⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：0.6⁄�

10　Ｆ９　ＬⅡ�

最大長：5.6⁄　重　量：　10.7Á�
最大幅：3.2⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：1.0⁄�

13　Ｉ８　ＬⅡ�

最大長：3.6⁄　重　量：　16.5　Á�
最大幅：3.6⁄　石　質：チャート�
最大厚：1.3⁄�

最大長：2.9⁄　重　量：　4.6　Á�
最大幅：2.0⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：1.0⁄�

14　表採�

12　Ｇ８　ＬⅡ�
最大長：3.0⁄　重　量：　5.0　Á�
最大幅：1.9⁄　石　質：石　英�
最大厚：0.9⁄�

11　Ｆ９　ＬⅡ�

最大長：〔2.9〕⁄　重　量：　1.2　Á�
最大幅：〔1.4〕⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：　0.6　⁄�

２　表採�
最大長：〔1.1〕⁄　重　量：　0.5　Á�
最大幅：　1.9　⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：　0.4　⁄�

３　Ｇ11　ＬⅡ�

最大長：〔2.9〕⁄　重　量：　1.1　Á�
最大幅：〔1.4〕⁄　石　質：珪質頁岩�
最大厚：　0.4　⁄�

４　Ｇ12　ＬⅡ�
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図１８２　遺構外出土遺物ø

０� ５⁄�

（2／3）�

最大長：　4.7⁄�
最大幅：　5.9⁄�
最大厚：　2.6⁄�
重　量：53.4Á�
石　質：流紋岩�
�

最大長：　5.7⁄�
最大幅：　3.1⁄�
最大厚：　1.1⁄�
重　量：28.5Á�
石　質：流紋岩�
�

最大長：　4.8⁄�
最大幅：　4.6⁄�
最大厚：　2.0⁄�
重　量：33.9Á�
石　質：流紋岩�
�

最大長：　4.0⁄�
最大幅：　4.5⁄�
最大厚：　1.7⁄�
重　量：24.8Á�
石　質：流紋岩�
�

最大長：4.2⁄　重　量：　24.8Á�
最大幅：4.5⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：1.5⁄�

１　表採　２・３接合�

４　Ｇ10　撹乱�

３　表採�

６　Ｉ８　ＬⅡ�

２　表採�

最大長：4.0⁄　重　量：　16.7Á�
最大幅：3.8⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：1.1⁄�

５　Ｉ８　ＬⅡ�

最大長：4.6⁄　重　量：　29.4Á�
最大幅：4.9⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：1.6⁄�

７　Ｇ11　ＬⅡ�

２�

２�

３�
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図１８３　遺構外出土遺物¿
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（1／4）�
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最大長：8.0⁄　重　量：87.2Á�
最大幅：4.1⁄　石　質：チャート�
最大厚：1.6⁄�

１　Ｇ10　撹乱�

最大長：〔11.5〕⁄　重　量：296.6Á�
最大幅：　4.5　⁄　石　質：　砂岩�
最大厚：　2.8　⁄�

２　Ｅ12　ＬⅠ�

最大長：11.3⁄　重　量：710Á�
最大幅：　9.7⁄　石　質：デイサイト�
最大厚：　4.9⁄�

３　Ｇ11　ＬⅡ�

最大長：12.0⁄　重　量：480Á�
最大幅：　8.2⁄　石　質：流紋岩�
最大厚：　3.4⁄�

４　Ｉ９　撹乱�

最大長：　13.3⁄�
最大幅：　12.1⁄�
最大厚：　6.3⁄�
重　量：1,390Á�
石　質：花崗斑岩�

５　Ｇ10　ＬⅡ�

最大長：10.8⁄�
最大幅：　8.5⁄�
最大厚：　7.9⁄�
重　量：　970Á�
石　質：花崗斑岩�
�

６　Ｅ12　ＬⅡ�

最大長：〔12.9〕⁄　重　量：840Á�
最大幅：　9.0　⁄　石　質：花崗斑岩�
最大厚：　5.2　⁄�

７　Ｆ10　ＬⅡ�

赤色顔料付着�
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面として，少なくとも３枚のR片をR離している

ことがわかる。その後，打面を再生する必要が生

じたため，３も母岩からR離されたのであろう。

　４・５はR片である。側縁に認められる自然面

から，もともとの石材は扁平で，それほど大きな

ものではないことがうかがえる。

　６・７は石核である。６は主要R離面が観察で

きることから，R片素材の石核とした。６が母岩

の石核から厚く取れてしまったため，６からもR

片を得ようとしたのだろう。なお，背面には自然

面が残る。７は同一方向からの連続R離痕は少な

く，打面と作業面を転移しながらR片R離作業を

行なっている。

　図１８３－１・２は磨製石斧である。１は平面の

擦痕は粗いが，側面と頂部は丁寧に研磨されてい

る。頂部には成形の際の叩いた痕跡がわずかなが

ら観察される。刃部は欠損しているが，一部その

上から磨耗痕が認められるが，あまり認められな

いところもある。平面が粗い擦痕であることも考

慮に入れると，再加工しようとしたが，なんらか

の理由で整形途中に捨てられた可能性が考えられ

る。２は全面とも丁寧に研磨されているが，平面

の一部と頂部には成形の際の敲打痕が磨り消され

ずに残っているのが観察される。なお，欠損後の

研磨の痕跡は認められない。

　図１８３－３～７，図１８４－１～３は磨石である。

円形や楕円形の扁平な石を使用しており，全面に

磨耗痕が認められる。また，図１８３－６・７，図

１８４－１～３の側面には敲打痕も観察される。

　図１８４－１は脚部を有する石皿である。遺存す

る形状からすると，脚部は３箇所に付くかもしれ

ない。表裏面とも凹みが観察され，脚部の底面に

も認められた。　  （丹　治）

図１８４　遺構外出土遺物¡

０� 20⁄�
（1／6）�

０� 10⁄�
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最大長：〔27.5〕⁄�
最大幅：〔22.6〕⁄�
最大厚：　3.4　⁄�
重　量：　3,150Á�
石　質：　安山岩�

４　Ｈ８　ＬⅡ�

最大長：11.8⁄　重　量：550Á�
最大幅：　8.1⁄　石　質：花崗斑岩�
最大厚：　3.9⁄�

最大長：10.0⁄　重　量：440Á�
最大幅：　7.6⁄　石　質：デイサイト�
最大厚：　4.2⁄�

最大長：10.1⁄　重　量：388Á�
最大幅：　8.1⁄　石　質：石英斑岩�
最大厚：　3.4⁄�

３　Ｇ10�
　　撹乱�

１　Ｇ10　ＬⅡ�

２　Ｆ10�
　　ＬⅡ�
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第３章　ま　　と　　め

　今回の調査では，縄文時代中期後半と平安時代前半の集落跡が検出された。このうち縄文時代の

集落跡では，３０軒を超える竪穴住居跡が検出され，資料の少なかった複式炉成立期の研究に貴重な

新知見を提供することになった。平安時代前半の集落跡は住居跡２軒とごく小規模である。以下に，

各時代の調査成果をまとめてゆくことにする。

第１節　縄文時代の遺構について

∏　集落跡の概要

検出遺構：竪穴住居跡３１軒，土坑約９０基，埋甕４基，遺物包含層１カ所

遺構分布：調査区西部に竪穴住居跡が弧状に分布し，未調査区域を含めて環状集落を構成していた

と推定される。調査区東端には大型の土坑が群集し，中間地帯で両者は混在する。また，

北斜面の谷頭に遺物包含層が形成されている。

遺構時期：出土遺物から，以下の遺構の時期比定が可能である。その中で，大木９式期は，遺構に

確実に伴う土器から前半期と後半期の細分が可能な例については細分各期に遺構番号を

記載したが，それが不可能な例については大木９式期として一括した。

大木８ｂ式期　（１３・１８・１９・２０・２８・２９・３１・３２・３３号住居跡，９・１０・１２・４８・４９・５１・５２・６９・７９・８０・

　　　　　　　　８１・８７号土坑，１号埋甕）

大木９式前半期　（２・５・７・９・１６・１７・１９・２１・２５・２６号住居跡）

大木９式後半期　（４・２２号住居跡，１３号土坑・３・４号埋甕）

大木９式期　　　（６・８・１０・１２・１４・１５・２３・２４・２７号住居跡）

集落変遷：集落構成は一貫している。調査区内における住居跡分布は既に大木８ｂ式期で環状を呈

し，この状態が大木９式後半期まで踏襲される。また，大型土坑の群集・遺物包含層の

形成にも基本的な変化は認められない。ただ，集落開始期の後は，住居覆土や遺物包含

層に生活道具類が廃棄される比率が高くなり，一方で，住居や土坑に残される遺構廃絶

時の遺物量が減少する。最も住居跡が検出された時期は大木９式前半期であるが，遺跡

の西側が未調査のため，具体的な遺構数の変動は言及できない。

π　炉　の　変　遷

　冒頭で述べたように，今回の調査では複式炉成立期の多数の住居跡が検出された。その結果，石

囲炉から複式炉に変遷する過程が具体的にとらえられている。これまで複式炉の発生については，
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断片的な調査事例にしか恵まれず，それらを資料操作することでしか検討できなかった。したがっ

て，１集落跡の中で安定した数の当該期資料が得られ，しかも，住居跡間の重複関係を伴ったこと

は，この問題を考える上で格好の検討材料を加えることになったといえよう。こうした点を踏まえ，

本遺跡の炉の変遷を明らかにし，複式炉成立過程のモデルを提示したい。

　炉の分類と該当遺構

　作業手順のはじめとして，本遺跡の炉の分類を行う。対象は，遺存状態に恵まれた２１基である。

石囲炉　縁石のみのⅠ類，奥壁に接して埋設土器をもつⅡ類に大別する。さらに，Ⅰ類は平面形態

の違いで，細長いⅠａ類と，短めのⅠｂ類に細分する。

複式炉　石組部が楕円形を呈し，縁石の大きさが平均的で，前庭部の裾があまり広がらないⅠ類，

石組部が台形を呈し，奥壁に大きな縁石を用い，前庭部の裾が大きく広がるⅡ類に大別する。さら

に，Ⅰ類は石組部が縁石のみのⅠａ類，奥壁側に埋設土器をもつⅠｂ類に細分する。またⅡ類は，

石組部が縁石のみのⅡａ類，底面に土器片の敷かれるⅡｂ類，内部が二分割されるⅡｃ類，先端に

小さな石囲いの付属するⅡｄ類に細分する。

　以上の分類に該当する遺構は，次のとおりである。

　炉の変遷

　以上の類型間の１１遺構で重複が認められた。事実関係は以下のように整理される。なお，矢印右

側の遺構が左側の遺構を壊していた。

　これをみると，段階的に石囲炉

から複式炉に変遷していった様子

が読み取れる。また，ここから漏

れた，重複関係を有さない１０軒に

関しても，出土遺物の帰属時期か

ら，この前提に矛盾するものはみ

あたらない。

　前山Ａ遺跡における炉の変遷は，次のようにまとめられる（図１８５）。

大木８ｂ式期　当該期は，まだ石囲炉のみの段階である（石囲炉Ⅰａ・Ⅰｂ・Ⅱ類）。単純な構造の石

囲炉Ⅰａ類は，住居中央に位置しており，底面全体が一様に焼けている。このことは，作業位置が

一定せず，居住者が炉を取り囲んでどの位置からでも使用できた状況を示している。具体的には，

近世民家の囲炉裏のようなものがイメージされよう。本類型には複式炉に直接つながる要素は認め

られない。それに対して，石囲炉Ⅱ類には埋設土器の付加要素がみられ，多機能を備えていたとみ

Ⅱｂ類…２２号住Ⅰａ類…２１・２５・２６号住
複
式
炉

Ⅰａ類…３１号住
石
囲
炉

Ⅱｃ類…１２号住Ⅰｂ類…１７住Ⅰｂ類…１９号住

Ⅱｄ類…４号住Ⅱａ類…２・５・７～１０・１４・１６・２３・２７号住Ⅱ　類…１３・１８・２８号住

（新）（古）

→石囲炉Ⅰｂ類（１９住）石囲炉Ⅰａ類（３１住）

→複式炉Ⅱａ類（１６住）　複式炉Ⅰｂ類（１７住）

→複式炉Ⅱａ類（１４住）→複式炉Ⅰａ類（２１住）石囲炉Ⅱ類（２８住）

→複式炉Ⅱａ類（７住）　複式炉Ⅰａ類（２５住）

→複式炉Ⅱａ類（７・２７住）　複式炉Ⅰａ類（２６住）
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図１８５　前山Ａ遺跡における炉の変遷
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られる。そして，このことで，炉の部位に奥と手前の区別が生じ，焚き口が固定化したと考えられ

る。つまり，奥壁側は縁石が埋設土器に接する部分ですぼまって，被熱痕跡が偏り，土器の口縁は

反対側（手前）に向かって口を開けている。本類型は，埋設土器が炉本体に取り込まれている点で，

構造的には，あくまで石囲炉の範ちゅうでとらえられる。しかし，この段階で確実に複式炉につな

がる機能的要素が加わっていることは，注意すべきであろう。

大木９式期　当該期は，初源的な複式炉（複式炉Ⅰａ・Ⅰｂ類）が発生する段階である。一方で，石囲

炉は消滅し，両者は入れ替わる。当該期の複式炉は，前段階の石囲炉から，石組部の構造を踏襲し

ており，単純なⅠａ類と，これに埋設土器の伴ったⅠｂ類で構成される。したがって，石組部は敷

石が施されず，埋設土器は炉本体に取り込まれたままである。また，後続段階に比べると，掘り込

みが浅く，不安定な様相を呈している。それに対して，前庭部は例外なくどの複式炉にも備わって

おり，本遺跡で複式炉の成立に不可欠な要素であったのは，この施設であったとみなされる。

　この施設の機能については，従来から指摘されているように焚き口と考えられる。調査所見では，

表面に床と同じような硬い踏み締まりが観察され，その場所が恒常的な作業空間として機能したこ

とをはっきり示している。また，石組部の被熱痕跡に注目すると，埋設土器の無い複式炉Ⅰａ類で

も，奥壁側に偏った焼面が観察され，前庭部との対応関係を指摘することができる。さらに，当該

期の石囲炉Ⅰｂ類も，やはり奥壁側に偏った同じ被熱状態を示していることから，当該期は炉の構

造の違いに関わらず，作業位置（焚き口）の固定化したものに統一されたと理解されよう。

　大木９式後半期になると，主体を占めるのは，単純な石組部に前庭部の付属した複式炉Ⅱａ類で

ある。この類型は，前段階の複式炉Ⅰａ類に連続するもので，奥壁がさらに高くなり，その部分と

側辺の縁石は板状石で構築されるものが多くなる。また，平面形が裾広がりの台形を呈するように

なって，安定した印象を与えるものに変化している。

　残る３類型（Ⅱｂ～Ⅱｄ類）は，Ⅱａ類の派生型であり，石組部に上原型複式炉と共通する要素が見

い出せる。Ⅱｂ類の土器片敷きは敷石と，Ⅱｃ類とⅡｄ類の奥壁側空間は土器埋設部に置き換える

ことが可能である。一方，本段階では，埋設土器が消滅しており，この施設の多機能性は前山Ａ遺

跡で重視されていない。この点は，後述するように本遺跡の特性の１つである。

　以上をまとめると，本遺跡の炉の変遷は，大木８ｂ式期：石囲炉のみの段階，大木９式前半期：

複式炉の出現段階，大木９式後半期：複式炉に統一される段階，と整理される。その過程で，複式

炉の成立に必要不可欠の要素であったのは前庭部であり，埋設土器は客体的存在にとどまって，最

後まで継続しない。構造上の特徴は，石組部に敷石が施されないこと，「土器埋設部」が形成され

ないことの２点に求められる。　  （菅　原）

第１節　縄文時代の遺構について
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第２節　遺物について

∏　縄　文　土　器

　前山Ａ遺跡から出土した縄文土器は，主に中期後半の土器であり，型式的には大木８ｂ式から大

木９式期のものが大半を占める。特に，大木８ｂ式の後半段階から大木９式の前半段階にかけては，

型式変化の連続性をうかがうことができた。

大木８ｂ式土器　大木８ｂ式の器形は深鉢形土器がほとんどである。器形変化は口縁部と胴部の膨

らみによって分けられる。口縁部は，内湾して胴部からの立ち上がり形がキャリパー形を呈する例

と，外反する例とが認められる。前者の胴部は一旦膨らみ頸部で狭まる形と，そうでない形とに分

かれ，胴部に膨らみをもつ例が圧倒的に多い。後者の場合４単位の波状を呈し，胴部最大径が口径

を上回る形が多く，中には大型の土器も存在する。文様要素からみると，口縁部並びに胴部文様帯

が沈線で描き出される土器が，圧倒的に多く，隆帯の貼り付けにより構成される例は非常に少ない。

キャリパー形口縁部の文様は渦文の横連繋となるが，横「Ｓ」字連繋は少なく，楕円枠状の連繋文

となる例がほとんどである。外反口縁の文様は，波状部に渦文を配し，間を凹線文でつなぐ例が多

い。胴部文様は，縄文のみ施す例と，縄文を地文として沈線または隆帯による平行垂下沈線や大

径・小径の渦文を組み合わせた文様を展開する例とが認められる。隆帯は少なく，沈線による文様

がほとんどである。大径渦文に付く小径渦文には剣先形文様が付加される場合がある。

大木９式土器　大木９式土器の器形も深鉢形土器がほとんどである。器形と文様帯の特徴で２類型

に分けられるが，それは，新旧関係によるものである。

古段階の土器　キャリパー形の器形を呈する例が大半で，口縁部文様帯と胴部文様帯が明瞭に区分

される。口縁部文様帯には凹線もしくは稜線により渦文と楕円文が交互に連繋して配られている。

稜線の断面は明瞭に突出している点が特徴的である。楕円文の内側には縄文や刺突文，縦位沈線文

などが充填されている。キャリパー形をなさずに外反する口縁部には凹線のみ巡る場合もある。胴

部形は，一旦膨らみ頸部で狭まる形と，そうでない形とに分かれる。前者が比較的多い。胴部文様

は，縄文を地文として，逆「Ｕ」字形沈線や平行沈線，蕨手状沈線が並んで垂下する例と，並行沈

線による円形文を組み合わせた例とが認められるが，前者が多い。

新段階の土器　キャリパー形の器形は少なくなり，胴部に最大径を有し頸部で緩くくびれ口縁部が

外反またはやや内湾するような比較的単純な器形が多くなる。文様帯は，口縁部と胴部が区分され

る例と，口縁部から胴部下端にかけて垂下文様が並ぶ例とに分けられるが，前者はキャリパー形の

器形に展開する。文様は凹線による楕円文や，波状凹線に楕円文を沿わせて一巡するような構成で，

渦文は認められない。口縁部直下に刺突点列が巡る例も存在する。胴部の垂下文様は，逆「Ｕ」字

形沈線や平行沈線，蕨手状沈線などが認められるが，不完全な「Ｃ」字形をなす例も認められる。

口縁部文様帯をもたず垂下文様のみの例は比較的単純な器形の深鉢にみられる。文様はやはり逆
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「Ｕ」字形沈線や平行沈線，蕨手状沈線・不完全な「Ｃ」字形で，文様下端部は垂下したままで，

閉じる例は認められない。

その他の土器　上記した主な土器は，基本的に大木８ｂ式～大木９式と，大木式系列であり，一部

加曽利Ｅ２式や加曽利Ｅ３式系の土器が少量認められるが，客体的である。その他，縦位や重弧状

の櫛歯状沈線文が施される曽利式系の土器もわずかではあるが出土している。

π　土師器・須恵器

　今回の発掘調査では，２軒の竪穴住居跡から出土している。土師器はいずれもロクロ調整がなさ

れ，杯・高台付杯・甕が出土しており，筒形土器も伴っている。時期的には９世紀末～１０世紀代の

所産と推定される。須恵器は甕破片のみの出土であった。

∫　石　　　　　器

　本遺跡から出土した石器類の総点数は６３５点を数える。遺構ごとの出土点数の内訳は，竪穴住居

跡から４１０点（６４．６％），土坑から２０点（３．１％），１号遺物包含層から７０点（１１．０％），遺構外から１３５点

（２１．３％）である。本遺跡で検出された遺構・遺物の大半は，縄文時代中期後半に位置付けられるも

ので，遺構外から出土した縄文土器片もそのほとんど全てが該期の特徴を示している。したがって，

本遺跡出土の石器類も縄文時代中期後半という，ほぼ限定された時期の所産と推測される。また，

今回の調査区内という条件付きではあるが，一遺跡内における石器類の組成や石材の組成を指摘で

きる良好な資料と考えている。以下では，それらの組成率を示してみたい。

石器組成　石器類の総点数６３５点の内訳は，石鏃３４点（５．４％），削器１０点（１．６％），石錐２点（０．３％），

打製石斧１点（０．１％），磨製石斧８点（１．３％），磨石類４８点（７．６％），石皿３点（０．５％），磨製石剣１点

（０．１％），R片類５０３点（７９．２％），石核２５点（３．９％）である。これによれば，R片石器（石鏃・削器・石

錐・打製石斧）の組成率は全体の約７．４％，礫石器（磨石類・石皿）の組成率は全体の約８．１％である。石

器（製品）のなかでは石鏃と磨石類の比率が高く，その他の石器の比率は全体の２％以下と低い。

石材組成　R片石器・R片類・石核は合わせると５７４点出土し，これらの総重量は３８７７．２ｇを測る。

この内の６６．７％の３８２点が流紋岩である。流紋岩は，総重量でも７１．３％（２７６５．９ｇ）を占め，R片石器

の主要な石材であったといえる。流紋岩に次いで多いのが，チャートと鉄石英である。チャートは，

点数が１０．１％（５８点），総重量が９．１％（３５４．１ｇ），鉄石英は，点数が１０．８％（６２点），総重量が７．７％

（２９８．９ｇ）である。この３つの石材を合わせた割合は，点数では７９．１％（５０２点），総重量では８８．２％

（３４１８．９ｇ）である。この他にも，石英，黒色頁岩，珪質頁岩，玉髄，珪質凝灰岩，黒曜石，瑪瑙が

みられるが，これらはそれぞれ点数・総重量ともに全体の１～３％程度で，流紋岩・チャート・鉄

石英の３種に比して割合は少ない。また流紋岩・チャート・鉄石英は在地石材，珪質頁岩や黒曜石

などは遠隔地から持ち込まれたものと推測している。

第２節　遺物について
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　磨石類は花崗斑岩，流紋岩，デイサイト，細粒花崗岩，石英斑岩，閃緑斑岩，アプライトが利用

されている。この中でも，花崗斑岩，流紋岩，デイサイトの三つの石材がほぼ同じ割合で，磨石類

の約８０％を占める。石皿は花崗閃緑岩，安山岩がみられる。磨製石斧はチャート，砂岩，蛇紋岩，

緑色片岩，シルト岩，安山岩，輝緑岩と様々で，特別に割合が多い石材は認められない。

石材別にみたR片石器の組成　上述したR片石器を石材別に分けると，石鏃が流紋岩１９点，チャー

ト３点，鉄石英６点，石英２点，珪質頁岩２点，玉髄２点，削器が流紋岩２点，チャート４点，鉄

石英２点，珪質頁岩２点，石錐が珪質頁岩２点である。これによればR片石器（特に石鏃）では，約

半数が流紋岩を利用しているといえる。一方，石材別に製品の比率を求めると，流紋岩５．５％，

チャート１２．１％，鉄石英１２．９％，珪質頁岩３１．６％，石英１２．５％，玉髄１５．４％で，流紋岩の比率が一

番低い。逆に流紋岩に比して出土点数が少ない石材の方が，製品率が高い。　  （丹　治）
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写真図版

１１ ２２

３３ ４４

１　調査前南斜面現状（南から）

１　南斜面トレンチ全景（南から）　２　南斜面Ａトレンチ（東から）
３　Ａトレンチ断面（南から）　　　４　南斜面Ｃトレンチ（南から）

２　南斜面トレンチ
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１　基本土層①（東から）　２　基本土層②（東から）
３　基本土層③（東から）　４　基本土層④（東から）

３　基本土層（①～④）

１　基本土層⑤（南から）　２　基本土層⑥（西から）
３　基本土層⑦（西から）　４　基本土層⑧（西から）

４　基本土層（⑤～⑧）

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４
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写真図版

５　Ｆ８・９グリッド付近住居跡群（北から）

６　Ｆ１１・１２グリッド付近住居跡群（南西から）
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７　Ｆ１１・１２グリッド付近住居跡群（北西から）

８　Ｆ１１グリッド付近住居跡群（北から）
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写真図版

９　Ｆ１１・１２グリッド付近住居跡群（南東から）

１０　Ｆ８・９グリッド付近住居跡群（北から）
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１１　Ｆ９グリッド付近住居跡群（北から）

１２　Ｆ８グリッド付近調査区南西部（北から）
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１３　１号住居跡完掘（西から）

１　検出状況（西から）　　　２　住居跡断面（南西から）
３　遺物出土状況（北から）　４　作業風景（西から）

１４　１号住居跡細部

１１ ２２

３３ ４４
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１５　１号住居跡，２・３号土坑遠景（北から）

１　検出状況（西から）　３　完掘（西から）
２　断面（南西から）

１６　１号住居跡カマド細部

１１

２２ ３３
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写真図版

１７　２号住居跡完掘（南から）

１　検出状況（南から）　　２　住居跡断面（南から）
３　住居跡断面（東から）　４　壁溝断面（南から）

１８　２号住居跡細部

１１ ２２

３３ ４４
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１９　２号住居跡炉完掘（南から）

１　炉完掘（北から）　２　炉断面（東から）
３　炉細部（南から）　４　炉遺物出土状況（東から）

２０　２号住居跡炉細部

１１ ２２

３３ ４４
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写真図版

２１　３号住居跡完掘（西から）

１　遺物出土状況（西から）　２　検出状況（東から）
３　住居跡断面（東から）　　４　遺物出土状況（東から）

２２　３号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



２７０

１　Ｐ１断面（西から）　２　Ｐ１完掘（西から）
３　Ｐ２断面（南から）　４　焼土断ち割り（南から）

２４　３号住居跡細部∫

１　カマド完掘（西から）　　　２　カマド断ち割り（西から）
３　焼土検出状況（南西から）　４　凝灰岩検出状況（北から）

２３　３号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４
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写真図版

２５　４号住居跡完掘（南東から）

１　検出状況（南から）　　　２　断面（南から）
３　炉検出状況（南東から）　４　遺物出土状況（南西から）

２６　４号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４
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２７　４号住居跡炉完掘（東から）

１　断面（西から）　　　　２　先端部検出（東から）
３　先端部断面（西から）　４　断ち割り（西から）

２８　４号住居跡炉細部

１１ ２２

３３ ４４



２７３

写真図版

２９　４号住居跡Ｐ１土器出土状況（南から）

１　炉π完掘（南から）　２　炉掘形（南東から）
３　Ｐ１断面（東から）　４　Ｐ１土器出土（南西から）

３０　４号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４



２７４

３１　５号住居跡完掘（南から）

１　検出（西から）　　　　２　断面（東から）
３　土器出土（北西から）　４　壁溝断面（南から）

３２　５号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



２７５

写真図版

３３　５号住居跡炉完掘（南東から）

１　炉検出（南から）　　２　炉断面（東から）
３　壁溝断面（南から）　４　壁溝断面（西から）

３４　５号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４



２７６

１　Ｐ３断面（南から）　２　Ｐ４断面（南西から）
３　Ｐ７断面（南から）　４　掘形全景（南から）

３６　５号住居跡細部ª

１　炉断ち割り（東から）
２　Ｐ１断面（北から）　　３　Ｐ２断面（南西から）

３５　５号住居跡細部∫

１１ ２２

３３ ４４

１１

２２ ３３



２７７

写真図版

３７　６号住居跡完掘（南東から）

１　検出状況（南から）　２　断面（南から）
３　断面（東から）　　　４　地床炉断ち割り（東から）

３８　６号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



２７８

３９　６号住居跡炉完掘（南東から）

１　炉検出（南東から）　２　炉断面（南から）
３　Ｐ２断面（東から）　４　Ｐ３断面（東から）

４０　６号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４



２７９

写真図版

４１　７号住居跡完掘（北西から）

１　検出状況（東から）　２　断面（南から）
３　断面（東から）　　　４　作業風景（北西から）

４２　７号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



２８０

４３　７号住居跡炉完掘（北西から）

１　完掘（北西から）　２　細部（北西から）
３　断面（北東から）　４　断ち割り（西から）

４４　７号住居跡炉細部

１１ ２２

３３ ４４



２８１

写真図版

１　Ｐ１断面（南から）　２　Ｐ２断面（南から）
３　Ｐ３断面（南から）　４　Ｐ５断面（西から）

４６　７号住居跡細部∫

１　炉断ち割り（北西から）　　　　２　炉掘形（北西から）
３　壁溝脇遺物出土状況（北から）　４　遺物出土状況（北から）

４５　７号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



２８２

４７　７号住居跡作業風景（北西から）

１　Ｐ６検出（南から）　２　Ｐ６断面（南から）
３　Ｐ７断面（南から）　４　遺物出土状況（北西から）

４８　７号住居跡細部ª

１１ ２２

３３ ４４



２８３

写真図版

４９　８号住居跡完掘（南から）

１　全景（南西から）　２　検出（南から）
３　断面（東から）　　４　壁溝検出（南西から）

５０　８号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



２８４

５１　８号住居跡炉完掘（南から）

１　炉完掘（南西から）　２　炉断面（南から）
３　炉検出（南西から）　４　炉断面（南東から）

５２　８号住居跡炉細部∏

１１ ２２

３３ ４４



２８５

写真図版

１　遺物出土状況（北から）　２　壁溝断面（東から）
３　Ｐ１完掘（東から）　　　４　Ｐ１断面（東から）

５４　８号住居跡細部π

１　完掘（東から）　　２　細部（南西から）
３　断面（南東から）　４　掘形完掘（南西から）

５３　８号住居跡炉細部π

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



２８６

５５　９号住居跡完掘（南から）

１　検出（南から）　　２　断面（南東から）
３　断面（南東から）　４　断面（東から）

５６　９号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



２８７

写真図版

１　遺物出土状況（南東から）　２　遺物出土状況（南から）
３　礫出土状況（南から）　　　４　遺物出土状況（東から）

５８　９号住居跡炉細部π

１　完掘（南から）　２　完掘（南東から）
３　検出（南から）

５７　９号住居跡炉細部∏

１１ ２２

３３ ４４

２２

１１ ３３



２８８

１　壁溝断面（南西から）　２　壁溝断面（東から）
３　Ｐ１断面（南から）　　４　Ｐ２断面（南から）

６０　９号住居跡細部π

１　断面（東から）　　２　断面（東から）
３　細部（北西から）　４　掘形（南から）

５９　９号住居跡炉細部∫

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



２８９

写真図版

１　Ｐ７断面（南から）　２　Ｐ８断面（南東から）
３　Ｐ２完掘（南から）　４　Ｐ４完掘（南から）

６２　９号住居跡細部ª

１　Ｐ３断面（南から）　　２　Ｐ４断面（南から）
３　Ｐ５断面（南東から）　４　Ｐ６断面（南から）

６１　９号住居跡細部∫

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



２９０

６３　１０号住居跡完掘（南西から）

１　完掘（南東から）　２　検出（南から）
３　断面（南東から）　４　断面（南から）

６４　１０号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



２９１

写真図版

１　炉断ち割り（南東から）　２　炉断ち割り（南から）
３　壁溝断面（北西から）　　４　壁溝断面（北から）

６６　１０号住居跡細部π

１　検出（西から）　　２　断面（南から）
３　断面（南東から）　４　前庭部断面（東から）

６５　１０号住居跡炉細部

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



２９２

１　Ｐ３完掘（東から）　　２　Ｐ５完掘（南東から）
３　Ｐ６完掘（南東から）　４　Ｐ７完掘（東から）

６８　１０号住居跡細部ª

１　壁溝検出（南西から）　２　壁溝断面（南西から）
３　Ｐ１完掘（東から）　　４　Ｐ２完掘（東から）

６７　１０号住居跡細部∫

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



２９３

写真図版

７０　１２号住居跡完掘（南西から）

１　検出（東から）　２　断面（南西から）
３　完掘（東から）　４　断ち割り（南から）

６９　１１号住居跡炉細部

１１ ２２

３３ ４４



２９４

１　完掘（南西から）　　２　炉内出土礫（南東から）
３　石組部（南東から）

７２　１２号住居跡炉細部∏

１　断面（南東から）　　２　炉検出（南西から）
３　炉部分（南東から）　４　炉断面（東から）

７１　１２号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４

２２

１１ ３３



２９５

写真図版

１　断ち割り（東から）　２　断ち割り（南から）
３　断ち割り（東から）　４　断ち割り（南東から）

７３　１２号住居跡炉細部π

１　Ｐ１完掘（南から）　２　Ｐ２完掘（南から）
３　Ｐ３断面（南から）　４　Ｐ３完掘（南から）

７４　１２号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



２９６

７５　１３号住居跡完掘（南東から）

１　完掘（南東から）　２　完掘（北西から）
３　断面（北から）

７６　１３号住居跡炉細部∏

２２

１１ ３３



２９７

写真図版

１　埋設土器（南東から）　２　埋設土器断ち割り（南西から）
３　断ち割り（南西から）　４　掘形完掘（南から）

７７　１３号住居跡炉細部π

１　Ｐ１断面（南から）　　２　Ｐ１完掘（南から）
３　Ｐ２断面（南東から）　４　Ｐ２完掘（南東から）

７８　１３号住居跡細部

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



２９８

７９　１４号住居跡完掘（北西から）

１　検出（東から）　２　断面（東から）
３　断面（南から）　４　炉断面（南西から）

８０　１４号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



２９９

写真図版

１　完掘（北西から）　２　細部（南東から）
３　細部（北西から）

８１　１４号住居跡炉細部

１　炉断ち割り（南西から）　２　Ｐ１断面（南西から）
３　Ｐ３断面（南から）　　　４　Ｐ３完掘（南から）

８２　１４号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４

２２

１１ ３３



３００

８３　１５号住居跡完掘（北西から）

８４　１５号住居跡完掘（北西から）



３０１

写真図版

１　完掘（北西から）　　　２　壁溝断面（南から）
３　Ｐ１断面（南東から）　４　Ｐ１完掘（南東から）

８５　１５号住居跡細部∏

１　Ｐ２断面（南東から）　２　Ｐ２完掘（南から）
３　Ｐ３断面（南から）　　４　Ｐ３完掘（南から）

８６　１５号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３０２

１　Ｐ４断面（南東から）　２　Ｐ４完掘（南から）
３　Ｐ５断面（南東から）　４　Ｐ５完掘（南東から）

８７　１５号住居跡細部∫

１　Ｐ６・１３断面（南から）　２　Ｐ６・１３完掘（南から）
３　Ｐ７断面（南から）　　　４　Ｐ７完掘（南から）

８８　１５号住居跡細部ª

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３０３

写真図版

１　Ｐ８断面（南西から）　２　Ｐ８完掘（南から）
３　Ｐ９断面（南から）　　４　Ｐ９完掘（南から）

８９　１５号住居跡細部º

１　Ｐ１０断面（南東から）　２　Ｐ１０完掘（南東から）
３　Ｐ１１完掘（南から）　　４　Ｐ１２完掘（南から）

９０　１５号住居跡細部Ω

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３０４

９１　１６号住居跡完掘（西から）

１　検出（西から）　２　断面（南から）
３　断面（東から）　４　遺物出土状況（西から）

９２　１６号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



３０５

写真図版

９３　１６号住居跡炉完掘（西から）

１　検出（西から）　　２　断面（北西から）
３　石組部（西から）　４　石組部（南から）

９４　１６号住居跡炉細部

１１ ２２

３３ ４４



３０６

９５　１６号住居跡完掘（南東から）

１　壁溝検出（東から）　２　壁溝完掘（西から）
３　Ｐ１完掘（南から）　４　Ｐ２完掘（南から）

９６　１６号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４



３０７

写真図版

９７　１７号住居跡完掘（西から）

９８　１７号住居跡（北東から）



３０８

１　検出（西から）　　　　２　炉埋設土器（北西から）
３　炉石組部（北西から）　４　炉石組部（東から）

９９　１７号住居跡細部

１　完掘（西から）　　　　２　埋設土器断ち割り（南西から）
３　断ち割り（南西から）

１００　１７号住居跡炉細部

１１ ２２

３３ ４４

２２

１１ ３３



３０９

写真図版

１０１　１８号住居跡完掘（西から）

１　検出（西から）　２　断面（東から）
３　断面（西から）　４　床面検出（東から）

１０２　１８号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



３１０

１　完掘（東から）　２　検出（北西から）
３　断面（南から）

１０３　１８号住居跡炉細部

１　炉埋設土器（南から）　２　炉断ち割り（南から）
３　Ｐ１完掘（南から）　　４　Ｐ４遺物出土状況（南から）

１０４　１８号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４

２２

１１ ３３



３１１

写真図版

１０５　１９号住居跡完掘（南西から）

１０６　１９号住居跡完掘（北東から）



３１２

１　検出（東から）　２　断面（南西から）
３　断面（西から）　４　断面（南西から）

１０７　１９号住居跡細部∏

１　Î２遺物出土状況（南東から）　２　Î２遺物出土状況（南西から）
３　壁溝断面（南西から）　　　　　４　壁溝完掘（北東から）

１０８　１９号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３１３

写真図版

１０９　１９号住居跡炉完掘（南西から）

１　完掘（南西から）　２　検出（南東から）
３　断面（南西から）　４　完掘細部（北東から）

１１０　１９号住居跡炉細部

１１ ２２

３３ ４４



３１４

１　炉断ち割り（南東から）　２　炉掘形（南西から）
３　Ｐ１完掘（南から）　　　４　Ｐ２・３完掘（南東から）

１１１　１９号住居跡細部∫

１　Ｐ４完掘（南から）　２　Ｐ５完掘（南から）
３　Ｐ６断面（南から）　４　Ｐ６完掘（南から）

１１２　１９号住居跡細部ª

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３１５

写真図版

１１３　２０号住居跡完掘（北から）

１　検出（東から）　　　２　断面（南から）
３　倒木痕（北東から）　４　遠景（北東から）

１１４　２０号住居跡細部

１１ ２２

３３ ４４



３１６

１１５　２１号住居跡完掘（北西から）

１　検出（南から）　２　断面（南から）
３　断面（西から）　４　床面検出（北西から）

１１６　２１号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



３１７

写真図版

１　完掘（南東から）　　２　断面（南東から）
３　石組部（北東から）

１１７　２１号住居跡炉細部

１　炉完掘（北西から）　２　炉断ち割り（南西から）
３　Ｐ１完掘（南から）

１１８　２１号住居跡細部π

２２

１１ ３３

１１

２２ ３３



３１８

１　Ｐ２断面（北から）　２　Ｐ２完掘（南から）
３　Ｐ３断面（北から）　４　Ｐ３完掘（西から）

１１９　２１号住居跡細部∫

１　Ｐ４断面（南から）　２　Ｐ４完掘（西から）
３　Ｐ５断面（南から）　４　Ｐ５完掘（西から）

１２０　２１号住居跡細部ª

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３１９

写真図版

１　Ｐ６断面（南から）　２　Ｐ６完掘（西から）
３　Ｐ７断面（南から）　４　Ｐ７完掘（南から）

１２１　２１号住居跡細部º

１　Ｐ８断面（南から）　２　Ｐ８完掘（西から）
３　Ｐ１０断面（南から）　４　Ｐ１０完掘（西から）

１２２　２１号住居跡細部Ω

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３２０

１２３　２２号住居跡完掘（南西から）

１　検出（南から）　　　　２　断面（南から）
３　床面検出（南西から）　４　完掘（南西から）

１２４　２２号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



３２１

写真図版

１２５　２２号住居跡炉完掘（南から）

１　完掘（南西から）　　　　２　断面（南東から）
３　石組部断面（南東から）　４　前庭部断面（東から）

１２６　２２号住居跡炉細部

１１ ２２

３３ ４４



３２２

１　炉石組部敷土器片（南西から）　２　炉掘形（南西から）
３　壁溝断面（東から）　　　　　　４　壁溝（南から）

１２７　２２号住居跡細部π

１　Ｐ１完掘（北から）　　　　２　Ｐ２完掘（南から）
３　Ｐ３・４完掘（南西から）　４　作業風景（西から）

１２８　２２号住居跡細部∫

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３２３

写真図版

１２９　２３号住居跡完掘（南西から）

１　検出（南西から）　　　　２　断面（南東から）
３　遺物出土状況（南から）　４　床面検出（南西から）

１３０　２３号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



３２４

１　遺物出土状況（南東から）　２　遺物出土状況（北西から）
３　遺物出土状況（東から）　　４　遺物出土状況（東から）

１３１　２３号住居跡細部π

１　完掘（南西から）　　　　２　断面（南から）
３　石組部断面（南東から）

１３２　２３号住居跡炉細部∏

図９７－６図９７－６

図９６－１図９６－１

図９５－３図９５－３

図９５－２図９５－２

図９５－３図９５－３

図９５－１図９５－１

２２

１１ ３３

１１ ２２

３３ ４４



３２５

写真図版

１　前庭部断面（北東から）　２　石組部（南西から）
３　石組部（南から）　　　　４　前庭部周壁（東から）

１３３　２３号住居跡炉細部π

１　炉断ち割り（南から）　２　炉掘形（南西から）
３　Ｐ１断面（南西から）　４　Ｐ２完掘（南西から）

１３４　２３号住居跡細部∫

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３２６

１　Ｐ３断面（南東から）　２　Ｐ３完掘（南東から）
３　Ｐ４断面（南西から）　４　Ｐ４完掘（南西から）

１３５　２３号住居跡細部ª

１　Ｐ５・６断面（南東から）　２　Ｐ７完掘（南西から）
３　壁溝検出（南から）　　　　４　壁溝断面（南西から）

１３６　２３号住居跡細部º

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３２７

写真図版

１３７　２４号住居跡完掘（北西から）

１　検出（南から）　　２　断面（南東から）
３　断面（北東から）　４　壁溝（南から）

１３８　２４号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



３２８

１　Ｐ１断面（南から）　２　Ｐ１完掘（西から）
３　Ｐ２完掘（南から）　４　Ｐ３完掘（南から）

１３９　２４号住居跡細部π

１　Ｐ４完掘（南から）　２　Ｐ５完掘（南から）
３　Ｐ６完掘（東から）　４　Ｐ７完掘（東から）

１４０　２４号住居跡細部∫

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３２９

写真図版

１４１　２５号住居跡完掘（北から）

１　検出（東から）　２　断面（東から）
３　断面（南から）　４　炭化材・焼土検出（南東から）

１４２　２５号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



３３０

１　炭化材・焼土検出（南から）　２　炭化材・焼土検出（南東から）
３　遺物出土状況（東から）　　　４　炭化材・焼土検出（西から）

１４３　２５号住居跡細部π

１　遺物出土状況（西から）　３　炉完掘（北から）
２　炉検出（北から）

１４４　２５号住居跡細部∫

１１ ２２

３３ ４４

１１

２２ ３３



３３１

写真図版

１　断面（西から）　　　２　石組部（南から）
３　断ち割り（東から）　４　完掘（東から）

１４５　２５号住居跡炉細部

１　Ｐ１断面（南から）　２　Ｐ１完掘（北から）
３　Ｐ２完掘（西から）　４　完掘（北から）

１４６　２５号住居跡細部ª

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３３２

１４７　２６号住居跡完掘（西から）

１　検出（南東から）　２　断面（東から）
３　断面（南から）　　４　床面検出（北西から）

１４８　２６号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



３３３

写真図版

１４９　２６号住居跡炉完掘（北西から）

１　炉検出（南東から）　２　炉断面（西から）　
３　炉完掘（北東から）　４　壁溝・柱穴検出（南東から）

１５０　２６号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４



３３４

１　Ｐ１断面（東から）　２　Ｐ１完掘（南から）
３　Ｐ２断面（東から）　４　Ｐ２完掘（南から）

１５１　２６号住居跡細部∫

１　Ｐ３断面（東から）　２　Ｐ３完掘（南から）
３　Ｐ４断面（東から）　４　Ｐ４完掘（南から）

１５２　２６号住居跡細部ª

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３３５

写真図版

１５３　２７号住居跡完掘（北西から）

１５４　２７号住居跡完掘（西から）



３３６

１５５　２７号住居跡検出（東から）

１　断面（東から）　　　　２　断面（南から）
３　床面検出（北西から）　４　炉検出（北西から）

１５６　２７号住居跡細部

１１ ２２

３３ ４４



３３７

写真図版

１５７　２７号住居跡炉完掘（西から）

１　完掘（北西から）　　　２　細部（南西から）
３　断ち割り（南西から）　４　掘形（西から）

１５８　２７号住居跡炉細部

１１ ２２

３３ ４４



３３８

１５９　２８号住居跡完掘（北から）

１６０　２８号住居跡完掘（北東から）



３３９

写真図版

１　検出（東から）　２　断面（東から）
３　断面（南から）　４　炉検出（北西から）

１６１　２８号住居跡炉細部∏

１　完掘（北西から）　　　２　断面（西から）
３　埋設土器（東から）

１６２　２８号住居跡炉細部π

２２

１１ ３３

１１ ２２

３３ ４４



３４０

１６３　２８号住居跡炉完掘（北西から）

１　埋設土器（北から）　　２　断ち割り（北西から）
３　断ち割り（北西から）

１６４　２８号住居跡炉細部∫

１１ ２２

３３



３４１

写真図版

１　炉掘形（北から）　　２　Ｐ１完掘（北から）
３　Ｐ２完掘（北から）　４　Ｐ３完掘（北から）

１６５　２８号住居跡細部∏

１　Ｐ４完掘（北から）　２　Ｐ５完掘（北から）
３　Ｐ６完掘（北から）　４　Ｐ７完掘（北から）

１６６　２８号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３４２

１６７　２９号住居跡完掘（南東から）

１　検出（北東から）　２　断面（南東から）
３　断面（南東から）　４　床面検出（南東から）

１６８　２９号住居跡細部

１１ ２２

３３ ４４



３４３

写真図版

１６９　３１号住居跡完掘（西から）

１　検出（北東から）　２　断面（東から）
３　断面（南から）　　４　床面検出（南から）

１７０　３１号住居跡細部∏

１１ ２２

３３ ４４



３４４

１　完掘（南西から）　２　完掘（南から）
　　　　　　　　　　３　断面（南東から）

１７１　３１号住居跡炉細部

１　炉断ち割り（南から）　２　炉断ち割り（東から）
３　炉掘形（南西から）　　４　遺物出土状況（北東から）

１７２　３１号住居跡細部π

１１ ２２

３３ ４４

２２

１１ ３３



３４５

写真図版

１　間仕切り溝（南から）　２　壁溝（南から）
３　Ｐ１断面（南から）　　４　Ｐ１完掘（南から）

１７３　３１号住居跡細部∫

１　Ｐ２断面（南西から）　２　Ｐ２完掘（南西から）
３　Ｐ３断面（南東から）　４　Ｐ３完掘（南東から）

１７４　３１号住居跡細部ª

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３４６

１　Ｐ４断面（南から）　２　Ｐ４完掘（南から）
３　Ｐ５完掘（南から）　４　Ｐ６完掘（南から）

１７５　３１号住居跡細部º

１　Ｐ７完掘（南から）　２　Ｐ８完掘（南から）
３　Ｐ９完掘（南から）　４　Ｐ１０完掘（南から）

１７６　３１号住居跡細部Ω

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３４７

写真図版

１７７　３２号住居跡完掘（北東から）

１　検出（東から）　２　断面（南から）
３　断面（東から）　４　炉完掘（西から）

１７８　３２号住居跡細部

１１ ２２

３３ ４４



３４８

１７９　３３号住居跡検出（北西から）

１　炉全景（北東から）　　２　１号炉完掘（北東から）
３　１号炉完掘（北から）　４　土器出土（南から）

１８０　３３号住居跡細部

１１ ２２

３３ ４４



３４９

写真図版

１８１　土坑群（北西から）

１８２　土坑群（西から）



３５０

１　１号土坑断面（東から）　２　１号土坑完掘（東から）
３　２号土坑断面（東から）　４　２号土坑完掘（東から）

１８３　１・２号土坑

１　３号土坑断面（東から）　２　３号土坑完掘（東から）
３　４号土坑断面（東から）　４　４号土坑完掘（南から）

１８４　３・４号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３５１

写真図版

１　５号土坑断面（東から）　２　５号土坑完掘（西から）
３　６号土坑断面（東から）　４　６号土坑完掘（東から）

１８５　５・６号土坑

１　７号土坑断面（東から）　２　７号土坑完掘（南から）
３　８号土坑断面（東から）　４　８号土坑完掘（東から）

１８６　７・８号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３５２

１　９号土坑断面（南から）　２　９号土坑完掘（南から）
３　１０号土坑断面（南から）　４　１０号土坑遺物出土状況（南西から）

１８７　９・１０号土坑

１８８　１０号土坑遺物出土状況（南から）

１１ ２２

３３ ４４



３５３

写真図版

１　遺物出土状況（西から）　２　遺物出土状況（西から）
３　断面（南から）　　　　　４　完掘（南から）

１８９　１０号土坑細部

１９０　１０号土坑遺物出土状況（西から）

１１ ２２

３３ ４４



３５４

１　１１号土坑断面（東から）　２　１１号土坑完掘（南から）
３　１２号土坑断面（西から）　４　１２号土坑完掘（西から）

１９１　１１・１２号土坑

１９２　１２号土坑遺物出土状況（西から）

１１ ２２

３３ ４４



３５５

写真図版

１９３　１３号土坑遺物出土状況（南から）

１　完掘（南から）　　　　　　２　断面（南から）
３　遺物出土状況（北西から）　４　遺物出土状況（南から）

１９４　１３号土坑細部

１１ ２２

３３ ４４



３５６

１　１４号土坑断面（東から）　２　１４号土坑完掘（東から）
３　１５号土坑断面（東から）　４　１５号土坑完掘（南から）

１９５　１４・１５号土坑

１　１６号土坑断面（東から）　２　１６号土坑完掘（東から）
３　１７号土坑断面（南から）　４　１７号土坑完掘（南から）

１９６　１６・１７号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３５７

写真図版

１　１８号土坑断面（東から）　　　　　２　１８号土坑完掘（南東から）
３　１９号土坑遺物出土状況（南から）　４　１９号土坑完掘（南から）

１９７　１８・１９号土坑

１　２０号土坑断面（南から）　２　２０号土坑完掘（南から）
３　２１号土坑断面（東から）　４　２１号土坑完掘（南西から）

１９８　２０・２１号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３５８

１　２２号土坑断面（東から）　２　２２号土坑完掘（南から）
３　２３号土坑断面（東から）　４　２３号土坑完掘（南から）

１９９　２２・２３号土坑

１　２４号土坑断面（東から）　２　２４号土坑完掘（南から）
３　２５号土坑断面（東から）　４　２５号土坑完掘（東から）

２００　２４・２５号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３５９

写真図版

１　２６号土坑断面（南から）　２　２７号土坑完掘（南から）
３　２８号土坑断面（南から）　４　２８号土坑完掘（南から）

２０１　２６～２８号土坑

１　２９号土坑断面（南から）　　２　２９号土坑完掘（東から）
３　３０号土坑断面（南東から）　４　３０号土坑完掘（南から）

２０２　２９・３０号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３６０

１　３１号土坑断面（南から）　２　３１号土坑完掘（北から）
３　３２号土坑断面（東から）　４　３２号土坑完掘（南東から）

２０３　３１・３２号土坑

１　３３号土坑断面（南から）　２　３３号土坑完掘（南から）
３　３４号土坑断面（南から）　４　３４号土坑完掘（南から）

２０４　３３・３４号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３６１

写真図版

１　３５号土坑断面（東から）　　２　３５号土坑完掘（南西から）
３　３６号土坑断面（南西から）　４　３６号土坑完掘（南西から）

２０５　３５・３６号土坑

１　３７号土坑断面（東から）　　２　３７号土坑完掘（東から）
３　３８号土坑断面（南東から）　４　３８号土坑完掘（南東から）

２０６　３７・３８号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３６２

１　３９号土坑断面（南から）　　２　３９号土坑完掘（南から）
３　４０号土坑断面（南西から）　４　４０号土坑完掘（南から）

２０７　３９・４０号土坑

１　４１号土坑断面（南から）　　２　４１号土坑完掘（南から）
３　４２号土坑断面（南東から）　４　４２号土坑完掘（南から）

２０８　４１・４２号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３６３

写真図版

１　４３号土坑断面（南東から）　２　４３号土坑完掘（南から）
３　４４号土坑断面（南西から）　４　４４号土坑完掘（南西から）

２０９　４３・４４号土坑

１　４５号土坑断面（南から）　　２　４５号土坑完掘（南から）
３　４６号土坑断面（南東から）　４　４６号土坑完掘（南から）

２１０　４５・４６号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３６４

１　４７号土坑断面（南から）　２　４７号土坑完掘（南から）
３　４８号土坑断面（南から）　４　４８号土坑完掘（東から）

２１１　４７・４８号土坑

１　４９号土坑断面（南から）　２　４９号土坑完掘（南から）
３　５０号土坑断面（南から）　４　５０号土坑完掘（南から）

２１２　４９・５０号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３６５

写真図版

１　５１号土坑断面（南から）　２　５１号土坑完掘（南から）
３　５２号土坑断面（南から）　４　５２号土坑完掘（南から）

２１３　５１・５２号土坑

１　５３号土坑断面（南西から）　２　５３号土坑完掘（南から）
３　５４号土坑断面（南東から）　４　５４号土坑完掘（南から）

２１４　５３・５４号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３６６

１　５５号土坑断面（南東から）　２　５５号土坑完掘（南から）
３　５６号土坑断面（北東から）　４　５６号土坑完掘（北東から）

２１５　５５・５６号土坑

１　５７号土坑断面（南から）　２　５７号土坑完掘（南から）
３　５８号土坑断面（南から）　４　５８号土坑完掘（西から）

２１６　５７・５８号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３６７

写真図版

１　５９号土坑断面（南から）　２　５９号土坑完掘（南から）
３　６０号土坑断面（東から）　４　６０号土坑完掘（南から）

２１７　５９・６０号土坑

１　６１号土坑断面（南から）　　２　６１号土坑完掘（南から）
３　６２号土坑断面（南東から）　４　６２号土坑完掘（南東から）

２１８　６１・６２号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３６８

１　６３号土坑断面（南西から）　２　６３号土坑完掘（北西から）
３　６４号土坑断面（南西から）　４　６４号土坑完掘（西から）

２１９　６３・６４号土坑

１　６５号土坑断面（東から）　２　６５号土坑完掘（東から）
３　６６号土坑断面（南から）　４　６６号土坑完掘（東から）

２２０　６５・６６号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３６９

写真図版

１　６７号土坑断面（南から）　　２　６７号土坑完掘（南から）
３　６８号土坑断面（南西から）　４　６８号土坑完掘（南から）

２２１　６７・６８号土坑

１　断面（南東から）　　　　２　土器出土状況（南東から）
３　土器出土状況（南から）　４　完掘（南東から）

２２２　６９号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３７０

１　７０号土坑断面（南東から）　２　７０号土坑完掘（南東から）
３　７１号土坑断面（南東から）　４　７１号土坑完掘（南東から）

２２３　７０・７１号土坑

１　７２号土坑断面（東から）　２　７２号土坑完掘（東から）
３　７３号土坑断面（南から）　４　７３号土坑完掘（南から）

２２４　７２・７３号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３７１

写真図版

１　７４号土坑断面（南東から）　２　７４号土坑完掘（南から）
３　７５号土坑断面（東から）　　４　７５号土坑完掘（北から）

２２５　７４・７５号土坑

１　７６号土坑断面（南東から）　２　７６号土坑完掘（南東から）
３　７７号土坑断面（南から）　　４　７７号土坑完掘（南から）

２２６　７６・７７号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３７２

１　７８号土坑断面（南東から）　２　７８号土坑完掘（北西から）
３　７９号土坑断面（南から）　　４　７９号土坑完掘（南東から）

２２７　７８・７９号土坑

１　８０号土坑断面（南から）　２　８０号土坑完掘（東から）
３　８１号土坑断面（南から）　４　８２号土坑完掘（南から）

２２８　８０～８２号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３７３

写真図版

１　８３号土坑断面（北から）　　２　８３号土坑完掘（南から）
３　８４号土坑断面（南西から）　４　８４号土坑完掘（南から）

２２９　８３・８４号土坑

１　８５号土坑断面（南東から）　２　８５号土坑完掘（南東から）
３　８６号土坑断面（南から）　　４　８６号土坑完掘（南から）

２３０　８５・８６号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３７４

１　８７号土坑断面（南から）　　２　８８号土坑断面（東から）
３　８９号土坑断面（北西から）　４　８９号土坑完掘（北西から）

２３１　８７～８９号土坑

１　９０号土坑断面（南から）　　２　９０号土坑完掘（南から）
３　９１号土坑断面（南西から）　４　９１号土坑完掘（南から）

２３２　９０・９１号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３７５

写真図版

１　９２号土坑断面（南西から）　２　９２号土坑完掘（南から）
３　９３号土坑断面（南西から）　４　９３号土坑完掘（南から）

２３３　９２・９３号土坑

１　９４号土坑断面（南から）　　２　９４号土坑完掘（南から）
３　９５号土坑断面（南西から）　４　９５号土坑完掘（東から）

２３４　９４・９５号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３７６

１　９６号土坑断面（南西から）　２　９６号土坑完掘（南から）
３　９７号土坑断面（東から）　　４　９７号土坑完掘（南から）

２３５　９６・９７号土坑

１　９８号土坑完掘（南から） 　２　９９号土坑完掘（東から）
３　１００号土坑断面（南から）　４　１００号土坑完掘（南から）

２３６　９８～１００号土坑

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３７７

写真図版

１　１号埋甕検出（南から）　２　１号埋甕断面（南東から）
３　２号埋甕検出（南から）　４　２号埋甕完掘（南西から）

２３７　１・２号埋甕

１　３号埋甕断面（南東から）　２　３号埋甕断ち割り（南東から）
３　４号埋甕断面（東から）　　４　４号埋甕断ち割り（東から）

２３８　３・４号埋甕

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３７８

１　１号特殊遺構検出（南西から）　２　１号特殊遺構完掘（南西から）
３　２号特殊遺構検出（南から）　　４　２号特殊遺構断ち割り（南から）

２３９　その他の遺構

１　Ｇ８Ｐ２土器出土状況（南から）　２　作業風景（西から）
３　作業風景（南から）　　　　　　　４　作業風景（南西から）

２４０　Ｇ８Ｐ２，作業風景

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３７９

写真図版

２４１　１号遺物包含層全景（南から）

１　断面ＢＢ′（南東から）　２　断面ＣＣ′（南東から）
３　断面ＡＡ′（南から）　　４　断面ＡＡ′（南から）

２４２　１号遺物包含層細部∏

１１ ２２

３３ ４４



３８０

１　遺物出土状況（北西から）　２　遺物出土状況（北西から）
３　遺物出土状況（西から）　　４　遺物出土状況（北西から）

２４３　１号遺物包含層細部π

１　遺物出土状況（西から）　　２　遺物出土状況（北西から）
３　遺物出土状況（北西から）　４　作業風景（西から）

２４４　１号遺物包含層細部∫

図１６７－４図１６７－４

図１６５－６図１６５－６

図１６４－１０図１６４－１０

図１６４－１４図１６４－１４

図１６４－１０図１６４－１０

図１６４－１４図１６４－１４

図１７３－１７図１７３－１７

図１６２－１２図１６２－１２

図１６２－１５図１６２－１５

図１６３－９図１６３－９ 図１７２－７図１７２－７

図１６３－９図１６３－９

図１６２－１５図１６２－１５ 図１７２－７図１７２－７

図１６５－１図１６５－１

図１６２－１３図１６２－１３

図１６２－１２図１６２－１２

図１６１－１１・１２図１６１－１１・１２ 図１６５－１図１６５－１

図１６２－１３図１６２－１３

図１６７－４図１６７－４

１１ ２２

３３ ４４

１１ ２２

３３ ４４



３８１

写真図版

２４５　１～３号住居跡出土土器

図６－１

図１２－８

図１２－９

図９－１

図１２－１

図１２－２

図１2－２（墨書）図１2－２（墨書）

図１２－８（墨書）図１２－８（墨書）



３８２

２４６　４・９号住居跡出土土器

図１６－１ 図１６－４

図３９－１ 図３９－２



３８３

写真図版

２４７　９・１０・１２号住居跡出土土器

図４３－３

図４８－３

図４８－１

図５８－１

図４８－２

図５８－２



３８４

２４８　１３・１６・１８・１９号住居跡出土土器

図６０－２

図８０－１２

図７４－３

図６８－１

図７４－４

図７４－１



３８５

写真図版

２４９　２２・２３号住居跡出土土器

図８９－１

図９５－３

図９５－２

図８９－２

図９５－１

図９４－１３



３８６

２５０　２３～２６・２８号住居跡出土土器

図９７－６

図１０８－９

図９７－１４

図１０４－１

図１００－３

図１１２－１



３８７

写真図版

２５１　３１・３３号住居跡出土土器

図１１７－１

図１２４－２

図１１７－４

図１１７－５

図１２４－１

図１１７－２



３８８

２５２　１０号土坑出土土器

図１４２－１

図１４２－６

図１４２－３

図１４２－２

図１４２－５



３８９

写真図版

２５３　１０・１２号土坑出土土器

図１４２－７

図１４４－３

図１４３－１７

図１４３－１１

図１４２－９

図１４２－８



３９０

２５４　１２・１３号土坑出土土器

図１４５－７

図１４５－３

図１４４－５

図１４５－５

図１４５－１

図１４４－４



３９１

写真図版

２５５　１４・６９・７９号土坑，１・３号埋甕出土土器

図１４６－１４

図１５４－３

図１５２－８

図１５２－６

図１５４－１



３９２

２５７　２・４号住居跡出土土器

２５６　１号遺物包含層，遺構外出土土器

図１６２－１５

図１７２－５

図１７７－１２図１７２－４

図９－４

図９－９

図９－２
図９－５ 図１６－３



３９３

写真図版

２５９　５・６号住居跡出土土器

２５８　５号住居跡出土土器

図２１－１２
図２１－１６

図２１－４

図２２－７

図２１－５ 図２１－３

図２１－１
図２３－９ 図２２－６

図２２－１２

図２２－３ 図２２－２
図２２－１

図２２－１４

図２２－２１

図２２－１６ 図２２－１９

図２２－１５

図２２－１８

図２３－１２
図２３－１１ 図２２－２６

図２７－１

図２７－４ 図２７－２ 図２７－１２

図２７－９
図２７－１１

図２７－８

図２７－１３



３９４

２６１　８・９号住居跡出土土器

２６０　７号住居跡出土土器

図３１－２２
図３２－１

図３１－１５

図３１－９・７

図３１－６ 図３１－８ 図３１－１０

図３２－１６
図３２－１８ 図３１－２１

図３１－１７

図３２－１４ 図３１－１

図３５－１
図３５－３

図３９－３

図３９－５

図３９－４ 図４０－２ 図３９－８
図３９－６

図４０－５ 図４０－７ 図４０－８



３９５

写真図版

２６３　１０号住居跡出土土器∏

２６２　９号住居跡出土土器

図４０－１０

図４１－１

図４１－１２ 図４３－１４

図４２－１

図４２－３
図４２－１３

図４３－５

図４３－１

図４８－４ 図４８－５

図４９－３

図４８－６

図４８－１０

図４９－７

図４９－１１ 図４９－９
図４８－１４



３９６

２６５　１０号住居跡出土土器∫

２６４　１０号住居跡出土土器π

図４９－１３

図５０－３

図５０－５

図５１－１１ 図５０－７

図５０－１

図５０－１１
図５０－９

図５０－１５

図５２－５
図５２－４

図５２－１

図５２－８

図５２－３
図５２－９

図４９－１２



３９７

写真図版

２６７　１６号住居跡出土土器

２６６　１２～１５号住居跡出土土器

図５８－５

図５８－７
図５８－１５

図５８－１１

図６３－６

図６３－４

図６３－１

図６３－７

図６０－３

図６３－３

図６５－２
図６３－８

図６３－１４

図６８－２

図６８－４

図６８－１９

図６８－８ 図６８－３

図６８－６
図６９－４

図６８－１２

図６８－１０
図６９－５



３９８

２６９　１８・１９号住居跡出土土器

２６８　１７・１８号住居跡出土土器

図７８－１２図７４－２

図７９－１２

図７４－７ 図７５－２

図７４－５

図７１－５

図７４－１１

図７４－６

図７４－８

図７１－１ 図７５－１



３９９

写真図版

２７０　１９号住居跡出土土器∏

２７１　１９号住居跡出土土器π

図７８－１

図７８－２

図７８－１０

図７８－５ 図７９－１３ 図７８－９

図７８－１１

図７８－１７ 図７８－１６
図７９－２２

図７９－１８

図８１－７
図８０－９

図８１－８

図８１－４

図８０－１１

図８０－１０

図８０－８



４００

２７２　２０・２１号住居跡出土土器

２７３　２２号住居跡出土土器

図８３－１

図８６－３

図８６－１６

図８６－１５

図８６－１４
図８６－１

図９０－７

図９０－１１

図９０－３

図９０－８

図８９－４

図９０－２
図９０－９ 図９０－４ 図９０－１

図９０－１２
図９０－５ 図８９－６



４０１

写真図版

２７４　２３号住居跡出土土器∏

２７５　２３号住居跡出土土器π

図９４－１
図９４－３

図９４－１０

図９４－６

図９４－４

図９４－１１
図９４－１５

図９４－２

図９４－１７
図９４－８ 図９４－９

図９５－５
図９５－６

図９６－２

図９６－３



４０２

２７６　２３号住居跡出土土器∫

２７７　２４・２５号住居跡出土土器

図９９－１３

図９９－１

図９９－４

図９９－１４

図９９－８

図１０５－１
図１０４－１２

図１０５－８

図９９－６
図１０４－３ 図１０４－９

図９７－１

図９７－３
図９７－１１

図９７－１７

図９７－５ 図９７－４ 図９７－１２

図９７－１６

図９７－１０
図９７－１５ 図９７－１３ 図９７－２



４０３

写真図版

２７８　２６～２９号住居跡出土土器

２７９　３１号住居跡出土土器∏

図１０８－２ 図１０８－１ 図１０８－７

図１０８－８

図１１０－３

図１１０－２

図１０８－６ 図１１０－５

図１１０－１ 図１１０－４
図１１２－２

図１１３－１

図１１７－６

図１１８－６

図１１８－２

図１１８－１



４０４

２８０　３１号住居跡出土土器π

２８１　３１～３３号住居跡出土土器

図１１８－８ 図１１８－７

図１１９－２

図１１８－１１

図１１８－１３

図１１８－１０

図１１９－８

図１１９－７

図１２０－１ 図１２４－３

図１２２－１

図１２０－２

図１２０－５

図１２２－２
図１２０－８



４０５

写真図版

２８２　１・４・８～１２号土坑出土土器

２８３　１３号土坑出土土器

図１４１－３ 図１４３－２
図１４１－２

図１４２－４

図１４１－４

図１４１－１
図１４３－８

図１４３－１４

図１４３－３ 図１４４－１

図１４３－６

図１４３－１２
図１４３－１６

図１４３－１
図１４４－２

図１４６－１ 図１４５－１４

図１４５－１３

図１４６－１０
図１４５－１２

図１４５－１０ 図１４５－１１

図１４５－２



４０６

２８４　１５・１６号土坑出土土器

２８５　１７・１９号土坑出土土器

図１４７－４
図１４７－３

図１４７－５

図１４７－１２

図１４７－２

図１４７－７
図１４７－８

図１４７－１４
図１４７－１３

図１４７－９

図１４８－２ 図１４８－４

図１４８－８
図１４８－１４

図１４８－１２

図１４８－５
図１４８－１３ 図１４８－１

図１４８－９

図１４８－６ 図１４８－１０
図１４８－３



４０７

写真図版

２８６　１９号土坑出土土器

２８７　２３・２６・２８・３０・３１・３５・３７・４３～４６号土坑出土土器

図１４９－１０ 図１４９－４

図１４９－５ 図１４８－１６

図１４９－１１

図１４９－３

図１４９－２

図１５１－１
図１５１－９

図１５１－１２
図１５１－２

図１５１－１８

図１５１－３ 図１５１－４
図１５１－１０

図１５１－１３ 図１５１－５

図１５１－１７ 図１５１－１６

図１５１－１５ 図１５１－１４

図１５１－１１ 図１５１－２０ 図１５１－７ 図１５１－６



４０８

２８８　４９・５１・５２・５９・６０号土坑出土土器

２８９　７１・７２・７４・８１・８７・９３号土坑出土土器

図１５１－２４

図１５２－４
図１５２－２

図１５１－２２

図１５１－２１ 図１５１－２５

図１５１－２８

図１５２－１
図１５１－２６

図１５１－２７

図１５２－５ 図１５２－７

図１５２－１４ 図１５２－３

図１５２－１６

図１５２－１３ 図１５２－１１

図１５２－９

図１５２－１０

図１５２－１２
図１５２－１７



４０９

写真図版

２９０　１号遺物包含層出土土器∏

２９１　１号遺物包含層出土土器π

図１６１－２

図１６１－５ 図１６１－１
図１６１－８

図１６１－１６

図１６１－１４
図１６１－１５ 図１６１－１３

図１６１－１２

図１６１－１９ 図１６１－９

図１６１－１１
図１６１－２０ 図１６１－６ 図１６１－１０

図１６２－３ 図１６２－１

図１６２－４

図１６２－７

図１６２－８

図１６２－１４
図１６２－１２



４１０

２９２　１号遺物包含層出土土器∫

２９３　１号遺物包含層出土土器ª

図１６３－９
図１６３－６

図１６３－１０

図１６３－３

図１６３－８

図１６３－７

図１６３－１ 図１６３－４

図１６４－７

図１６４－１１ 図１６４－５ 図１６４－１７

図１６４－１８

図１６４－１２ 図１６４－８
図１６４－１４

図１６４－２

図１６４－１

図１６４－４

図１６４－１６

図１６４－９



４１１

写真図版

２９４　１号遺物包含層出土土器º

２９５　１号遺物包含層出土土器Ω

図１６５－１

図１６５－７

図１６５－５

図１６５－９

図１６５－１０

図１６５－１１

図１６５－６

図１６８－７

図１６９－４ 図１６８－１０

図１６９－１０

図１６８－１２

図１６９－５

図１６９－９ 図１６８－９

図１６９－６

図１６９－１５ 図１６９－１４
図１６９－１６ 図１６９－１１



４１２

２９６　１号遺物包含層出土土器æ

２９７　１号遺物包含層出土土器ø

図１６９－２１ 図１６９－２０

図１７０－７

図１６９－１９
図１７０－８

図１７０－４

図１７０－１

図１７０－１２

図１７１－１８
図１７１－１６

図１７１－１７ 図１７１－５
図１７１－３

図１７１－１０
図１７１－１

図１７１－１５

図１７１－１２
図１７１－１４ 図１７１－１３



４１３

写真図版

２９８　遺構外出土土器

２９９　９・１４・１９号住居跡，１９号土坑，１号遺物包含層出土土製品

（表） （裏）

図１７５－８

図１７５－４
図１７５－５

図１７５－１６

図１７５－１３ 図１７５－１７

図１７５－７

図１７５－１４

図１７５－９ 図１７５－２

図１７５－１

図４３－１７

図１４９－１３
図１７２－１３

図６３－１６

図１７２－１１ 図１７２－１４

図８１－１１

図８１－１２ 図１７２－１２ 図１７２－１５



４１４

３００　出土土器細部∏

３０１　出土土器細部π

図７９－９図９７－１４

図４８－７図９４－６

図８０－８図１７５－１図１７５－１

図４８－３図７８－２図７８－２



４１５

写真図版

３０２　出土土器細部∫

３０３　１・３・５・７・８号住居跡出土石器

図８９－６図４３－２３図４３－２３

図４３－３図９０－１

図６－６
図１２－１４

図１２－１５

図３５－６

図３３－５

図２４－１ 図３３－３

図３３－２ 図３３－１

図３３－７
図２４－３ 図２４－２



４１６

３０４　９・１０・１６・１８号住居跡出土石器

３０５　１９・２１・２２号住居跡出土石器

図４４－１

図４４－３

図５３－１

図５３－２

図５３－４

図６９－９ 図６９－１１

図６９－１２
図４４－４

図７５－３
図５３－５

図８２－６
図８２－７

図８２－５
図８２－２ 図９１－１

図８２－３

図８２－４

図８２－１
図８６－１８

図８２－８

図８２－１１ 図８２－１２



４１７

写真図版

３０７　４・９・１０・１３・１６号住居跡出土石器

３０６　２２～２５・３１号住居跡出土石器

図９１－２
図９１－３

図１２１－１

図１００－５

図９７－１８

図１２１－２

図９１図５
図１２１図５

図１００－６

図１０５－１３
図１２１－３

図１２１－４

図４４－５
図６０－４

図１７－１
図６９－１３

図４４－６

図５３－６



４１８

３０９　遺構外出土石器

３０８　１号遺物包含層出土石器

図１７３－１ 図１７３－２ 図１７３－１４ 図１７３－５ 図１７３－４
図１７３－１３

図１７３－６ 図１７３－７

図１７３－１５ 図１７３－８

図１７３－３
図１７３－９ 図１７３－１０ 図１７３－１２

図１７３－１１

図１８１－２ 図１８１－１
図１８１－５ 図１８１－９ 図１８１－７ 図１８１－４

図１８１－１３

図１８１－６
図１８１－１２ 図１８１－１４

図１８１－８



４１９

　近年，ＡＭＳを用いた炭素年代による高精度編年の手

法が，ハード・ソフト両面から技術的に著しい進展を遂

げている。考古学の側が，有効に用いるためには，考古

学側・分析側両者が，互いに検証可能な協業体制におい

て資料を選定し，結果を出土状況や土器編年にフィード

バックしつつ，検証を重ねる必要がある。特に，微量な

資料による測定が可能になったことから，土器付着炭化

物（おこげ）を測定することによって，直接土器自体の年

代（正確には付着炭化物の年代）を計ることが可能となった。

編年学的位置づけの明確な土器付着炭化物・集落内出土

炭化材について，放射性炭素同位体比をＡＭＳを用いて

測定することで，炭素年代を得，同時に測定したδ１３Ｃ

値を用いて補正する。炭素年代自体は実年代ではないた

め，年輪年代の確定した年輪資料等の１４Ｃ測定に基づい

て得られている較正曲線を用いて暦年代を推定する。最

終的には，型式編年によってすすめられてきた縄文・弥

生時代の年代的枠組みを，実年代によって，列島規模で

再構成することが大目的となる。

　前山遺跡からは，縄文時代中期の良好な集落が検出さ

れており，土器が多く出土している。同時に測定を行っ

た馬場前遺跡，高木遺跡と併せることで，中期後半の大

木８～１０式土器の年代的位置付けの基準となろう。今回，

炭素年代を求める試料とするため，縄文時代中期後半以

降の土器付着炭化物７点を採取した。略号はＭＹＡとした。

１　測定対象資料と炭化物の状態

　今回測定した炭化物はすべて「おこげ」状の土器付着炭

化物であり，調理時に付着した食料残滓に由来すると想

定される試料である。ただし，以下の２点以外は，前処

理の結果，殆ど容解してしまった。以下に，測定できた

２点について，試料№ごとに説明する。

ＭＹＡ２　ＳＩ９の１層出土の縄紋時代中期大木９～１０

式土器と思われるが胴下部のみの小型土器であり，不明

瞭である。底部内面に漆が付着しており，漆のパレット

と考えられる。

ＭＹＡ３　ＳＩ１０の３層出土の大木８ｂ式土器。口縁内

に炭化物が良好に付着していた。

ＭＹＡ１・５　ＭＹＡ１と５は，ともにＳＫ１９土坑１層

出土の大木９式土器である。それぞれ，口縁内面・胴部

外面におこげ状の炭化物が付着しており，口縁内面の炭

化物を採取した。

　他にＭＹＡ４，６～７の土器付着炭化物を採取したが，

前処理の結果，ほとんどが溶解し，十分な炭素量をとれ

なかったため，測定は断念した。

２　炭化物の処理

　試料については，以下の手順で試料処理を行った。

∏有機溶媒による油脂成分等の除去。

図１　前山Ａ遺跡土器の炭化物付着部位

付章１　福島県富岡町前山Ａ遺跡出土土器の炭素年代測定

総合研究大学院大学　博士課程後期　日本歴史研修専攻

小　林　謙　一

国立歴史民俗博物館情報資料研究部

今　村　峯　雄
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π前処理：酸・アルカリ・酸による化学洗浄（ＡＡＡ処理）。

∫炭酸ガス化と精製：酸化銅により試料を酸化（炭酸ガス

化），精製して不純物を除去。

ªグラファイト化：鉄触媒のもとで水素還元しグラファ

イト炭素に転換。

　今回は，∏，πについては国立歴史民俗博物館の年代

測定資料実験室において，以下の手順で前処理として汚

染付着物除去およびフミン酸などの除去を行なった。そ

れ以降の処理については，試料量の少ない２点を除き，

地球科学研究所を通じべータアナリティック社へ依頼し，

炭酸ガス化と精製，グラファイト化およびＡＭＳによる

炭素１４測定を行った。

　まずアセトンに浸け振とうし，油分など汚染の可能性

のある不純物を溶解させ除去した。次にＡＡＡ処理とし

て，まず希塩酸（１Ｎ－ＨＣｌ）で岩石などに含まれる炭酸

カルシウム等を除去し，さらにアルカリ（１Ｎ－ＮａＯＨ）

でフミン酸等を除去する。今回は，土器付着炭化物につ

いては１／１０に希釈したアルカリ溶液により，各１時間

８０℃で２回処理を行い，ほとんど着色がなくなったこと

を確認した。さらに酸処理により中和後，水により洗浄

した。なお，ＭＹＡ１と５は，当初採集試料の半分程度

を処理したが，測定のための炭素量が不足だったため，

図２　前山Ａ遺跡の試料の暦年較正

炭素年代試料の重量測定機番号
補正値測定値（㎎）関番号
（１４CBP）δ１３Ｃ（１４CBP）測定回収処理採取Beta-試料№

４１９０±４０－３０．４％４２８０±４０５．４ ５．４１９２４１５９７３１ＭＹＡ２
４２００±４０－２５．０％４２００±４０３．４ ３．４４２７５１５９７２８ＭＹＡ３
４２００±４０－２６．１％４２２０±４０＊０．７８４．７１１２１１２１６７７５５ＭＹＡ１
４２００±４０－２７．０％４２３０±４０＊１．４ ６．５８９８９１６７７５４ＭＹＡ５

註：＊は，ガス化精製した結果の炭素重量
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改めてすべての試料を処理した上，国立歴史民俗博物館

の年代測定資料実験室において，坂本稔がガス化精製を

行った。

　回収された炭化物は，各試料とも微量であり，すべて

を測定に用いた。

３　測定結果と暦年の較正

　炭素１４測定は，米国・ベータアナリティック社が世界

各地の加速器施設と契約し，加速器質量分析法（ＡＭＳ）

により１４Ｃ測定を行っているもので，独自にデータの分

析評価をしている。Beta-の番号は，ベータアナリティッ

ク社の測定機関番号である。

　炭素１４測定の測定結果を表にまとめた。年代データの

１４ＣＢＰという表示は，西暦１９５０年を基点にして計算し

た炭素１４年代（モデル年代）であることを示す（yr BPで示すこ

とも多い）。１４Ｃの半減期は国際的に５，５６８年を用いて計

算することになっている。誤差は測定における統計誤差

（１標準偏差，６８％信頼限界）である。

　ＡＭＳでは，グラファイト炭素試料の炭素１４／１２同位

体比を加速器により測定する。正確な年代を得るには，

試料の同位体効果を補正しなくてはならないが，同時に

測定した炭素１３／１２比，あるいは炭素１３用ガス試料を質

量分析計により測定した炭素１３／１２比を調べ補正する。

炭素１３／１２同位体比は通常，標準（古生物belemnite化石の炭

酸カルシウムの炭素１３／１２比）からの偏差値δ１３Ｃ（パーミル，‰）

で示される（中村１９９９）。補正した炭素１４Ｃ／１２Ｃ比から，

表の右端に示した炭素１４年代値（モデル年代）が得られる

（Conventionalという場合もある）。

＜暦年較正＞

　測定値を修正曲線ＩＮＴＣＡＬ９８（暦年代と炭素１４年代を

暦年代に修正するためのデータベース，１９９８年版）と比較するこ

とによって実年代（暦年代）を推定できる。両者に統計誤

差があるため，統計数理的に扱う方がより正確に年代を

表現できる。すなわち，測定値と修正曲線データベース

との一致の度合いを確率で示すことにより，暦年代の推

定値確率分布として表す。暦年較正プログラムは，

OxCalProgramに準じた方法で作成したプログラムを用

いている。統計誤差は２標準偏差に相当する，９５％信頼

限界で計算した。年代は，較正された西暦　cal BCで示

す。（　）内は推定確率である。この方法で解析した暦年

較正は，次のようになる。

ＭＹＡ２　２８８０－２８３０（１９．４％）　２８２０－２６６０（７０．７％）

ＭＹＡ３　２８９０－２８３０（２２．０％）　２８１０－２６６０（７０．３％）

２６４０－２６２０（３．０％）

ＭＹＡ１　２８９０－２８３０（２２．０％）　２８１０－２６６０（７０．３％）

２６４０－２６２０（３．０％）

ＭＹＡ５　２８９０－２８３０（２２．０％）　２８１０－２６６０（７０．３％）

２６４０－２６２０（３．０％）

　ＭＹＡ２は，漆のパレットに用いられた文様の少ない

小型土器の底部破片であって，土器型式による時期的な

位置づけが不明瞭であるが，較正暦年ではＮＭＴＫ１・

３の高木遺跡の大木９式土器の較正暦年におおよそ整合

的である。ＭＹＡ３は，大木８ｂ式土器であるが，馬場

前遺跡・高木遺跡の結果と重ねると，大木９式土器に近

い暦年である。土器としても，馬場前遺跡の大木８ｂ式

土器のＢＢＭ１よりも，口縁部文様などに新しい要素を

もち，大木８ｂ式の中でも新しい段階と捉えられ，暦年

の上からもおおよそ整合的と考えられる。同一の土坑か

ら出土したＭＹＡ１・５は，同じ値を示しており，上記

の結果とも整合的である。

　この分析は，日本学術振興会科学研究費　平成１３年度

基盤研究（Ａ・１）（一般）「縄文時代・弥生時代の高精度年

代体系の構築」（代表　今村峯雄）の一部を用いている。
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