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例 言
１．本書は、東日本高速道路株式会社（旧：日

本道路公団）北海道支社が行う北海道縦貫

自動車道（七飯～長万部）建設工事に伴い、

財団法人北海道埋蔵文化財センターが平成

１６年度に発掘調査を実施した、森町濁川左

岸遺跡の埋蔵文化財発掘調査報告書である。

２．編集は鎌田 望・新家水奈が行った。

３．執筆は鎌田 望・村田 大・新家水奈・影

浦 覚・柳瀬由佳が行った。文末に分責者

名を記した。

４．掲載遺物の写真撮影と写真図版作成は、第

１調査部第１調査課立川トマスが行った。

５．報告書刊行後の出土資料・記録類は森町教

育委員会、写真フィルムは北海道立埋蔵文

化財センターが保管する。

６．調査にあたっては次の諸機関および各位の

ご指導・ご協力を頂いた（順不同、調査当

時市町村名、敬称略）。

北海道教育委員会

北海道考古学研究所：横山英介

森町立濁川小学校

森町教育委員会：

藤田 登、荻野幸男、佐藤 稔、

高杉博章

八雲町教育委員会：

三浦孝一、柴田信一、吉田 力

七飯町教育委員会：山田 央

北斗市教育委員会：

森 靖裕、三上英則、野辺地初雄

函館市教育委員会：

佐藤智雄、阿部千春、福田裕二

苫小牧市埋蔵文化財調査センター：

赤石慎三

記号等の説明
１．遺構表記は以下の記号を使用した。

NH：住居跡 HP：柱穴

HF：炉 NP：土坑

SF：石組炉 NF：焼土

SP：小ピット NS：配石

FC：剥片集中

２．遺構図の方位は真北を示す。平面図中の

「＋」はグリッドライン交点で、傍らの名

称記号は右下のグリッドを示す。断面図・

メインセクション図中のセクションレベル

は標高（単位m）である。遺構規模は、

確認面での長軸長／床・底面での長軸長、

確認面での短軸長／床・底面での短軸長、

確認面からの最大深さ・厚さ（単位m）

の順に記した。一部破壊されているものは

現存長を（ ）で示した。

３．実測図の縮尺は原則として次のとおりであ

る。これ以外の図および例外については図

内にスケールを示した。

遺 構：１／４０ 剥片石器・石斧：１／２

土製品・石製品：１／２

円盤状土製品・三角形土製品：１／３

台石・石皿：１／４

台石・石皿以外の礫石器：１／３

復元土器：１／４ 拓影土器：１／３

５．写真図版の遺物掲載順は、レイアウトの都

合上、図の掲載順とは異なる場合がある。

６．土層の表記は、基本土層をローマ数字、遺

構覆土をアラビア数字で示した。

７．土層の観察には、『新版標準土色帖』（小川

・竹原 ２００４）、『土壌調査ハンドブック

改訂版』（日本ペトロジー学会編 １９９７）

を用いた。

８．火山灰の略号は、『北海道の火山灰』（北海

道火山灰命名委員会 １９８２）による。

９．石器の大きさは、「最大長×最大幅×最大

厚」で記した。破損しているものは現存長

を（ ）で示した。実測図中において、た

たき痕は∨－∨、すり痕は←→で範囲を表

した。



目 次
口 絵
例 言
記号等の説明
目 次
表目次
挿図目次
写真図版目次

� 調査の概要 …………………………………………………………………………………………… １
１ 調査要項 ………………………………………………………………………………………… １
２ 調査体制 ………………………………………………………………………………………… １
３ 調査に至る経緯 ………………………………………………………………………………… ３
４ 遺跡の位置と環境 ……………………………………………………………………………… ３
５ 周辺の遺跡 ……………………………………………………………………………………… ４
６ 調査結果の概要 ………………………………………………………………………………… ７

� 調査の方法 …………………………………………………………………………………………… ９
１ 調査区の設定と座標値 ………………………………………………………………………… ９
２ 発掘調査の方法 ………………………………………………………………………………… ９
３ 整理の方法 ………………………………………………………………………………………１２
（１）一次整理 ………………………………………………………………………………………１２
（２）二次整理 ………………………………………………………………………………………１２
（３）写真および記録図面類 ………………………………………………………………………１２
（４）記録類と遺物の収納・管理 …………………………………………………………………１２
４ 土層の区分 ………………………………………………………………………………………１２
（１）観察項目と記載順序 …………………………………………………………………………１２
（２）基本層序 ………………………………………………………………………………………１３
５ 遺物の分類 ………………………………………………………………………………………１９
（１）土器等 …………………………………………………………………………………………１９
（２）石器等 …………………………………………………………………………………………２０

� 遺構とその遺物 ………………………………………………………………………………………２１
１ 概要 ………………………………………………………………………………………………２１
２ 竪穴住居跡 ………………………………………………………………………………………２１
３ 土坑墓および土坑墓の可能性がある土坑 ……………………………………………………２７
４ その他の土坑 ……………………………………………………………………………………３８
５ 石組炉 ……………………………………………………………………………………………４６
６ 焼 土 ……………………………………………………………………………………………４７
７ 柱 穴・小ピット ………………………………………………………………………………４７
８ 配石遺構 …………………………………………………………………………………………４８
９ 埋設土器 …………………………………………………………………………………………４８
１０ 剥片集中 …………………………………………………………………………………………４８

� 包含層出土の遺物 ……………………………………………………………………………………１４７
１ 土器・土製品 ……………………………………………………………………………………１４７
（１）C地区出土の土器・土製品 …………………………………………………………………１４７
（２）D・E地区出土の土器・土製品 ……………………………………………………………１５３
２ 石器・石製品 ……………………………………………………………………………………１８７

� 自然科学的分析 ………………………………………………………………………………………２２５



� まとめ …………………………………………………………………………………………………２２９

引用・参考文献
写真図版
報告書抄録

表 目 次

表�－１ 周辺の遺跡一覧………………………………６

表�－２ 検出遺構一覧…………………………………７

表�－３ 出土遺物点数一覧……………………………７

表�－１ 基本層序属性一覧……………………………１３

表�－１ 遺構覆土土層注記一覧………………………９１

表�－２ 遺構一覧（１）住居跡 ……………………１２７

表�－３ 遺構一覧（２）土坑 ………………………１２８

表�－４ 遺構一覧（３）石組炉・焼土 ……………１３２

表�－５ 遺構一覧（４）小ピット …………………１３２

表�－６ 遺構一覧（５）埋設土器 …………………１３６

表�－７ 遺構一覧（６）配石 ………………………１３６

表�－８ 遺構一覧（７）剥片集中 …………………１３６

表�－９ 遺構出土遺物総点数一覧 …………………１３６

表�－１０ 遺構出土遺物点数一覧 ……………………１３７

表�－１１ 遺構出土掲載土器一覧 ……………………１４４

表�－１２ 遺構出土掲載石器一覧 ……………………１４６

表	－１ 包含層出土層位別遺物点数 ………………２１０

表	－２ 包含層出土掲載土器

・土製品一覧 ………………………………２１１

表	－３ 包含層出土掲載石器一覧 …………………２２１

表
－１ 測定試料及び処理 …………………………２２８

表
－２ 放射性炭素年代測定及び

暦年代較正の結果 …………………………２２８

表�－１ 検出遺構時期別一覧 ………………………２２９

挿 図 目 次

図�－１ 森町の位置と遺跡の位置……………………２

図�－２ 周辺の遺跡……………………………………５

図�－３ 調査区最終面地形図

・遺構位置図…………………………………８

図�－１ 調査範囲と周辺の地形………………………１０

図�－２ グリッド設定図………………………………１１

図�－３ 基本土層柱状図………………………………１３

図�－４ メインセクション（１）……………………１４

図�－５ メインセクション（２）……………………１５

図�－６ メインセクション（３）……………………１６

図�－７ メインセクション（４）……………………１７

図�－８ メインセクション（５）……………………１８

図�－１ NH－２２（１） ………………………………４９

図�－２ NH－２２（２）、NH－２３（１）……………５０

図�－３ NH－２３（２） ………………………………５１

図�－４ NH－２４（１） ………………………………５２

図�－５ NH－２４（２） ………………………………５３

図�－６ NH－２５………………………………………５４

図�－７ NH－２６………………………………………５５

図�－８ NH－２７（１） ………………………………５６

図�－９ NH－２７（２） ………………………………５７

図�－１０ NH－２７（３） ………………………………５８

図�－１１ NH－２７（４） ………………………………５９

図�－１２ NH－２８、NH－２９（１） …………………６０

図�－１３ NH－２９（２）、NP－９７・９８………………６１

図�－１４ NP－９９～１０１…………………………………６２

図�－１５ NP－１０２～１０５ ………………………………６３

図�－１６ NP－１０６・１０８～１１１…………………………６４

図�－１７ NP－１１２・１１３・１１５…………………………６５

図�－１８ NP－１１４・１１６～１１９…………………………６６

図�－１９ NP－１２０～１２５ ………………………………６７

図�－２０ NP－１２６～１３０・１３３…………………………６８

図�－２１ NP－１３１・１３２・１３４～１３７ …………………６９

図�－２２ NP－１３８～１４２ ………………………………７０

図�－２３ NP－１４３～１４５・１５１…………………………７１

図�－２４ NP－１４６～１５０・１５６・



１５８・１６２・１６３………………………………７２

図�－２５ NP－１５２～１５５・１５７・

１６０・１６１………………………………………７３

図�－２６ NP－１５９・１６４～１６７…………………………７４

図�－２７ NP－１６８～１７３ ………………………………７５

図�－２８ NP－１７４～１８１ ………………………………７６

図�－２９ NP－１８２～１８６ ………………………………７７

図�－３０ NP－１８７～１９１ ………………………………７８

図�－３１ SF－１～５、NF－３９～４６…………………７９

図�－３２ NF－４７～５４・５６・５８・５９、

FC－１ ………………………………………８０

図�－３３ NF－５５・５７・６０・６１、

SP－３１７～３２６ ………………………………８１

図�－３４ SP－３２７～３４４ ………………………………８２

図�－３５ SP－３４５・３４６・３６４～３７７．

SP－３７８～４２５（１） ………………………８３

図�－３６ SP－３４７～３５５．

SP－３７８～４２５（２） ………………………８４

図�－３７ SP－３５６～３６３・４２６～４３５．

SP－４３６～４５０・４７１～４９８・

５１３・５１４・５１７・５１９・５２０（１） …………８５

図�－３８ SP－４３６～４５０（２）．SP－４５４・

４５６・４６９・４７０．SP－４７１～４９８・

５１３・５１４・５１７・５１９・５２０（２） …………８６

図�－３９ SP－４５１～４５３・４５５・

４５７～４６８・５１５・５１６…………………………８７

図�－４０ SP－４９９～５１２・５１８…………………………８８

図�－４１ SP－５２１～５３０ ………………………………８９

図�－４２ NS－１、埋設土器１ ………………………９０

図�－４３ NH－２２・２３出土の遺物 …………………１０９

図�－４４ NH－２３・２４出土の遺物 …………………１１０

図�－４５ NH－２４出土の遺物 ………………………１１１

図�－４６ NH－２５～２７出土の遺物 …………………１１２

図�－４７ NH－２７出土の遺物（１） ………………１１３

図�－４８ NH－２７出土の遺物（２） ………………１１４

図�－４９ NH－２８・２９出土の遺物 …………………１１５

図�－５０ NP－１０４・１０５出土の遺物…………………１１６

図�－５１ NP－１０６・１１２出土の遺物…………………１１７

図�－５２ NP－１１３・１１５出土の遺物…………………１１８

図�－５３ NP－１１５・１１７出土の遺物…………………１１９

図�－５４ NP－１１８・１２５出土の遺物…………………１２０

図�－５５ NP－１２７・１２９・

１３８出土の遺物………………………………１２１

図�－５６ NP－１４４・１５０出土の遺物…………………１２２

図�－５７ NP－１５１～１５３・１５８・

１７０出土の遺物………………………………１２３

図�－５８ NP－１６６・１７１・１７７・

１８６出土の遺物………………………………１２４

図�－５９ NP－１８２・１８９・１９１、SF－４、

SP－５０６出土の遺物 ………………………１２５

図�－６０ NS－１、埋設土器１

出土の遺物 …………………………………１２６

図	－１ 包含層出土の土器（１） …………………１５７

図	－２ 包含層出土の土器（２） …………………１５８

図	－３ 包含層出土の土器（３） …………………１５９

図	－４ 包含層出土の土器（４） …………………１６０

図	－５ 包含層出土の土器（５） …………………１６１

図	－６ 包含層出土の土器（６） …………………１６２

図	－７ 包含層出土の土器（７） …………………１６３

図	－８ 包含層出土の土器（８） …………………１６４

図	－９ 包含層出土の土器（９） …………………１６５

図	－１０ 包含層出土の土器（１０） …………………１６６

図	－１１ 包含層出土の土器（１１） …………………１６７

図	－１２ 包含層出土の土器（１２） …………………１６８

図	－１３ 包含層出土の土器（１３） …………………１６９

図	－１４ 包含層出土の土器（１４） …………………１７０

図	－１５ 包含層出土の土器（１５） …………………１７１

図	－１６ 包含層出土の土器（１６） …………………１７２

図	－１７ 包含層出土の土器（１７）

・土製品 ……………………………………１７３

図	－１８ 包含層出土の土器（１８） …………………１７４

図	－１９ 包含層出土の土器（１９） …………………１７５

図	－２０ 包含層出土の土器（２０） …………………１７６

図	－２１ 包含層出土の土器（２１） …………………１７７

図	－２２ 包含層出土の土器（２２） …………………１７８

図	－２３ 包含層出土の土器（２３） …………………１７９

図	－２４ 包含層出土の土器（２４） …………………１８０

図	－２５ 包含層出土の土器（２５） …………………１８１

図	－２６ 包含層出土の土器（２６） …………………１８２

図	－２７ 包含層出土の土器（２７） …………………１８３

図	－２８ 包含層出土の土器（２８） …………………１８４

図	－２９ 包含層出土の土器（２９） …………………１８５

図	－３０ 包含層出土の土器（３０）

・土製品 ……………………………………１８６

図	－３１ 包含層出土の石器（３１） …………………１９０

図	－３２ 包含層出土の石器（３２） …………………１９１

図	－３３ 包含層出土の石器（３３） …………………１９２

図	－３４ 包含層出土の石器（３４） …………………１９３

図	－３５ 包含層出土の石器（３５） …………………１９４



図	－３６ 包含層出土の石器（３６） …………………１９５

図	－３７ 包含層出土の石器（３７） …………………１９６

図	－３８ 包含層出土の石器（３８） …………………１９７

図	－３９ 包含層出土の石器（３９） …………………１９８

図	－４０ 包含層出土の石器（４０） …………………１９９

図	－４１ 包含層出土の石器（４１） …………………２００

図	－４２ 包含層出土の石器（４２） …………………２０１

図	－４３ 包含層出土の石器（４３） …………………２０２

図	－４４ 包含層出土の石器（４４） …………………２０３

図	－４５ 包含層出土の石器（４５）

・石製品 ……………………………………２０４

図	－４６ 包含層出土の石器（４６）

・石製品 ……………………………………２０５

図	－４７ 包含層出土土器分布（１） ………………２０６

図	－４８ 包含層出土土器分布（２） ………………２０７

図	－４９ 包含層出土石器分布（１） ………………２０８

図	－５０ 包含層出土石器分布（２） ………………２０９

図
－１ 暦年代較正結果（１） ……………………２２６

図
－２ 暦年代較正結果（２） ……………………２２７

写真図版目次
口絵１

１ 遺跡遠景

２ 基本土層 セクション

３ メインセクション Bライン

口絵２

４ NH－２２ 調査状況

５ NH－２２ セクション

口絵３

６ NH－２２ HF－１ セクション

７ NH－２３ HF－１ セクション

８ NH－２３ セクション

９ NH－２４ セクション

口絵４

１０ NH－２４ HF－１ セクション

１１ NH－２４ HF－２ セクション

１２ NH－２５ セクション

１３ NH－２５ HF－１ セクション

１４ NH－２６ セクション

口絵５

１５ NH－２７ セクション

１６ NH－２８ セクション

１７ NH－２８ HF－１ セクション

１８ SF－１ セクション

口絵６

１９ NH－２９ セクション

２０ SF－２ 検出状況

２１ SF－３ セクション

２２ SF－４ セクション

２３ SF－５ セクション

口絵７

２４ NF－４３ セクション

２５ NF－５６ セクション

２６ NF－５７ 検出

２７ NF－５８ セクション

２８ 遺跡完掘状況

写真図版１

１ 調査風景

２ 斜面作業状況

写真図版２

３ NH－２２ 調査状況

４ NH－２２ 遺物出土状況

５ NH－２２ HP－１ セクション

６ NH－２２ 石組炉（HF－１）、立石出土状況

写真図版３

７ NH－２２ HP－１ 遺物出土状況

８ NH－２２ HP－８ セクション

９ NH－２２ 立石 セクション

１０ NH－２２ 完掘状況

１１ NH－２３ 完掘状況

写真図版４

１２ NH－２３ 石組炉（HF－１）、立石

１３ NH－２３ HP－３ セクション

１４ NH－２３ HP－６ セクション

１５ NH－２４ HP－３・４ セクション

１６ NH－２４ HP－５ セクション

１７ NH－２４ 遺物出土状況



写真図版５

１８ NH－２４ 立石 セクション

１９ NH－２５ 立石 セクション

２０ NH－２４ 完掘状況

２１ NH－２５ 完掘状況

写真図版６

２２ NH－２６ 完掘状況

２３ NH－２６ HP－２ セクション

２４ NH－２７ 遺物出土状況

２５ NH－２７ セクション

写真図版７

２６ NH－２７ HP－７・１０・８ セクション

２７ NH－２７ 埋設土器 検出状況

２８ NH－２７ 埋設土器 内面検出状況

２９ NH－２７ 完掘状況

３０ NH－２８ 完掘状況

写真図版８

３１ NH－２８ HP－１ セクション

３２ NH－２９ HP－１ セクション

３３ NH－２９ HP－２ セクション

３４ NH－２９ 検出状況

３５ NH－２９ 遺物出土状況

写真図版９

３６ NH－２９ 完掘状況

３７ NP－９７ セクション

３８ NP－９９ セクション

３９ NP－９９ 完掘状況

４０ NP－１０１ セクション

写真図版１０

４１ NP－１０１ 完掘状況

４２ NP－１０３ 完掘状況

４３ NP－１０５ セクション

４４ NP－１０６ 遺物出土状況

４５ NP－１０８ 遺物出土状況

４６ NP－１１０ 遺物出土状況

４７ NP－１１１ 遺物出土状況

４８ NP－１１２ 遺物出土状況

写真図版１１

４９ NP－１１３ セクション

５０ NP－１１３ 遺物出土状況

５１ NP－１１４ セクション

５２ NP－１１６ 遺物出土状況

５３ NP－１１７ 遺物出土状況

５４ NP－１１８ 遺物出土状況

５５ NP－１２４ セクション

５６ NP－１２５ セクション

写真図版１２

５７ NP－１２５ 遺物出土状況

５８ NP－１２６ 遺物出土状況

５９ NP－１２７ セクション

６０ NP－１２７ 完掘状況

６１ NP－１２８ セクション

６２ NP－１２８ 完掘状況

６３ NP－１２５～１２８ 調査状況

写真図版１３

６４ NP－１２９ 遺物出土状況

６５ NP－１３３ セクション

６６ NP－１３３ 完掘状況

６７ NP－１３４ 遺物出土状況

６８ NP－１３６・１３７ セクション

６９ NP－１３８ 遺物出土状況

７０ NP－１３６ 完掘状況

写真図版１４

７１ NP－１４１ セクション

７２ NP－１４１ 完掘状況

７３ NP－１４２ セクション

７４ NP－１４２ 完掘状況

７５ NP－１４３ セクション

７６ NP－１４３ 完掘状況

写真図版１５

７７ NP－１４４ セクション

７８ NP－１４４ 完掘状況

７９ NP－１４８・１４９・１６０ セクション

８０ NP－１４８ 完掘状況

８１ NP－１４９ 完掘状況

８２ NP－１５１ セクション

８３ NP－１５０ 遺物出土状況

写真図版１６

８４ NP－１５１ 遺物出土状況

８５ NP－１５２ セクション

８６ NP－１５２ 遺物出土状況

８７ NP－１５３ セクション

８８ NP－１５３ 遺物出土状況

８９ NP－１５４ 遺物出土状況

９０ NP－１５５ セクション



写真図版１７

９１ NP－１５６ セクション

９２ NP－１６３ セクション

９３ NP－１６４ 遺物出土状況

９４ NP－１５７ セクション

９５ NP－１６２ セクション

９６ NP－１６６・１６７ 遺物出土状況

９７ NP－１５９ 遺物出土状況

９８ NP－１６８ 遺物出土状況

写真図版１８

９９ NP－１６９ 遺物出土状況

１００ NP－１７０ 遺物出土状況

１０１ NP－１７１ セクション

１０２ NP－１７２ 遺物出土状況

１０３ NP－１７３ 遺物出土状況

１０４ NP－１７６ セクション

写真図版１９

１０５ NP－１８０ 遺物出土状況

１０６ NP－１８２ セクション

１０７ NP－１８６ 遺物出土状況

１０８ NP－１８９ 遺物出土状況

１０９ NP－１９１ セクション

１１０ SP－４２６・４２７ セクション

１１１ NP－１９１ 遺物出土状況

写真図版２０

１１２ SP－４５１ 遺物出土状況

１１３ 埋設土器 検出状況

１１４ 遺物出土状況

１１５ FC－１ 検出状況

１１６ 遺物出土状況

１１７ NS－１ 検出状況

写真図版２１

１１８ E地区 完掘状況

１１９ C地区 完掘状況

写真図版２２

１２０ 遺構出土の土器（１）

写真図版２３

１２１ 遺構出土の土器（２）

写真図版２４

１２２ 遺構出土の土器（３）

写真図版２５

１２３ 遺構出土の土器（４）

写真図版２６

１２４ 遺構出土の土器（５）

写真図版２７

１２５ 遺構出土の土器（６）

写真図版２８

１２６ 遺構出土の石器（１）

写真図版２９

１２７ 遺構出土の石器（２）

写真図版３０

１２８ 遺構出土の石器（３）

写真図版３１

１２９ 遺構出土の石器（４）

写真図版３２

１３０ 包含層 C地区出土の土器（１）

写真図版３３

１３１ 包含層 C地区出土の土器（２）

写真図版３４

１３２ 包含層 C地区出土の土器（３）

写真図版３５

１３３ 包含層 C地区出土の土器（４）

写真図版３６

１３４ 包含層 C地区出土の土器（５）

写真図版３７

１３５ 包含層 C地区出土の土器（６）

写真図版３８

１３６ 包含層 C地区出土の土器（７）

写真図版３９

１３７ 包含層 C地区出土の土器（８）

写真図版４０

１３８ 包含層 C地区出土の土器（９）



写真図版４１

１３９ 包含層 C地区出土の土器（１０）

写真図版４２

１４０ 包含層 C地区出土の土器（１１）

写真図版４３

１４１ 包含層 C地区出土の土器（１２）

写真図版４４

１４２ 包含層 C地区出土の土器（１３）

写真図版４５

１４３ 包含層 C地区出土の土器（１４）

写真図版４６

１４４ 包含層 C地区出土の土器（１５）

写真図版４７

１４５ 包含層 C地区出土の土器（１６）

写真図版４８

１４６ 包含層 C地区出土の土器（１７）

写真図版４９

１４７ 包含層 C地区出土の土器（１８）

写真図版５０

１４８ 包含層 C地区出土の土器（１９）

写真図版５１

１４９ 包含層 C地区出土の土器（２０）

写真図版５２

１５０ 包含層 E地区出土の土器（１）

写真図版５３

１５１ 包含層 E地区出土の土器（２）

写真図版５４

１５２ 包含層 E地区出土の土器（３）

写真図版５５

１５３ 包含層 E地区出土の土器（４）

写真図版５６

１５４ 包含層 E地区出土の土器（５）

写真図版５７

１５５ 包含層 E地区出土の土器（６）

写真図版５８

１５６ 包含層 E地区出土の土器（７）

写真図版５９

１５７ 包含層 E地区出土の土器（８）

写真図版６０

１５８ 包含層 E地区出土の土器（９）

写真図版６１

１５９ 包含層 E地区出土の土器（１０）

写真図版６２

１６０ 包含層 E地区出土の土器（１１）

写真図版６３

１６１ 包含層 E地区出土の土器（１２）

写真図版６４

１６２ 包含層 E地区出土の土器（１３）

写真図版６５

１６３ 包含層 E地区出土の土器（１４）・土製品

写真図版６６

１６４ 包含層出土の石器（１）（図	－３１～３３）

写真図版６７

１６５ 包含層出土の石器（２）（図	－３３～３５）

写真図版６８

１６６ 包含層出土の石器（３）（図	－３５～３９）

写真図版６９

１６７ 包含層出土の石器（４）（図	－３９～４２）

写真図版７０

１６８ 包含層出土の石器（５）（図	－４２～４４）

写真図版７１

１６９ 包含層出土の石器（６）・石製品

（図	－４５・４６）



� 調査の概要

１ 調査要項
事 業 名：北海道縦貫自動車道（七飯～長万部間）埋蔵文化財発掘調査

委 託 者：東日本高速道路株式会社（旧：日本道路公団）北海道支社

受 託 者：財団法人北海道埋蔵文化財センター

遺 跡 名：濁川左岸遺跡（にごりかわさがんいせき）

（北海道教育委員会登載番号 B－１５－２２）

所 在 地：茅部郡森町字石倉町４０１番地ほか

発掘期間：平成１６年７月１日～１０月２７日

調査面積：３，６６０�
整理作業期間：平成１６年１１月１日～平成１７年３月３１日

平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日

２ 調査体制
（平成１６年度）

理事長 森重楯一 専務理事 宮崎 勝 常務理事 佐藤俊和 総務部長 佐藤英一

第２調査部長 西田 茂 第４調査課 課長 工藤研治（発掘担当者）

主査 鎌田 望（発掘担当者）

主査 村田 大（発掘担当者）

主任 新家水奈（発掘担当者）

主任 影浦 覚

主任 柳瀬由佳

（平成１８年度）（整理作業）

理事長 森重楯一 常務理事 佐藤俊和 総務部長 松本昭一

第１調査部長 千葉英一 第４調査課 課長 鈴木 信

主査 鎌田 望

主任 新家水奈

主任 柳瀬由佳

３ 調査にいたる経緯
北海道縦貫自動車道路は、函館市を基点として苫小牧・札幌・旭川の各市を経由して名寄市に至る

総延長４８８�の自動車専用道路である。このうち、八雲町八雲 IC～和寒町和寒 IC間３５９�は既に供用
されている。七飯～長万部間の路線については、平成５年１１月から建設工事が進められている。

平成２年４月、日本道路公団札幌建設局（現：東日本高速道路株式会社北海道支社）から北海道教

育委員会（以下、道教委）に埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについての事前協議書が提出された。道教

委は平成２年４月と平成７年１１月に所在確認調査を行い、平成５年からはこの路線の北側の長万部町

から試掘調査を開始した。七飯～長万部間の発掘調査の一部については、財団法人北海道埋蔵文化財

１



センターが委託を受け、平成１０年度から行っている。平成１１年度には長万部町内の調査を終了した。

八雲町内の遺跡の調査は平成１３年度に終了した。平成１３年度からは森町内の遺跡の調査を行っている。

濁川左岸遺跡は平成１３年に１，３００�、平成１４年に３，６３０�の調査を行っている。これらについては既
に報告済である（道埋文 ２００３d、２００４d）。今回報告する C・D・E地区は平成１６年に３，６６０�を調査
した。

図�－１ 森町の位置と遺跡の位置

２



４ 遺跡の位置と環境
森町は平成１７年４月１日に旧森町と旧砂原町が合併し、町名を「森町」とする新自治体となった。

北海道西南部、内浦湾に面した渡島半島中ほどに位置し、行政区画上は渡島支庁管内茅部郡に属する。

遺跡は森町市街地より北西約７～１２kmの字石倉町にある。字石倉町は北東が海、南西には山が迫る

地勢で、茂無部川（もなしべがわ）、本内川（ぽんないがわ）、三次郎川（さんじろうがわ）（山野川）、

石倉川（いしくらがわ）、石川の沢川（いしかわのさわがわ）、濁川（にごりかわ）など噴火湾に注ぐ

河川がある。これらに面した河岸段丘上や海岸段丘上の平坦面には縄文時代前期後半～晩期、続縄文

時代の遺跡が分布する。

森町は道内でも最も温暖な地域のひとつである。森地域気象測候所１９８２～２００６年の気象統計年平均

値では、降水量１０５２�、平均気温８．４℃、最高気温３０．３℃、最低気温－１６．７℃、日照時間１６０６．７時間、
真冬日（最高気温＜０℃）４２日、冬日（最低気温＜０℃）１２６日、真夏日（３０℃＜最高気温）２日、

夏日（２５℃＜最高気温）２４日となっている。２００２～２００６年の最深積雪の平均は５５．４�である。石倉付
近は森市街地より気候は冷涼である。太平洋岸の海岸地方としては霧が少ないが、５～７月には海霧

に覆われることが多い。濁川左岸遺跡は森市街地から北西に約９�、海岸線から約７００m内陸の濁川
の河岸段丘上に立地する。無名沢を挟んで約２００m北西には石倉１遺跡が所在する。遺跡周辺には落

葉広葉樹のクリ、クルミ、トチノキ、カツラ、ホオノキ、ナラ、エゾイタヤカエデ、エゾヤマザクラ、

常緑針葉樹のイチイ、トドマツなどが繁茂し、スギ、カラマツが植林されている。

江戸時代初期の茅部郡沿岸は、津軽・南部地方や上磯・箱館方面の漁師の入植地であった。この地

方に和人が入るようになったのは、天文元（１５３２）年に津軽の蟹田村から権四郎が春鰊漁のため漁夫

を率いて砂原にやってきたのがはじまりとされている。近世初期には「箱館六ヶ場所」の一つ「茅部

場所」となった。（森町編 １９８０）。『津軽一統志 巻第十之下』には、「もり」「とち崎」「かやへ」と、

森町域の地名が登場する。「かやへ」には「から家四、五軒」と記録されている（北海道 １９６９）。寛

延元（１７４８）年には以前より本茅部に来てニシン刺し網をやっていた亀谷文治が石倉に移住した（森

町編 １９８０）。

遺跡名にもある濁川は、アイヌ語で「ユウンペツ」という。これは「ユ」（温泉）・「ウン」（…の

ある所）・「ペツ」（川）、すなわち「温泉のある川」の意である。これを、河水に温泉が流入して

濁ったので、「濁川」と意訳改称したものである。また、遺跡の所在する石倉の元の地名は「シュウ

ンナイ」という。アイヌ語の「ショ」（滝・裸岩）「ウン」（…のある所）「ナイ」（川・沢）、「滝のあ

る沢」の意である。現在の本石倉（ほんいしくら）にそそぐ小川から得た名という。「シュウンナ

イ」がどのような経緯で「石倉」となったのかは不明であるが、天明４（１７８４）年の『北藩紀略』に

は「イシクラ」、寛政３（１７９１）年の菅江真澄の「えぞのてぶり」には「石倉」という地名が登場し

ている（竹内編 １９８７）。安政３（１８５６）年の記述である『竹四郎廻浦日記 巻の三十』には「石ク

ラ」として「…此処も文化頃人家七軒有し由なるが当時四軒、人別三十二人有。…」との記述があり

（松浦著・高倉編 １９７８）、『渡島日誌 巻の四』には同様の記述に苛斂誅求により人口が減ったとの

解説が加えられている（松浦著・秋葉解読 １９８８）。

５ 周辺の遺跡
森町の旧森町の範囲では平成１８年１２月現在、４３か所の遺跡が登載されている。これらの多くは茂無

部川から森町市街地にかけての海岸段丘上と、噴火湾に注ぐ河川流域に集中している。高速道路の建

設に先立って調査された茂無部川から濁川までの地域に所在する遺跡のうち、本書で報告するものを

除く８か所についての概要を北から順に述べる。遺跡名の後ろに括弧で図�－２および表�－１の掲
載番号を示した。

� 調査の概要
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本内川右岸遺跡（ぽんないがわうがんいせき）（７）

平成１４年に調査した縄文時代中期～後期の遺跡である。遺構は中期の土壙を３基検出した。遺物は

縄文時代中期の円筒土器上層 b式、ノダップ�式、後期前葉の天祐寺式土器など８９２点出土した（財
団法人北海道埋蔵文化財センター、以下道埋文と省略する ２００３b）。

三次郎川左岸遺跡（さんじろうがわさがんいせき）（３８）

平成１５・１６年に調査した縄文時代前期後半・後期前葉の遺跡である。前期後半の土坑１基、後期前

葉の焼土を１か所検出した。遺物は２，０２８点出土した。後期前葉の天祐寺式、涌元式式、トリサキ式

土器が大部分を占め、ほかに前期後半の円筒土器下層式、続縄文時代の恵山式、後北式土器がある

（道埋文 ２００５h）。

三次郎川右岸遺跡（さんじろうがわうがんいせき）（３７）

平成１５・１６年に調査した縄文時代中期前半～後期前葉の集落・墓域である。遺構は住居跡１９軒、配

石遺構２か所、土坑８３基、焼土１６か所、小柱穴１３基、集石６か所、フレイクチップ集中を１か所検出

した。遺物は９３，３９２点出土した。土器では後期前葉のトリサキ式、大津式、後期中葉のウサクマイ C

式土器が大部分を占め、ほかに前期後半の円筒土器下層式、中期中葉の円筒土器上層式、サイベ沢�
式、見晴町式、中期後半の榎林式、大安在 B式、続縄文時代の恵山式、後北式や擦文土器などがあ

る（道埋文 ２００６b）。

石倉５遺跡（いしくらごいせき）（３６）

平成１５・１６年に調査した縄文時代前期後半・後期前葉の遺跡である。三次郎川右岸の山地から海岸

に迫る標高６０mほどの高位段丘上に立地する。下の段丘には三次郎川右岸遺跡がある。前期後半の

土坑１基と後期前葉の土坑を１基検出した。遺物は前期後半の円筒土器下層 d式、後期前葉のトリ

サキ式、続縄文時代の恵山式土器など７４３点出土した（道埋文 ２００４c・２００５h）。

石倉４遺跡（いしくらよんいせき）（３４）

平成１６年に調査した縄文時代中期後半の遺跡である。石倉５遺跡の南東側に隣接する。遺構は	層
で擦文時代以降の焼土を１か所検出した。遺物は縄文時代前期後半の円筒土器下層 d式、中期前半

の円筒土器上層式、中期後半の大安在 B式など１，８３０点出土した（道埋文 ２００５h）。

石倉３遺跡（いしくらさんいせき）（３３）

平成１５年に調査した縄文時代後期前葉の遺跡である。東南に駒ヶ岳を望む最も標高の高い部分で後

期前葉の配石を伴う土坑を１基検出した。配石は安山岩が主体で、重さ１０～３０
の大礫と径０．５～５
�程の細～小礫の３つのまとまりからなる。礫の下には直径１mほどの土壙を検出した。緩斜面西
側では Tピットを１基検出した。遺物は後期前葉の天祐寺式、涌元式、トリサキ式土器など２０，２２１

点出土した。調査範囲のほぼ全面に径５～１０�程の中礫が分布していた（道埋文 ２００４c）。

石倉２遺跡（いしくらにいせき）（３２）

平成１５年に調査した縄文時代中期後半の集落跡。急峻な尾根上に住居跡１１軒、土壙９基、Tピッ

ト１０基、焼土２か所、土器集中４か所、フレイク集中２か所、礫集中を１か所検出した。遺物は縄文

時代中期後半の榎林式、晩期後葉の聖山�式土器など１６，５４８点出土した（道埋文 ２００３f）。

石倉１遺跡（いしくらいちいせき）（２９）

平成１４・１５・１６年に調査した、縄文時代中期後半～後期前葉の集落・墓域である。住居跡４軒、土

坑１９基、集石を３か所検出した。遺物は６４，７５３点出土した。土器では縄文時代後期前葉の天祐寺式、

涌元式、トリサキ式、大津７群、白坂３式などが大部分を占め、ほかに中期前半の円筒土器上層式、

中期後半の榎林式や続縄文時代の恵山式、後北式などがある。早期の貝殻文土器、前期の円筒土器下

層式、後期中葉のウサクマイ C式や晩期の土器はわずかに出土している。（道埋文 ２００７b）。
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表�－１ 周辺の遺跡一覧

登載

番号
遺 跡 名 称 所 在 地 立 地 標高（m） 備 考

１ 姫川１ 駒ヶ岳１３２－１～４ 河岸段丘 １６７ 旧姫川A遺跡，森町１９８０

２ 姫川２ 駒ヶ岳１７－６・２１６・２１７ 河岸段丘 １１２ 旧姫川 B遺跡，森町１９８０

３ 白 川 白川４９－１４ 河岸段丘 ４８～５０ 貝塚あり，森町１９８０

４ 森川貝塚 森川町７６～７９ほか 海岸段丘 １３～１５ 旧森川 B遺跡統合，森町１９８０

５ 森川１ 森川町６９－２ほか 海岸段丘 １５～１８ 旧森川A・C・D遺跡統合，森町１９８０，町教委１９８２

６ 森川２ 霞台３４－１、３５－２ 台 地 ８０～１００ 町教委２００４b

７ 本内川右岸 石倉町６１０－７・８ 台 地 ４０～６０ 道埋文２００３a（１８２）

８ 茂無部川右岸 石倉町６１０－２・５ 台 地 ４０～６０

９ 尾白内貝塚 尾白内９２６、９２９－１ほか 海岸段丘 １０～１４ 森町１９８０，町教委１９８１・１９９３

１０ 鳥 崎 鳥崎町３１－１、富士見町１３ほか 海岸段丘 １５～３０ 町教委１９７５，森町１９８０

１１ 蛯 谷 蛯谷町１４６－１ほか 河岸段丘 ３０～３２ 森町１９８０

１２ 赤井川１ 赤井川２２９ 丘 陵 １７５～１９５

１３ 赤井川２ 赤井川２２９ 丘 陵 ２３０～２３５

１４ 赤井川３ 赤井川２２９ 丘 陵 ２１０

１５ オニウシ 上台町３２６－１８ 海岸段丘 ２５～３５ 町教委１９７７，森町１９８０

１６ 御幸町 御幸町１３２－２、清澄町３－１ほか 海岸段丘 ８～２０ 町教委１９８５・１９９４

１７ 清 澄 清澄町２７－１、２９－２、３２６－１６、３２６－１８ 海岸段丘 ３３～３９ 森町１９８０

１８ 鷲ノ木１ 鷲ノ木１４５－１ほか 海岸段丘 １５～２０

１９ 鷲ノ木２ 鷲ノ木４５５ほか 海岸段丘 ４０ 榎本武揚１８６９築

２０ 鷲ノ木３ 鷲ノ木４９９－２・３、５００、５０１ 河岸段丘 ４０～４５

２１ 鷲ノ木４ 鷲ノ木５０６～５１０ 河岸台地 ４５～７０
２００４鷲ノ木６遺跡（上位テラス）を統合，

町教委２００４c

２２ 濁川左岸 石倉町４０１、４４６－１、４４８ 河岸段丘 ４０～５０ 道埋文２００３d（１９０）・２００４d（２０８）・２００７a（２４６）

２３ 本茅部１ 本茅部町２０５、２７２～２７４、２９４ 海岸段丘 ８０～８５ 道埋文２００３e（１９１）・２００４b（１９９）

２４ 栗ヶ丘１ 栗ヶ丘３８～４４ 河岸段丘 ３５～４５ 町教委２００４a

２５ 倉知川右岸 栗ヶ丘７、１１－１・２ 丘 陵 ７５～８０ 道埋文２００４a（１９６）

２６ 森川３ 森川町３１７－１・７ 丘 陵 １００ 道埋文２００５i（２２２）・２００６c（２３４）

２７ 上台１ 上台町３３－１、４２－１、３６４ 丘 陵 ９０ 道埋文２００５f（２１７）

２８ 鷲ノ木５ 鷲ノ木５０３－１、４９５－４・５ 河岸段丘 ７０ ２００３・２００４町教委調査，環状列石

２９ 石倉１ 石倉町３９５～３９７、４０３、４０４、４３９ 丘 陵 ３０～４０ 道埋文２００７b（２４７）

３０ 森川４ 森川町３１７－１８ 河岸段丘 ９０ 道埋文２００５g（２１８）

３１ 上台２ 上台町３２６－５
河岸段丘

～緩斜面
９０～１００ 道埋文２００５e（２１６）

３２ 石倉２
石倉町１４６、６２３－１・３・４、６２４－１、

３０６ほか
河岸段丘 ６０～７５ 道埋文２００３f（１９７）

３３ 石倉３ 石倉町４８２、４８３、４９０ 河岸段丘 ６５～７５ 道埋文２００４c（２０５）

３４ 石倉４ 石倉町５１１、５２０、５２１ 河岸段丘 ６０ 道埋文２００５h（２１９）

３５ 森川５ 森川町３１７－７・８、３１８－１ 丘 陵 １１０ ２００４森川３遺跡から分離，２００４・２００５町教委調査

３６ 石倉５ 石倉町５１２、５１３、５１９ 河岸段丘 ５５～６０ 道埋文２００４c（２０５）・２００５h（２１９）

３７ 三次郎川右岸 石倉町５１３、５１６ 河岸段丘 ４０～４７ 道埋文２００６b（２３３）

３８ 三次郎川左岸 石倉町６１０－２４ 河岸段丘 ３５～５０ 道埋文２００５h（２１９）

３９ 鷲ノ木７ 鷲ノ木町３９７－１ほか 尾 根 ６０ 町教委２００６

４０ 鷲ノ木川右岸 鷲ノ木町３９６ 台 地 ６０

４１ 蛯谷２ 蛯谷町２８１ 台 地 ８０

４２ 駒ヶ岳１ 駒ヶ岳２２８－１０ 河岸段丘 １８５ ２００４町教委調査

４３ 駒ヶ岳２ 駒ヶ岳４７０－５ 河岸段丘 １７７

＊遺跡名称の欄では「遺跡」の文字、所在地の欄では「字」の文字を省略した。
＊備考欄の四桁の数字は西暦である。森町教育委員会は「町教委」、財団法人北海道埋蔵文化財センターは「道埋文」と略した。括弧内の数字
は財団法人北海道埋蔵文化財センター調査報告書のシリーズ番号である。
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６ 調査結果の概要
濁川左岸遺跡は縄文時代後期前葉を主体とする集落・墓域である。森市街地から北西に約９�、濁
川カルデラから流れ出る濁川の河岸段丘上に立地する。海岸線から約７００m内陸に位置し、調査範囲

の南東側に濁川、北西側には無名の沢が流れている。約２００m北西方向には、無名沢を挟んで石倉１

遺跡がある。濁川左岸遺跡は平成１３年に１，３００�、平成１４年に３，６３０�の調査を行っている。これらに
ついては既に報告済である（道埋文 ２００３d、２００４d）。

今回報告する C・D・E地区は平成１６年に３，６６０�を調査した。濁川に面する段丘を C地区、中央
付近の沢地形を D地区、無名沢に面する段丘を E地区と呼称した。C地区は標高４２～４５m、E地区

は標高３６～４１mである。D地区は過年度の調査結果から遺構確認調査区とした。

遺 構

検出遺構は住居跡８軒、土坑９４基、石組炉５か所、焼土２３か所、小ピット２１２基、配石１か所、剥

片集中１か所、埋設土器１か所である。住居跡は縄文時代前期と推定するもの１軒、中期前半２軒、

後期前葉５軒である。土坑は後期前葉のもの４５基（墓２基、墓の可能性のあるもの１１基）、後期前葉

と推定するもの５基（土壙墓１基、土壙墓の可能性のあるもの１基）、前期後半あるいは後期後葉と

思われるものは５基、中期前半もしくは後期前葉１５基（土壙墓１基、土壙墓の可能性のあるもの８

基）、中期前半と推定するもの２０基、前期～中期と推定するもの１基、前期後半１基、時期不明２基

である。配石は後期前葉の墓の可能性のある土坑に伴う。埋設土器は中期前半のものである。今回報

告する C～E地区で検出した遺構については表�－２で平成１３・１４年調査のA地区・B地区と合わ
せて掲載した。

遺 物

遺物は縄文時代前期後半の円筒土器下層式、中期中葉のサイベ沢�式、後期前葉の天祐寺式、涌元
式、トリサキ式、大津式、白坂３式、続縄文時代の後北式土器をはじめ石鏃、石錐、石槍、つまみ付

きナイフ、スクレイパー、両面調整石器、ヘラ状石器、Rフレイク、Uフレイク、石核、フレイク、

石斧、たたき石、扁平打製石器、北海道式石冠、すり石、石鋸、砥石、石錘、石皿、台石、原石、有

孔自然礫、被熱礫、礫、石製品、土製品などあわせて１１３，８８７点出土した。 （鎌田）

表�－２ 検出遺構一覧

遺構種別
平成１３・１４年調査 平成１６年調査

計
A地区 B地区 C地区 E地区

住居跡 ９ ８ ５ ３ ２５
土 坑 ６３ ３０ ７７ １７ １８７
石組炉 ８ ０ ２ ３ １３
焼 土 ３０ ０ ２０ ３ ５３
小ピット ３０５ ０ １９２ ２０ ５１７
配石遺構 ０ ０ １ ０ １
剥片集中 ０ ０ １ ０ １

表�－３ 出土遺物点数一覧
総 計

土器 石器 土製品 石製品 計

遺 構 ３，５５５ １，４３１ ２ ４，９８８

包含層 ９８，８２９ １０，００８ ４６ １６ １０８，８９９

計 １０２，３８４ １１，４３９ ４８ １６ １１３，８８７

土器内訳

�b �a �b  a �b � 計

遺 構 １５６ ９７４ ２，４２４ １ ３，５５５

包含層 ４，３３５ ５，２６３ ４ １０８８８，８７３ ２２２ ２４ ９８，８２９

計 ４，４９１ ６，２３７ ４ １０８９１，２９７ ２２３ ２４ １０２，３８４

� 調査の概要
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� 調査の方法

１ 調査区の設定と座標値
今回の調査区は平成１３・１４年に行ったA・B地区の調査の際に設定したものを踏襲した。この設

定には、日本道路公団（現：東日本高速道路株式会社）北海道支社の「北海道縦断自動車道本茅部工

事平面図（２）１０００分の１図」を使用している。工事予定上り線の中央線上の中心杭である STA４４４

と STA４４５を通る線を基軸のMラインとし、STA４４４を基準に４m方眼を設定した（図�－２）。M
ラインと平行に南西へ向かって L、K、J…とした。さらに STA４４４を通りそれに直交する線を１０ラ

インとし、北西へ向かって１１、１２、１３…とした。この方眼は南端交点をアルファベットとアラビア数

字の組み合わせで呼称する（例：H１７、I１７）。アルファベットと数字の間にハイフンは入れず遺構名

と区別した。この方眼の平面直角座標は第 XI系で基準杭の座標値は以下とおりである。

日本測地系 STA４４４（調査区杭番号M１０） X＝－２０６０６４．５９８３ Y＝１９５１１．８８４３

STA４４５ X＝－２０５９９９．８９０６ Y＝１９４３５．６５８８

世界測地系 STA４４４（調査区杭番号M１０） X＝－２０５８０８．１９００ Y＝１９２１８．７３２６

STA４４５ X＝－２０５７４３．４８３５ Y＝１９１４２．５０８８

水準測量は北海道茅部郡森町字石倉町３４番地先に所在する、１等水準点第５９７１号（H＝９．３１１５m）

を用いて、各測量に使用した。

なお、この原図は函館側を起点にしており、森町から八雲町、長万部町に至る、噴火湾に沿って走

る道路の形状に準じて作図されている。その結果、図の上方は常に山側となっている。このため、工

事用図面に準じて作成した大縮尺の図面は、必ずしも北方向が上を向いているとは限らない。図中の

北方向については、そのつど方位記号を用いて示した。 （新家）

２ 発掘調査の方法
濁川に面する段丘を C地区、中央付近の沢地形を D地区、無名沢に面する段丘を E地区と呼称し

た。標高は C地区４２～４５m、E地区３６～４１mである。D地区は過年度の調査結果から遺構確認調査

区とした。

表土除去作業では、表土である�層と駒ヶ岳起源降下火山灰（Ko―d）層である�層を重機により
除去した。測量杭を打設後、�層上面において測量を行ない、調査開始前の地形図を作成した。遺物
包含層は�～�層である。調査範囲全体にわたり適当な間隔を空けて２５％調査を行い、遺物分布の濃
い部分から包含層調査を行った。調査区ごとに遺物の多寡、土層の変化を見極めながら必要に応じて

移植ゴテや竹箆、片手鎌などを用いた人力による手掘り作業によって掘り下げた。落ち込みが確認さ

れた遺構については、その平面形長軸と短軸に土層観察用のベルトを残して掘り下げ、適宜実測図と

写真により記録した。想定される床面等の検出は、土層観察用のベルトに接してサブトレンチを掘る

などして行った。包含層の遺物は、位置や層位を記録し小発掘区ごとに取り上げた。遺構の遺物は実

測図により位置・層位・標高を記録して取り上げた。出土状況に応じて、写真や出土状況図など詳細

な記録化に努めた。微細遺物の密集部分では、水洗いによって取り上げた。遺構調査の終了後、駒ヶ

岳起源降下火山灰（Ko―g）層を除去して�層上面の精査を行い、遺構・遺物がないことを確認して
調査終了とした。この面において測量を行い、調査最終面の地形図を作成した。 （鎌田）
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３ 整理の方法
（１）一次整理

出土した遺物の一次整理は土器を柳瀬由佳が、石器（石材鑑定を含む）を村田大が担当した。遺物

は水洗・乾燥後、遺跡名の略称 NS、グリッド名（あるいは遺構名）、出土層位、遺物番号の順に注

記を施した。その後遺物分類カードを作成し、日付、出土層位、点数、分類名、計測値、石器は石材

等を記入し、それぞれの遺物に添付してビニール袋にて収納した。このカードに基づいた基礎台帳作

成を現場で行った。

（２）二次整理

一次整理終了後の遺物は、平成１６年度に江別市のセンターで二次整理を開始した。掲載遺物の抽出

・実測の指示等は、土器を鎌田望・柳瀬由佳が、石器を村田大・新家水奈が担当した。

（３）写真および記録図面類

現場写真は C、D、E地区それぞれの遺構調査者と地区担当者が撮影し、撮影後の整理は柳瀬由佳

が行った。報告書作成にあたり、現場写真ページのレイアウトは新家水奈が、焼き付けとフィルムの

最終整理および管理、室内での遺物撮影と焼き付けは立川トマスが担当した。

現地でそれぞれの担当者が作成した原図は、江別市内の整理作業所において素図を作成、平成１６年

度に鎌田・新家がとりまとめ、トレース図を作成した。

（４）記録類と遺物の収納・管理

報告書刊行後、出土遺物と、現場および整理作業で作成した各種記録図面は、収納台帳とともに森

町教育委員会にて保存・活用される。写真フィルムは北海道立埋蔵文化財センターが保管する。

収納遺物はまず報告書掲載のものと未掲載のものとに分けた。掲載した遺物はおおむね掲載順に収

納した。未掲載遺物は、遺構出土のものと包含層出土のものに分け、遺構出土のものは遺構ごとにコ

ンテナに収納した。包含層出土のものは器種分類ごとに分け、さらにグリッドのアルファベット順に

コンテナに収納した。掲載・未掲載を通して、これらのコンテナに番号をつけ、収納台帳を作成した。

４ 土層の区分
（１）観察項目と記載順序

土層の混在状態の表記は、基本土層記号などを用いて次の様に表した。

A＋B : Aと Bがほぼ同量混じる A＞B : Aに Bが少量混じる

基本層序、遺構の土層の観察には『新版標準土色帖』（小山・竹原２００４）および『土壌調査ハンド

ブック 改訂版』（日本ペドロジー学会編１９９７）を用いた。主な観察項目と記載順序は以下のとおり

である。

１．土性区分 砂土（S）、砂壌土（SL）、壌土（L）、シルト質壌土（SIL）、埴壌土（CL）、埴土

（C）に分けられる。

２．色調 色相、明度、彩度を記号および数値で表す方法を採用した。

３．粘着性 なし、弱、中、強に分けられる。

４．堅密度 すこぶるしょう、しょう、軟、堅、すこぶる堅、固結に分けられる。

５．下位の層との層界の明瞭性 明瞭、判然、漸変、散漫に分けられる。

６．層界の起伏 平坦、波状、不規則、不連続に分けられる。

７．礫の混入状況 混入面積の割合（％）、石礫の大きさ（細礫０．２～１�、小礫１～５�、中礫５
～１０�、大礫１０～２０�、巨礫２０～３０�、巨岩３０�以上）、石礫の形状（角礫、亜角礫、亜円礫、
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円礫）、石礫の風化の度合い（未風化、半風化、風化、腐朽）、石礫の種類（軽石、堆積岩等）

を記入。

（２）基本層序（表�－１、図�－３、口絵１－２）
�層 ： 表土・耕作土。

�層 ： 駒ヶ岳起源降下火山灰（Ko―d）層。噴出年代

は１６４０年。平均層厚は８０�。
�層 ： 黒褐色土層。�層（Ko―d）直下の腐植土層。

擦文～中・近世の遺物包含層。層厚０～１０�。
白頭山苫小牧火山灰（B―Tm）層 ： にぶい黄褐色の層

で、９２４～９３３年、９４４～９４７年に降下した白頭山

苫小牧起源の火山灰層。層厚０～５�。
�層 ： 黒色土層。縄文時代～擦文時代の遺物包含層。

層厚１０～４０�。
�層 ： 黒褐色土層。漸移層。駒ヶ岳起源降下軽石層

（Ko―g）由来の褐～黄褐色土を含む。層厚０

～２０�。
駒ヶ岳火山灰層（Ko―g） ： 褐～黄褐色土層。約６０００

年前に噴出したと思われる駒ヶ岳起源降下火山

灰層。層厚約０～２０�。
�層 ： にぶい黄褐色土。縄文時代早期以前の遺物包含

層。約１２，０００年前の濁川カルデラ（Ng）起源

の火砕流堆積層。上部は風化再堆積（ローム）

層で、グライ化している。 （新家）

表�－１ 基本層序属性一覧

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の

明瞭性

層界の

起伏
礫 の 混 入 そ の 他

� 表 土 ・ 耕 作 土

� 砂土 にぶい黄褐 １０YR５／３ 無 しょう 明瞭 平坦
１００％細礫 亜角礫

未風化 軽石

駒ヶ岳起源降下火山灰（Ko―d）

層

� 砂壌土 黒褐色 １０YR２／２ 弱 堅 判然 平坦 なし
�層（Ko―d）直下の腐植土層

B－Tm層が若干混入

B―Tm 埴壌土 にぶい黄褐
１０YR４／３

～５／３
中 堅 明瞭 不連続 なし

白頭山苫小牧起源降下火山灰（B

―Tm）層

� 埴壌土 黒 １０YR１．７／１ 強 堅 判然 平坦 なし 遺物包含層

�１ 埴壌土 黒 １０YR２／１ 強 堅 判然 平坦 なし 沢部分

�２ 埴壌土 黒 １０YR１．７／１ 強 堅 判然 平坦 なし 沢部分

� 埴壌土 黒褐色 １０YR２／２ 中 堅 漸変 不連続 なし �層とKo―g層の漸移層

Ko―g 砂土 褐～黄褐色 １０YR４．５／６ なし 堅 判然 不連続
１００％細礫 亜円礫

半風化 軽石
駒ヶ岳起源降下軽石（Ko―g）層

� 砂壌土 褐色 １０YR４／４ 弱 堅 判然 平坦
４０％細礫 亜円礫

半風化 軽石
濁川カルデラ起源火砕流堆積層

図�－３ 基本土層柱状図
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５ 遺物の分類
（１）土 器

分類にあたっては、これまでの噴火湾沿岸、渡島半島での調査結果を基にした分類を踏襲した。

便宜上、縄文時代早期の資料を�群とし、以下順次前期、中期、後期、晩期を�群、�群、�群、
�群とした。続縄文時代のものは�群、擦文時代のものは	群とした。この各群にアルファベットの
小文字を組み合わせて時期差を示した。前半を a類、後半を b類、あるいは前葉を a類、中葉を b

類、後葉を c類とした。

本遺跡では�群 a類が最も多く、次いで�群 a類と�群 b類が出土している。これのほか、�群
b類が若干出土している。�群 b類は僅かである。


群 縄文時代早期に属するもの

a類：貝殻文、条痕文のある土器群。

b類：縄文、撚糸文、絡条体圧痕文、組紐圧痕文、貼付文などのある土器群。

�群 縄文時代前期に属するもの

a類：縄文の施された丸底、尖底の土器群。

b類：円筒土器下層式に相当するもの。

�群 縄文時代中期に属するもの

a類：円筒土器上層式に相当するもの、その系譜を引くもの（サイベ沢	式、見晴町式）。
b類：榎林式、大安在 B式、ノダップ�式、煉瓦台式に相当するもの。

�群 縄文時代後期に属するもの

a類：天祐寺式、涌元式、トリサキ式、大津式、白坂３式、十腰内�式に相当するもの。
b類：ウサクマイ C式、手稲式、澗式に相当するもの。
c類：堂林式、三ツ谷式、湯の里３式に相当するもの。

�群 縄文時代晩期に属するもの

a類：大洞 B式、上ノ国式に相当するもの。

b類：大洞 C１式、大洞 C２式に相当するもの。

c類：大洞A式、大洞A´式に相当するもの。

�群 続縄文時代に属するもの

a類：恵山式に相当するもの。

b類：後北式に相当するもの。

�群 擦文時代に属するもの

（鎌田）

� 調査の方法
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（２）石器等

分類後の石器は、遺構出土のものは遺構ごと、包含層出土のものは分類器種ごとに整理台帳を作成

し、点数を集計した。分類・石材鑑定は一次整理時のものをそのまま踏襲した。

報告書掲載遺物は、遺構出土、包含層出土を問わず、残存状態が良好であるもの、その器種の特徴

を反映しているものを抽出しており、器種ごとの掲載点数はかならずしも出土点数と比例してはいな

い。

掲載石器の計測は「長さ」、「幅」、「厚さ」（それぞれ最大長）、「重さ」の項目について行い、計測

値を表に示した。前者３項目は、実測図上で互いに直交する軸の数値を計測した。欠損部分があるも

のは、残存長の数値を（丸括弧）でくくった。「重さ」の数値は、剥片石器と１００g未満の礫について

は小数点第２位まで計測、石斧と１００g以上の礫・礫石器は１０～１００gを最小単位とする数値で示した。

石器の分類にあたっては、下記に示した器種別にとどめ、細分は行っていない。分類に使用してい

る名称および掲載順は以下のとおりである。

剥片石器等

石槍、石鏃、石錐、つまみ付きナイフ（原則として基部は片面加工であり、「ナイフ」という呼称

と矛盾するが慣習的にこの名称を用した）、スクレイパー（原則として片面加工、刃部が周縁の３分

の１以上）、Uフレイク（使用痕のある剥片）、Rフレイク（加工痕のある剥片）、ピエス・エスキー

ユ、石核、フレイク（剥片・細片）。

石斧・石斧片

礫・礫石器等

たたき石、扁平打製石器（機能部分が断面 V字形の刃部状のものの他、平坦なすり面をもつもの

も含めた）、北海道式石冠、石鋸、すり石（扁平打製石器、北海道式石冠、石鋸以外の形状の「す

る」機能を持つ礫石器）、砥石、石錘、石皿、台石、原石、礫

（新家）

土製品

円盤状土製品や三角形土製品、耳栓や鐸形土製品など４８点出土した。土器片を加工した円盤状土製

品や三角形土製品は拓影を１／３で掲載した。耳栓や鐸形土製品などは実測図を１／２で掲載した。

（鎌田）

石製品

軽石を加工したものが多く、１６点出土している。

（新家）
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� 遺構とその遺物

１ 概 要
検出遺構は住居跡８軒、土坑９４基、石組炉５か所、焼土２３か所、小ピット２１２基、配石１か所、剥

片集中１か所、埋設土器１か所である。住居跡は縄文時代前期と推定するもの１軒、中期前半のもの

２軒、後期前葉のもの５軒である。土坑は後期前葉のもの４５基（墓２基、墓の可能性のあるもの１１

基）、後期前葉と推定するもの５基（土壙墓１基、土壙墓の可能性のあるもの１基）、前期後半あるい

は後期後葉と思われるもの５基、中期前半もしくは後期前葉１５基（土壙墓１基、土壙墓の可能性のあ

るもの８基）、中期前半と推定するもの２０基、前期後半あるいは中期前半と推定するもの１基、前期

後半１基、時期不明２基である。配石は後期前葉の墓の可能性のある土坑に伴う。埋設土器は中期前

半のものである。遺構覆土の注記については表�－１にまとめてある。

２ 竪穴住居跡
住居跡は８軒検出した。C地区で検出したものは NH－２２～２４・２７・２９、E地区で検出したものは

NH－２５・２６・２８である。これらは大きく分けて三つの時期の所産である。

縄文時代前期後半

NH－２８はベンチ構造をもつ。幅１０～２０�、高さ２０�ほど段が壁を一周している。地床炉をもつ。
覆土・床面から、縄文時代前期後半と後期前葉の土器片が出土した。前期後半の所産であると推定さ

れる。

縄文時代中期前半

NH－２７・２９は縄文時代中期前半の住居跡である。地床炉をもつ。NH－２７では埋設土器を検出し

た。NH－２９は NP－１４５と切り合い関係にあり、NH－２９が古い。住居跡の床面直上から出土した炭

化物の１４C年代測定を行い、４４５５±３０の値が得らている。

縄文時代後期前葉

NH－２２～２６は縄文時代後期前葉の住居跡である。NH－２２・２３・２５は石組炉と立石をもつ。NH－

２４は石組炉と地床炉、立石をもつ。NH－２６は立石をもつが炉は検出されていない。 （鎌田）

NH－２２（図�－１・２・４３、口絵２・３－４～６、写真図版２・３・２２・２６・２８－３～１０・１２０・１２４・１２６）
位 置 E・F２４・２５ 立 地 標高４４．５m付近の沢頭状の窪地

平面形 楕円形 規 模 ６．１５／（５．９０）×５．２６／５．１０×０．５４m

確認・調査 �層を重機で除去した段階で、E２４区を中心とした沢頭状の窪みを検出した。遺構の可
能性が想定されたため、ベルトを設定し、トレンチ調査及び周辺を掘り下げ平面形の確認を行った。

�層上面においてほぼ円形の平面形が確認され、トレンチにおいて床面・壁が確認されたことから竪
穴住居跡と判断した。

覆 土 大部分は�層が直接床面を覆っており、部分的にロームが混入する。
形 態 住居跡は、北側へ流出する沢頭状の窪地につくられている。そのため掘り込みは、住居跡の

東・南・西側では�層に達し、中央部では�層上面、北側では�層中にとどまっている。
床面は地形に沿うように中央へ向かって緩やかに傾斜する。南側では床面が硬化している部分が認

められた。壁の立ち上がりは緩やかである。住居跡の北側は抜根痕があり、また掘り込みが�層に達
していないため、床面・壁は不明瞭である。
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付属遺構 床面中央やや北寄りに石組炉HF－１が、HF－１の北側に２個１対の立石が検出された。

HF－１の周囲は浅く窪んでおり、石組の内側に不明瞭な焼土が検出された。付属土坑は９基検出さ

れたが、明瞭に柱穴と判断できるものはない。

遺物出土状況 床面直上からは�群 a類土器の破片が、また北側の壁近くでは長径５�ほどの亜円
礫が６点まとまって出土した。HP－１・２の覆土からは礫石器・礫が出土している。

時 期 住居跡の構造と出土遺物から、縄文時代後期前葉である。 （柳瀬）

掲載遺物 土 器：１・２は�群 a類土器である。１は覆土と�・�層出土の破片が接合した。２
は覆土出土。１は器面に LR縄文のみが施されたもの。口縁は無文となる。２は無文地に横線・曲線

が認められる。 （鎌田）

石 器：３は扁平打製石器である。周縁を剥離調整している。機能部分は刃部様で、平坦面を持たな

い。石材は安山岩で、被熱により素材は脆弱になっている。 （新家）

NH－２３（図�－２・３・４３・４４、口絵３－７・８、写真図版３・４・２２・２６－１１～１４・１２０・１２４）
位 置 D・E１５・１６ 立 地 標高４５．５m付近の平坦面

平面形 円形 規 模 ４．４５／４．３７×４．０９／３．９０×０．２０m

確認・調査 １６ラインに設定した土層観察用ベルトの断面で、黒色土の落ち込みが確認されたため、

このベルトを延長し、トレンチ調査を行った。石組炉と壁が確認できたため住居跡と判断した。

覆 土 �層を主体とする黒色土が大半である。
形 態 床はおおむね平坦であるが、石組炉の南東付近は床面からなだらかな窪みとなっている。掘

り込みは浅く、�層中に掘り込まれているが、一部�層の上面が露出している。壁は急に立ち上がる。
付属遺構 石組炉を１か所検出した（HF－１）。浅い掘り込みを持ち、炭化物を微量に含む。�層の
焼成は弱い。南東側に２個対になる立石がある。礫の形に合わせて地面を掘り込み、全体の３分の２

程度埋め込んでいる。HPは６基検出したが、柱穴と判断できるものはHP－２の１基のみである。

遺物出土状況 石組炉の西側で�群 a類の土器がまとまって出土した。
時 期 出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

掲載遺物 土 器：４～７は�群 a類土器である。４は床と�・�層出土の破片が接合した。５は
床・覆土１層と�・�層出土の破片が接合した。６は床出土のものと同一個体。７は覆土１層出土。
４は LR縄文地の器面の口縁部と胴下部を２本の沈線で区画し、その中を２本斜線による鋸歯状沈線

でさらに区画し、渦巻文・垂下する蛇行沈線を描く。口縁は多段となり無文である。５・７は器面に

LR縄文のみが施文されたもの。折り返し口縁は無文となる。５は上面観は楕円形を呈する。６は LR

縄文地に縄線文をもつ。 （鎌田）

NH－２４（図�－４・５・４４・４５、口絵３・４－９～１１、写真図版４・５・２２・２３・２６・２８－１５～１８・２０・１２０・
１２１・１２４・１２６）

位 置 E・F１７・１８ 立 地 標高４５．５m付近の平坦面

平面形 円形 規 模 ４．６０／４．３８×４．７６／４．５２×０．２３m

確認・調査 F１７区を調査中、�層下位で石組炉と立石とみられる２個の礫を検出したため、周辺を
精査したところ、E１７区にかけて不明瞭ながらほぼ円形の平面形を確認した。トレンチ調査によって

床面・壁が確認されたため、竪穴住居跡と判断した。

覆 土 �層に類似するが、Ko―gなどが多く混入する。同一の土層は遺構周辺にも広がっており、
生活による攪乱によって形成されたものと考える。
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形 態 �層を若干掘り込んで作られているが、�層下位～�層上面で検出したため、確認できた掘
り込みはわずかである。床面はおおむね平坦である。石組炉から立石にかけてやや窪んだ部分がある

が、石組炉は窪みに堆積した土層を切って作られているので、貼り土によって窪みを埋めていたもの

と考えられる。立ち上がりは緩やか、壁はほとんど検出できなかった。

付属遺構 床面中央やや東寄りに石組炉HF－１が、HF－１の東側に２個一対の立石が検出され、

このほか地床炉HF－２・３が検出された。HF－１は浅い掘り込みを伴い、掘り込みの底面に焼土

が形成されている。礫は掘り込みの壁面に沿って置かれる。礫の配置には隙間があるが、一部で礫の

抜け痕が確認された。立石南側のものは台石を用いている。付属土坑は８基検出された。柱穴の可能

性が高いものは、壁際に位置するHP－１・４・７である。HP－８は、本遺構より古い NH－２９の

覆土を切って作られたもので、本遺構調査中には検出していなかった。NH－２９調査中に�群 a類土
器が柱穴様の掘り込みに納められたような状態でまとまって出土したことから、NH－２４の付属土坑

と判断した。

遺物出土状況 住居跡西側の床面直上で�群 a類土器がまとまって、HF－１の北西の床面から石核
が２点並んで出土した。HP－８からは、�群 a類土器２個体分が納められたような状態で出土した。
時 期 住居跡の構造と出土遺物から、縄文時代後期前葉である。 （柳瀬）

掲載遺物 土 器：８～１４は�群 a類土器である。８は床面・HP－８覆土・NH－２４覆土・�層出
土の破片が接合したものである。９は床・床直・�層出土の破片が接合した。１０は床、１１はHP－５
坑底、１２はHP－１覆土、１３は覆土出土。１４はHP－８覆土・NH－２９覆土・�層出土の破片が接合
した。８～１０・１２・１４は LR縄文が施されているもの、１１・１３は無文のものである。８は体部に粗い

縄文が施されている。口唇には斜位の縄文の圧痕がまばらに認められる。底部は直立気味で無文とな

る。９は胴部が「く」の字状に張る。底部は無文でわずかに張り出す。１０は口縁に二山の頂部をもつ。

１２・１３は折り返し口縁をもつ。１４は口縁に頂部をもつ。磨消技法をもち、２本一組の沈線により文様

が描かれる。折り返し口縁は無文となる。 （鎌田）

石 器：１５は扁平打製石器である。素材の長軸上の両端と、機能部側の縁辺に部分的に打ち欠きを施

し、刃部様に加工している。すり面部分はほぼ直線的である。石材は安山岩である。１６は石皿である。

使用面は片面のみで、若干凹む。石材は安山岩である。 （新家）

NH－２５（図�－６・４６、口絵４－１２・１３、写真図版５・２６－１９・２１・１２４）
位 置 B・C４２・４３ 立 地 標高４０．６～４０．８m付近の緩斜面

平面形 ほぼ円形 規 模 ３．３５／３．００×３．１２／２．９２×０．１７m

確認・調査 �層調査後、�層上面で２～３mの円形の黒い落ち込みを検出した。石組炉と２つの
立石も検出されたため、住居と考え、調査を進めた。

覆 土 覆土は�層主体である。浅い部分の掘り込みは３～５�ほどしか確認できず、掘りすぎてし
まった可能性がある。掘り込み面は�層中であると思われる。
形 態 東側の壁がやや緩やかになっている。

付属遺構 HF－１ 住居中央よりやや東寄りに、礫４個を並列した石組炉を検出した。礫のうち３

個は被熱している。断面を観察した結果、ごく少量の焼土粒が確認されたが、平面では焼土粒の範囲

は特定できなかった。

立 石 石組炉の約５０～６０�東側には、長さ４０～５０�、重さ２０～３０�の礫が２個、３０�余りの間隔を
置いて据えられていた。

遺物出土状況 覆土・床面から、縄文時代後期前葉の土器片が広い範囲で出土している。石器は安山

� 遺構とその遺物
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岩の石皿、頁岩のフレイク等が出土している。

時 期 出土遺物から縄文時代後期前葉である。 （新家）

掲載遺物 土 器：１７～２０は�群 a類土器である。いずれも床から出土した。１７は LR縄文地に沈線
文をもつ。口縁内外面に多重弧状沈線文が施されている。１８は無文地に垂下する蛇行沈線文が認めら

れる。１９・２０は無文地に横線・斜線・弧線が認められる。 （鎌田）

NH－２６（図�－７・４６、口絵４－１４、写真図版６・２６－２２・２３・１２４）
位 置 E４０ 立 地 標高４０．０～４０．２m付近の緩斜面

平面形 不明 規 模 （２．２８）／（２．２０）×（２．１４）／（２．１２）×０．０７m

確認・調査 �層調査後、立石と思われる２個の礫が埋まっているのを検出した。落ち込みに堆積し
ていたと思われる�層をほとんど掘り過ぎてしまったため、平面形は不明である。石組炉と考えられ
る礫類は出土しておらず、焼土も検出されなかった。緩斜面上に位置するため、標高の高い側の住居

の覆土はかろうじて残り、輪郭を確認できた。

覆 土 覆土は�層、�層、�層からなる。掘り込み面は�層中であると思われる。
形 態 輪郭は、立石を取り込んで、さらに東側に広がる可能性もある。

付属遺構 HP－１～８ 住居跡内外より、小土坑１基（HP－１）と、柱状の小土坑を７基（HP－

２～８）検出した。

立 石 住居平面の東側に、重さ２０�以上ある安山岩の礫が２点、３０�余りの間隔を空けて据えられ
ていた。いずれの礫も被熱している。

遺物出土状況 覆土・床面から、縄文時代後期前葉の土器片が出土している。HP－１の覆土から同

じ時期の土器が１点とめのうのフレイクが１点出土している。

時 期 出土遺物から縄文時代後期前葉である。 （新家）

掲載遺物 土 器：２１・２２は�群 a類土器である。２１は床、２２は覆土から出土した。２１は折り返し
口縁をもつ無文の土器である。２２は折り返し口縁に縄線文、体部に LR縄文が施される。 （鎌田）

NH－２７（図�－８～１１・４６～４８、口絵５－１５、写真図版６・７・２３・２８・２９－２４～２９・１２１・１２５～１２７）
位 置 E～G１８・１９ 立 地 標高４５．３m付近の平坦面

平面形 隅丸長方形 規 模 ７．４９／７．２０×５．１８／５．０１×０．５０m

確認・調査 �層～�層上面で確認した。褐色土の落ち込みの中央に�層の落ち込みがあり、黒色土
からは�群 a類土器を中心とする大量の遺物が出土した。トレンチ調査を行ったところ、床面・壁
を確認し、床面付近から�群 a類土器が出土したため、縄文時代中期の竪穴住居跡と判断した。
覆 土 にぶい黄褐色土や黒褐色土主体である。覆土より上位の、竪穴の窪みに堆積した�層は色調
の違いで２層に分層でき、より上位の土層に多量の遺物が含まれていた。

形 態 掘り込みは、斜面の上側にあたる南西側では�層中、斜面の下側にあたる北東側では�層上
面である。複数の風倒木や木根による攪乱で床面が壊されている部分が多い。床面はおおむね平坦で

あるが、南～西側では中央に向かってやや傾斜する。立ち上がりは緩やかで、壁はやや外傾する。

付属遺構 床面中央で地床炉HF－１が、南東側でHF－２が検出された。HF－１は焼けの弱い小

規模な３か所の焼土からなる。HF－２はHP－１６の覆土上面に形成される。付属土坑は１４基検出さ

れた。このうち、規模から主柱穴の可能性があるものはHP－２・８・２２・１２・１８・１７・２１である。

HP－２以外は、住居跡南半に位置し長軸方向に並んでいる。本来は北半にもHP－２に続くがHP

があったものが、風倒木により壊されてしまったと考えられる。HP－１５・１６・２３はやや規模の大き
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いものである。いずれも覆土が住居跡本体と類似しており、付属土坑と判断した。また、HP－８・

１０に隣接して浅い窪みがあり、石核・フレイクが出土している。作業場所であった可能性がある。住

居跡の北東側では埋設土器が検出された。土器は�群 a類で、口縁を欠くが断面には摩耗はみられ
ない。正立して埋められており、この土器の下位にはさらに、別個体の口縁突起部の破片が置かれて

いた。

調査時に付属土坑として調査したHP－３～５・９・１３・１４・１９・２０については、�群 a類が出土
したことと、覆土が黒色土主体であることから、住居跡に伴うものではないと判断し、SPとして

扱った。本遺構上位の�層で検出された NF－５８や多量の�群 a類土器と関連がある可能性がある。
遺物出土状況 床面～床面直上で�群 a類が３個体、埋設土器と併せて４個体出土した。また、HP
－８・１０に隣接した浅い窪みからは、石核・フレイクがまとまって出土した。そのほか床面からは、

石斧や扁平打製石器が出土している。

住居跡覆土の上位に堆積した�層からは、�群 a類土器を中心とした遺物が大量に出土している。
住居跡廃絶後の窪みに廃棄したものと考えられる。

時 期 出土遺物から、縄文時代中期前半である。 （柳瀬）

掲載遺物 土 器：２３～３０は�群 a類土器である。２３は床面直上・覆土１層出土の破片が接合した
もの。２４は床面直上、２５は床出土である。２６・２９は埋設土器、２７は覆土出土である。２８は覆土・SP

－５２２覆土出土の破片が接合したもの。３０はHP－１２覆土出土である。２３は器面に地文の結束第２種

の斜行縄文のみが施されている。口唇は縄により刻まれている。底部は張り出し、上げ底である。２４

は器面に複節 LRL縄文が施され、貼付による細い隆線によって文様を構成する。垂下する隆線には

縄の刻みが認められる。２５は手捏ねの無文の坏である。２６は底部が張り出す。器面に片方が撚り戻し

の結束第１種斜行縄文が施されている。２７は口縁に突起をもつ。LR縄文地の器面には２本一組の沈

線により、口縁に横還する横線が引かれ、その下には弧線が描かれている。突起には刺突文が施され

る。口唇は縄により刻まれる。２８は口縁に山形隆起部をもつ。器面には結束第２種羽状縄文が施され

る。口縁外縁は縄により刻まれる。２９は口縁に山形隆起部をもつ無文の土器である。３０は LR縄文地

に貼付による細い隆線によって文様を構成する。口縁貼付と口唇は縄により刻まれる。 （鎌田）

石 器：３１はつまみ付きナイフである。背面の左側縁に刃部が作り出され、右側縁とその裏側縁辺は

連続する小さな剥離で調整してある。石材は頁岩である。３２はスクレイパーである。背面の片側縁に

連続的な剥離調整による刃部が作出されている。石材は頁岩である。３３は石斧である。基端側を１／

３以上欠失している。全体に丁寧に磨きがかけられている。石材は片岩である。３４～３７は扁平打製石

器である。石材はいずれも安山岩である。３４は平面形が半円で、図上の表面は上端、長軸上の片端に

若干の打ち欠き痕がある他は、ほぼ礫の自然面が残る。裏面は機能部分を刃部状に作り出し、周縁も

剥離調整している。３５は横長の素材の長軸と平行する一辺に、機能部分が刃部状に作られている。３６

は刃部状の機能部分を表裏両面からの調整で作り出す。素材の長軸上の一端にも打ち欠いた痕がある。

３７は素材の周縁を剥離調整している。機能部分は平坦なすり面状になっている。機能部分の一端には

敲打調整痕も見られる。３８は安山岩の石皿である。片面を使用し、すり面は使用によりやや凹んでい

る。 （新家）

NH－２８（図�－１２・４９、口絵５－１６・１７、写真図版７・８・２７－３０・３１・１２５）
位 置 B４２・４３ 立 地 標高４０．４～４０．８m付近の緩斜面

平面形 楕円形 規 模 ２．７０／２．０８×２．４７／１．７５×０．４８m

確認・調査 NH－２５の床面調査中、�層とは異なる暗褐色土の広がりを検出した。NH－２５調査後

� 遺構とその遺物
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に半截し、別の住居跡が存在することがわかった。

覆 土 �層、�層からなる。掘り込み面は�層下位あるいは�層である。
付属遺構 ベンチ ベンチ状の段が壁を一周している。幅は１０～２０�強、高さ２０�程度である。
HF－１ 住居中央よりやや東側床面で、径約６０�、深さ１０�弱の掘り込みの中央に焼土を検出した。
少量の炭化物も出土している。

HP－１ 住居床面のやや南西側で柱穴様の小土坑１基を検出した。

遺物出土状況 覆土・床面から、縄文時代前期後半と後期前葉の土器片が出土している。石器は頁岩

のスクレイパーや北海道式石冠が出土している。

時 期 検出状況や覆土の状況から、縄文時代後期より古い。周辺の後期前葉の住居とは異なり、掘

り込みが深く、壁の立ち上がりも明瞭で、覆土と周囲の境界がはっきりしている。出土遺物から縄文

時代前期の可能性がある。 （新家）

掲載遺物 土 器：３９・４０は�群 b類土器、４１・４２は�群 a類土器である。３９～４１は覆土、４２は床
出土である。３９・４０は単軸絡条体が施されている。４１は無文地に単線による沈線文をもつ。４２は器面

に LR縄文が施されている。 （鎌田）

NH－２９（図�－１２・１３・４９、口絵５－１９、写真図版８・２７・２８－３２～３６・１２５・１２６）
位 置 E・F１７ 立 地 標高４５．５m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 ３．２１／２．９６×２．５４／２．１４×０．２８m

確認・調査 重複する NH－２４の調査終了後、さらに周辺グリッドの掘り下げを行ったところ、�層
で平面形を検出した。ベルトを設定して掘り下げを行い、床面・壁を確認したため、竪穴住居跡と判

断した。なお、本遺構の床面において、調査中には抜根痕かと誤認していた黒色土の落ち込みの平面

形が確認され、NP－１４５と認定した。よって NP－１４５は本遺構よりも新しい。

覆 土 黒褐色土や灰黄褐色土が主体である。

形 態 �層を掘り込んでつくられている。床面は平坦で、立ち上がりはおおむね緩やか、壁は外傾
する。

付属遺構 床面中央に地床炉HF－１が検出された。付属土坑は１５基検出された。HP－１を除き柱

穴と考えられる。HP－２～９は竪穴内に位置し、壁際を巡る。HP－１１～１６は４０～７０�ほど離れた竪
穴外に位置し、外周を巡っている。南側壁際に不明瞭な浅い窪みがある。また、床面ではHF－１を囲

むように黒色土の分布が認められた。その北西側には炭化物の集中範囲が認められ、これについて１４C

年代測定を行った。

遺物出土状況 床面から石皿と�群 a類土器の破片が出土している。
時 期 出土遺物から、縄文時代中期前半である。なお、床面から出土した炭化物の１４C年代測定を

行ったところ、４４５５±３０の値が得られた。NP－１４５と重複しており、本遺構が古い。 （柳瀬）

掲載遺物 土 器：４３・４４は�類 a類土器である。４３は床出土、４４は床面直上出土である。４３は器
面に LR縄文が施され、口唇が縄により刻まれている。４４は口縁に台形突起をもつ。器面に施した LR

縄文はナデ消されている。 （鎌田）

石 器：４５は扁平打製石器である。２点が接合したものである。被熱して赤色化している。周縁を剥

離調整し、機能部は刃部状に作られる。石材は安山岩である。４６は石皿である。素材の片面を使用し、

すり面は凹んでいる。石材は安山岩である。 （新家）
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３ 土坑墓および土坑墓の可能性がある土坑
土坑は９４基検出した。そのうち、土壙墓および土壙墓の可能性のある土坑としたものは NP－９９・

１０４・１０６・１０８・１１０～１１３・１１５・１１７・１１８・１２６～１２８・１３１～１３３・１３８・１４３・１４４・１５０～１５３・１５９・

１６０・１６３・１６４・１６６・１６８～１７４・１７６・１８０・１８２・１８３・１８６・１８７の４２基である。

このうち C地区で検出したものは NP－９９・１０４・１０６・１０８・１１０～１１３・１１５・１１７・１１８・１３１～１３３

・１３８・１４３・１４４・１５０・１６３・１６４・１６６・１６８～１７４・１７６・１８０・１８２・１８３・１８６・１８７の３４基である。

E地区で検出したものは NP－１２６～１２８・１５１～１５３・１５９・１６０の８基である。

いずれも、覆土は埋め戻しの土であり、土器、石斧、扁平打製石器、たたき石、北海道式石冠、石

皿・台石、砥石、こぶし大～人頭大の礫などの遺物を伴う。

これらの土壙墓・土壙墓の可能性のある土坑は縄文時代前期後半、中期前半、後期前葉の三つの時

期の所産である。前期後半あるいは後期前葉と考えられるものは NP－１５１・１５３・１５９・１６０、中期前

半と考えられるものは NP－１０６・１１３・１１７・１１８・１３８・１４４・１６４・１６８～１７３・１８２、中期前半あるい

は後期前葉と考えられるものは NP－１０８・１１０・１１１・１１５・１３１～１３３・１６６・１８７、後期前葉と考えら

れるものは NP－９９・１０４・１１２・１２６～１２８・１４３・１５０・１５２・１６３・１７４・１７６・１８０・１８３・１８６である。

（鎌田）

NP－９９（図�－１４、写真図版９－３８・３９）
位 置 G９ 立 地 標高４３．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．６４／１．４６×－／０．８０×０．７４m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層・�層を主体とした埋め戻しである。坑底は平坦で、
壁は急に立ち上がり、一部オーバーハングしている。覆土から�群 b類、�群 a類、�群 a類の土
器が出土した。土坑墓の可能性がある。NP－１０３より新しい遺構である。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

NP－１０４（図�－１５・５０、写真図版２９－１２７）
位 置 H８・９ 立 地 標高４３m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 円形 規 模 １．７７／１．３０×－／－×０．４４m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は坑底に黒色土の薄い堆積があり、その上位は黒褐色土の埋
め戻しである。坑底は平坦で壁際に小ピットがある。壁は緩やかに立ち上がる。覆土から�群 a類
土器と北海道石冠、石皿が出土している。土坑墓の可能性がある。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

掲載遺物 石 器：４７は石皿である。片面を使用している。使用面は中央が一番深く凹み、その周囲

は一段浅いすり面ができている。石材は安山岩である。 （新家）

NP－１０６（図�－１６・５１、写真図版１０・２３・２９－４４・１２１・１２７）
位 置 G８・９ 立 地 標高４３．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．１０／０．７８×０．７９／０．５４×０．４３m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は黒褐色土を主体とする埋め戻しである。坑底は平坦で、壁
は急に立ち上がる。西側の壁際に口縁部を上にして�群 a類の土器が１個体まとまって出土した。
覆土の上層からたたき石、扁平打製石器、砥石が出土した。土坑墓と考えられる。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

� 遺構とその遺物
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掲載遺物 土 器：４９は�群 a類土器である。坑底・覆土１層から出土した破片が接合したもので
ある。胴下部が張り、口縁部が外反する。口縁には二山の突起一対と一山の突起一対をもつ。器面に

結束第２種羽状縄文を施し、二山の突起下口縁部に把手状貼付、一山の突起下口縁部にボタン状貼付

をもつ。口唇と突起側面は棒状工具により刻まれている。 （鎌田）

石 器：５０は扁平打製石器である。素材の周縁を大きく打ち欠いて整形している。図の上部はえぐれ

ている。機能部分は断面が V字形の刃部状に作られている。長軸上の一端を欠失している。被熱に

より脆弱化している。石材は安山岩である。 （新家）

NP－１０８（図�－１６、写真図版１０－４５）
位 置 E８ 立 地 標高４４m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．１８／１．０１×０．８８／０．８４×０．４６m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は褐色土を主体とする埋め戻しである。坑底は平坦で、壁は
急に立ち上がる。坑底から人頭大の礫が５点まとまって出土した。土坑墓の可能性がある。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半または後期前葉と考えられる。

（村田）

NP－１１０（図�－１６、写真図版１０－４６）
位 置 E１０ 立 地 標高４４．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 円形 規 模 １．１２／０．９８×１．０２／０．９８×０．４８m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は黒褐色土を主体とする埋め戻しである。坑底は平坦で、壁
は急に立ち上がる。坑底から人頭大の礫４点と石皿が１点出土した。土坑墓の可能性がある。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半または後期前葉と考えられる。

（村田）

NP－１１１（図�－１６、写真図版１０－４７）
位 置 E・F９・１０ 立 地 標高４４．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 円形 規 模 １．２３／０．９６×１．１２／０．８９×０．５４m

確認・調査 �層で確認した。覆土は�層と�層の混じった黒褐色土で埋め戻しである。坑底は皿状、
壁は緩やかに立ち上がる。坑底直上からこぶし大の礫が５点出土した。土坑墓の可能性がある。

時 期 周辺包含層の出土遺物から、縄文時代中期前半あるいは後期前葉である。 （柳瀬）

NP－１１２（図�－１７・５１、写真図版１０・２５・２７・２９－４８・１２３・１２５・１２７）
位 置 F・G１０ 立 地 標高４４m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．２９／１．１０×０．９１／０．７４×０．５２m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は黒褐色土と暗褐色土の埋め戻しである。坑底は平坦で長軸
方向に段を持つ。壁は急に立ち上がる。覆土上位から�群 a類の土器がまとまって出土した。覆土
上位から中位にかけて重さ０．４�～１６．８�の礫がまとまって出土した。土坑墓と考えられる。
時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

掲載遺物 土 器：５１・５２は�群 a類土器である。５１は覆土１層・�層出土の破片が接合したもの。
無節 Lr縄文が施され、折り返し口縁は無文となる。５２は覆土１層出土。地文の LR縄文は口縁で施

文方向を変える。口縁には縄線文を２条もつ。 （鎌田）

石 器：５３はスクレイパーである。頁岩の縦長素材の片側縁に刃部が形成されている。 （新家）

２８



NP－１１３（図�－１７・５２、写真図版１１・２４・２９－４９・５０・１２２・１２７）
位 置 F１０・１１ 立 地 標高４４．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．０６／０．３８×０．７３／０．３７×０．５８m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層と�層の混じった黒褐色土で埋め戻しである。炭化物
が少量混入する。坑底はボウル状に窪み、壁の立ち上がりは緩やかである。西側には柱穴状の張り出

しがある。坑底付近から北海道式石冠と礫が出土した。土坑墓の可能性がある。

時 期 坑底付近と周辺包含層の出土遺物から、縄文時代中期前半である。 （柳瀬）

掲載遺物 土 器：５４は�群 a類土器である。覆土と�・�層出土の破片が接合したものである。
胴上部が張り、頸部がわずかにくびれ、口縁部が外傾して口縁が内湾する。口縁に山形隆起部をもつ。

RL縄文地に２本一組の沈線による文様をもつ。口縁と頸部に沈線を引いて文様帯を区画し、口縁部

文様帯に鋸歯状文と楕円形区画文が描かれ、楕円形区画文の中が磨消される。胴部文様帯には鋸歯状

文と波状文を組み合わせた文様と渦巻文をもつ。胴下部には楕円形区画文が描かれ、文様帯の区画と

なっている。 （鎌田）

石 器：５５は北海道式石冠である。未使用品である。一部欠損している。鉢巻状の敲打調整は不明瞭

で、全体に敲打痕が見られる。石材は安山岩である。 （新家）

NP－１１５（図�－１７・５２・５３、写真図版２９・３０－１２７・１２８）
位 置 E１０・１１ 立 地 標高４５．０m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 （２．２３）／（１．０６）×１．６９／０．９８×０．７０m

確認・調査 �層上面で確認したが、隣接する NP－１３１・１３２も含めて撹乱と誤認し、掘り下げを進
めていた。坑底近くまで掘り下げてしまった段階で、形態から土坑であると判断した。確認できた土

層は坑底・壁付近のみである。覆土は�層主体の埋め戻しである。�層と Ko―gの混合したブロック
も認められる。北西側に大きな張り出しがあり坑底は平坦で立ち上がりは急、壁は外傾する。張り出

し部の底面は平坦である。張り出し部分から石皿と人頭大の礫が出土している。覆土と遺物出土状況

から、土坑墓の可能性がある。NP－１８３と形態・規模が共通する。NP－１３１と重複するが、新旧関係

は不明である。

時 期 周辺包含層の出土遺物から、縄文時代中期前半あるいは後期前葉である。 （柳瀬）

掲載遺物 石 器：５６は扁平打製石器である。横長の素材の周縁を打ち欠いて整形している。機能面

は幅１�前後の平坦なすり面状になっている。石材は安山岩である。５７は石皿である。片面使用で、
すり面は中心に向かって深く凹む。石材は安山岩である。 （新家）

NP－１１７（図�－１８・５３、写真図版１１・２９－５３・１２７）
位 置 H９ 立 地 標高４３m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．０７／０．７７×０．７７／０．６０×０．３７m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層を主体とする暗褐色土で埋め戻しである。坑底は平坦
で、壁は緩やかに立ち上がる。坑底から北海道式石冠、石皿、礫がまとまって出土した。土坑墓と考

えられる。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

掲載遺物 石 器：５８は北海道式石冠である。基部中程を鉢巻き状に敲打調整痕が巡る。素材の一端

を欠失した後も使用している。すり面は平坦でなく、緩やかに湾曲する。石材は安山岩である。

（新家）

� 遺構とその遺物
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NP－１１８（図�－１８・５４、写真図版１１・３０－５４・１２８）
位 置 H１０ 立 地 標高４３．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 ０．９８／０．６５×０．８５／０．５８×０．４４m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層・�層を主体とする黒褐色土で埋め戻しである。炭化
物を少量含む。壁は緩やかに立ち上がり、断面は椀状を呈する。覆土中位から坑底に石斧や石鋸、北

海道式石冠と礫２１点がまとまって出土した。土坑墓の可能性がある。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

掲載遺物 石 器：５９は石斧である。基端を欠損している。剥離調整による整形の後、全体を研磨し

ている。石材は泥岩である。６０は北海道式石冠である。全体に敲打調整が施され、丁寧に整形されて

いる。使用面は平坦でなく、緩く湾曲している。すり面はよく使い込まれ、非常になめらかである。

素材の一端が欠落している。この欠損の後、被熱している。石材は安山岩である。６１は石鋸である。

薄手の素材の長い一側縁を機能部としている。剥離調整により機能部を刃部様に作出している。機能

部以外に加工は見られない。また擦痕はなく、未使用である。石材は安山岩である。 （新家）

NP－１２６（図�－２０、写真図版１２－５８・６３）
位 置 D３９ 立 地 標高４０．６～４０．８m付近の緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．１２／０．９６×０．９６／０．７４×０．４６m

調査・確認 �層上面で検出した。覆土は�層、�層、�層からなる、埋め戻しである。覆土や壙底
から縄文時代後期前葉の土器片が２２点出土している。

時 期 出土遺物から縄文時代後期前葉である。 （新家）

NP－１２７（図�－２０・５５、写真図版１２・２４・２７－５９・６０・６３・１２２・１２５）
位 置 D３９ 立 地 標高４０．４～４０．８m付近の緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．１４／０．９２×１．００／０．８６×０．４４m

調査・確認 �層上面で検出した。覆土は�層、�層、�層からなる埋め戻しである。４層は崩落土
である。覆土から縄文時代後期前葉の土器片が７８点出土している。

時 期 出土遺物から縄文時代後期前葉である。 （新家）

掲載遺物 土 器：６４・６５は�群 a類土器である。６４は覆土と�層出土の破片が接合したものであ
る。６５は覆土出土である。６４は胴上部が張り、頸部がくびれ、口縁部が外反する。無文地の器面の頸

部と胴上部に２本の沈線を引いて区画し、その中にクランク文を充填する。６５は口縁の際まで RL縄

文を施し、口縁で施文方向を変えている。口縁には縄線文を２条もつ。 （鎌田）

NP－１２８（図�－２０、写真図版１２－６１～６３）
位 置 C・D３９ 立 地 標高４０．６～４０．８m付近の緩斜面

平面形 円形 規 模 ０．８４／０．４８×０．８０／０．４６×０．５０m

調査・確認 �層上面で検出した。覆土は�層、�層、�層からなる埋め戻しである。３・４層は崩
落土の可能性がある。覆土から縄文時代後期前葉の土器片が１１点出土している。

時 期 出土遺物から縄文時代後期前葉である。 （新家）
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NP－１３１（図�－２１）
位 置 E１０ 立 地 標高４５．０m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形？ 規 模 ０．８２／０．６０×―／―×０．３９m

確認・調査 重複する NP－１１５と同様、当初は木根による撹乱と誤認して掘り下げてしまったため、

確認できた土層は坑底・壁付近のみである。覆土は�層主体で壁際の土層からほぼ単一層であったと
推定される。埋め戻しの可能性がある。坑底は平坦で立ち上がりは急、壁は直立に近い。覆土が埋め

戻しの可能性があることから、土坑墓の可能性がある。隣接する NP－１３２と規模・覆土が類似する。

NP－１１５と重複するが新旧関係は不明。

時 期 周辺包含層の出土遺物から、縄文時代中期前半あるいは後期前葉である。 （柳瀬）

NP－１３２（図�－２１）
位 置 E１０ 立 地 標高４５．０m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 （０．７２）／０．５２×０．７３／０．４８×０．５２m

確認・調査 NP－１３１と同様である。覆土は�層主体で壁際の土層からほぼ単一層であったと推定さ
れる。埋め戻しの可能性がある。坑底は平坦で、壁は直立に近い。坑底から拳大～手のひら大の礫が

４点出土した。土坑墓の可能性がある。隣接する NP－１３１と規模・覆土が類似する。

時 期 周辺包含層の出土遺物から、縄文時代中期前半あるいは後期前葉である。 （柳瀬）

NP－１３３（図�－２０、写真図版１３－６５・６６）
位 置 E・F１０・１１ 立 地 標高４４．７m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 円形 規 模 １．０６／０．６０×１．０２／０．５３×０．７０m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は黒褐色土・褐色土主体の埋め戻しである。上部には Ko―g
と�層が混合した土層が堆積する。坑底は平坦で、壁は緩やかに立ち上がる。覆土から人頭大の礫が
２点出土した。土坑墓の可能性がある。

時 期 覆土と周辺包含層の出土遺物から、縄文時代中期前半あるいは後期前葉である。 （柳瀬）

NP－１３８（図�－２２、写真図版１３・２４－６９・１２２）
位 置 G・H９・１０ 立 地 標高４３．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．２０／１．００×０．７８／０．５６×０．４４m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は坑底に粘性のある薄い黒色土が堆積があり、その上位は暗
褐色土の埋め戻しである。坑底は平坦で、壁は急に立ち上がる。坑底から�群 a類の土器がまと
まって出土した。覆土から北海道式石冠と扁平打製石器が出土した。土坑墓と考えられる。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

掲載遺物 土 器：６７は坑底から出土した�群 a類土器である。胴下部が張り、頸部がくびれ口縁
部が外反する。底部は上げ底気味である。器面に結束第２種羽状縄文が施され、口頸部に３点で接続

する把手状貼付をもつ。口縁には把手状貼付を挟んで貼付が二つ付けられている。口縁と貼付は縄に

より刻まれている。 （鎌田）

� 遺構とその遺物
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NP－１４３（図�－２３、写真図版１４－７５・７６）
位 置 H１５ 立 地 標高４４．７m付近の平坦面

平面形 ほぼ円形 規 模 ０．６７／０．４６×０．６２／０．４３×０．４６m

確認・調査 �層中で確認した。覆土は５層に分けられる埋め戻しである。１００�近くに及ぶものと
２０�ほどの安山岩の礫が２点、坑口部から覆土下位にかけて縦位に出土した。表面が風化しており、
地山の礫をそのまま埋め戻したと考えられる。土壙墓の可能性がある。

時 期 周辺の出土遺物や遺物の出土状況から縄文時代後期前葉の可能性が考えられる。 （影浦）

NP－１４４（図�－２３・５６、写真図版１５・２５・２７・３０－７７・７８・１２３・１２５・１２８）
位 置 D１５・１６ 立 地 標高４５．５m付近の平坦面

平面形 円形 規 模 ２．２９／２．１５×１．５５／１．４２×０．４６m

確認・調査 �層上面で確認した。遺構上部は木根跡の撹乱を受けていた。覆土は�層・�層を主体
とする暗褐色土の埋め戻しである。南側の坑底に、粘性に富み、炭化物を少量含む黒色土が、しみ状

に拡がっていた。坑底は平坦で、壁は急に立ち上がる。坑底から�群 a類土器が出土した。覆土か
ら扁平打製石器が５点出土し、そのうち４点が被熱している。土坑墓と考えられる。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

掲載遺物 土 器：６８～７０は�群 a類土器である。６８は覆土と�層出土の破片が接合したもの、６９
は坑底と覆土１層出土の破片が接合したものである。７０は覆土１層出土である。６８は口縁に台形突起

をもつ。胴上部から口縁は無文地でありここに貼付隆帯により文様を構成し、刺突列・RL縄の側縁

圧痕を充填する。突起下と胴部の横還する貼付隆帯にボタン状貼付文をもつ。貼付隆帯は縄により刻

まれている。胴部には結束第１種羽状縄文が施される。６９は器面に結束第２種の縄文、口縁に２個一

組の貼付を４か所にもつ。口唇は縄により刻まれる。７０は RL縄文地に隆線により文様を構成する。

（鎌田）

石 器：７１～７３は扁平打製石器である。素材長軸に平行する一辺を機能部とする。７１・７３は周縁の剥

離調整により、刃部様に作出されている。７３は未使用である。７２の機能面は平坦なすり面状になって

いる。いずれも石材は安山岩である。 （新家）

NP－１５０（図�－２４・５６、写真図版１５・２７－８３・１２５）
位 置 H１６ 立 地 標高４４．８m付近の平坦面

平面形 ほぼ円形 規 模 ０．９２／０．７２×０．７９／０．５７×０．５２m

確認・調査 �層中で確認した。覆土は４層に分けられる。人為的な埋め戻しと見られる。壁際にお
いて付属土坑 PP－１～３を検出した。覆土１層から�群 a類１点、�群 a類７点が散発的に出土、
坑底に近い覆土４層から、安山岩製の扁平礫が３点出土した。墓の可能性が考えられる。

時 期 出土遺物から縄文時代後期前葉の可能性が考えられる。 （影浦）

掲載遺物 土 器：７４は NP－１５０と SP－４０８の覆土１層出土の�群 a類土器である。無文地に沈線
文をもつ。 （鎌田）
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NP－１５１（図�－２３・５７、写真図版１５・１６・２７－８２・８４・１２５）
位 置 D４３ 立 地 標高４０．２～４０．６m付近の緩斜面

平面形 円形 規 模 １．７１／１．４６×１．５７／１．２１×１．０４m

調査・確認 �層上面で検出した。覆土の１・２層は自然堆積、それ以外は埋め戻しと思われる。最
下位の１０層は粘性の強い真っ黒な腐植土が薄く堆積したものである。遺物は、覆土・坑底から縄文時

代前期後半の土器片が７点、後期前葉の土器片が１２点出土している。図中の安山岩礫は２点が被熱し

ていた。

時 期 出土遺物から縄文時代前期後半あるいは後期前葉である。 （新家）

掲載遺物 土 器：７５a・bは�群 b類土器、７６は�群 a類土器である。いずれも覆土から出土した。
７５a・bは同一個体の口縁部と胴部である。口縁に頂部をもつ。口縁部に縄線文・結束第１種の回転

文、体部に単軸絡条体による側縁圧痕と結束第１種羽状縄文が施されている。７６は無文地に３本一組

の曲線や横線の沈線が認められる。 （鎌田）

NP－１５２（図�－２５・５７、写真図版１６・３１－８５・８６・１２９）
位 置 E４６・４７ 立 地 標高３８．６～３９．０m付近の斜面肩

平面形 円形 規 模 ０．８７／０．６６×０．８２／０．６２×０．３２m

調査・確認 �層上面で検出した。覆土はいずれも埋め戻しと思われる。遺物は、覆土・坑底から�
群 b類の土器片が１点、�群 a類の土器片が１点、�群 a類の土器片が８点出土している。また、
たたき石、扁平打製石器も各１点出土した。

時 期 出土遺物から縄文時代後期前葉である。

掲載遺物 石 器：７７は扁平打製石器である。細長い素材の一端と機能部周辺を剥離調整している。

機能部は刃部様に作られている。石材は安山岩である。 （新家）

NP－１５３（図�－２５・５７、写真図版１６・３１－８７・８８・１２９）
位 置 D・E４６ 立 地 標高３９．２～３９．４m付近の斜面肩

平面形 楕円形 規 模 ０．８２／０．４９×０．６９／０．４０×０．２６m

調査・確認 �層上面で検出した。覆土１・２層は埋め戻し、３層は崩落土と思われる。覆土・坑底
から�群 a類の土器片が１点、北海道式石冠が２点出土している。
時 期 出土遺物から縄文時代前期後半あるいは後期後葉である。

掲載遺物 石 器：７８は北海道式石冠である。素材中程に帯状に敲打調整が施される。すり面は使用

により、図中の正面側に大きく傾く。石材は安山岩である。 （新家）

NP－１５９（図�－２６、写真図版１７－９７）
位 置 E４４・４５ 立 地 標高３９．４～３９．８m付近の緩斜面

平面形 円形 規 模 ２．６６／２．２４×２．３６／１．９０×０．３６m

調査・確認 �層上面で、安山岩の礫が数点まとまって出土した。その周囲に、暗褐色土のまだらな
土が円形に落ち込んでいた。覆土は�層、�層、�層からなる。掘り込みが浅く、坑底も平らで、小
規模の住居跡の可能性がある。遺物は�群 b類の土器片が３０点、�群 a類の土器片が２２点出土して
いる。

時 期 出土遺物から縄文時代前期後半あるいは後期後葉と思われる。 （新家）

� 遺構とその遺物
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NP－１６０（図�－２５、写真図版１５－７９）
位 置 B３４・３５ 立 地 標高４１．６～４１．８m付近の緩斜面

平面形 不明 規 模 （１．２９）／（０．９２）×（０．５９）／（０．３３）×１．１６m

調査・確認 �層上面で検出した。土坑の大半が調査範囲境界線の法面にかかり、断面の観察は範囲
境界線の壁で行った。覆土１層は自然堆積、それ以外は埋め戻しである。NP－１５１に似る。遺物は出

土していない。

時 期 周辺の遺構から、縄文時代前期後半あるいは後期前葉である。 （新家）

NP－１６３（図�－２４、写真図版１７－９２）
位 置 G１５・１６ 立 地 標高４５．０m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 ０．８１／０．６１×０．６１／０．４０×０．２３m

確認・調査 �層中で確認した。覆土は２層に分けられる。人為的な埋め戻しと見られる。確認面中
央において人頭大の礫が１点出土した。重量９．６�の安山岩である。ほかに覆土から�群 a類の土器
片が１点、�群 a類の土器片が４点、頁岩のフレイクが１点出土した。墓の可能性がある。
時 期 周辺の出土遺物から縄文時代後期前葉の可能性が考えられる。 （影浦）

NP－１６４（図�－２６、写真図版１７－９３）
位 置 E４ 立 地 ４３m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 円形 規 模 １．００／０．８７×０．９４／０．７９×０．４３m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層・�層を主体とする黒褐色土。壙底は平坦で、壁は急
に立ち上がる。覆土の中位から石皿が１点出土した。土壙墓の可能性がある。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

NP－１６６（図�－２６・５８、写真図版１７・３０－９６・１２８）
位 置 D・E５ 立 地 標高４３m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．１９／０．９０×１．０２／０．８１×０．６６m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層・�層の暗褐色土を主体とする埋め戻しである。坑底
は平坦で、壁は急に立ち上がる。覆土上位から石皿と礫がまとまって出土した。坑底からも礫がまと

まって出土しているが、覆土上位のものと比べて坑底出土のものはやや小さい。土坑墓の可能性があ

る。NP－１６７より新しい。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半または後期前葉と考えられる。

（村田）

掲載遺物 石 器：８０は石皿である。片面使用で、すり面は大きく凹む部分と比較的平坦な部分があ

る。石材は安山岩である。 （新家）

NP－１６８（図�－２７、写真図版１７－９８）
位 置 G６ 立 地 標高４３m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．３３／１．２１×１．００／０．９０×０．６６m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は坑底に粘性のある薄い黒色土の堆積があり、その上位は暗
褐色土や黒褐色土で埋め戻されている。坑底は平坦で、壁は急に立ち上がる。覆土の上位に扁平打製
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石器、石皿と人頭大の礫がまとまっており、覆土の中位に拳大の礫がまとまって出土した。土坑墓と

考えられる。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

NP－１６９（図�－２７、写真図版１８－９９）
位 置 G７・８ 立 地 標高４３m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 円形 規 模 ０．９９／０．７８×０．９７／０．７６×０．４２m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は坑底に粘性のある暗褐色土が薄く堆積があり、その上位は
�層を主体とする黄褐色土と暗褐色土で埋め戻されている。坑底は平坦で、壁は急に立ち上がる。坑
底から拳大～人頭大の礫が出土している。土坑墓と考えられる。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

NP－１７０（図�－２７・５７、写真図版１８・２６・３１－１００・１２４・１２９）
位 置 J７ 立 地 標高４２．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 円形 規 模 ０．７３／０．４９×０．７１／０．４７×０．２９m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層に�層が混じる黄褐色土で埋め戻しである。坑底は平
坦で、壁は急に立ち上がる。覆土の上位から�群 a類土器と北海道式石冠４点、被熱礫１点を含む
礫２４点がまとまって出土した。土坑墓と考えられる。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

掲載遺物 土 器：８１は�群 a類土器である。覆土１層から出土した。底部が張り出し、胴が張り
頸部がくびれる器形である。体部には RL縄文が施され、胴上部で施文方向を変えている。口縁部を

欠く。 （鎌田）

石 器：８２は北海道式石冠である。図中の上部と一端に欠損がある。基部には丁寧な敲打調整が施さ

れている。機能面はよく使い込まれ、なめらかで平坦である。石材は安山岩である。 （新家）

NP－１７１（図�－２７・５８、写真図版１８・３１－１０１・１２９）
位 置 I８ 立 地 標高４２．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．３９／１．１４×０．９９／０．８０×０．５６m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は坑底に粘性のある黒色土の薄い堆積があり、その上位は�
層・�層主体の黄褐色土や�層主体の黒褐色土で埋め戻されている。坑底は平坦で、壁は急に立ち上
がる。覆土の上位から中位で扁平打製石器、石皿、礫がまとまって出土した。土坑墓と考えられる。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

掲載遺物 石 器：８３は扁平打製石器である。横長素材の両端を打ち欠き、長い一辺を機能面とする。

すり面がほぼ平坦に、幅広く形成されている。石材は安山岩である。 （新家）

NP－１７２（図�－２７、写真図版１８－１０２）
位 置 H８ 立 地 標高４３m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 円形 規 模 ０．８９／０．７０×０．７９／０．６６×０．１９m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層を主体とする黒褐色土と暗褐色土。坑底は平坦で、壁
は急に立ち上がる。坑底から礫が６点まとまって出土した。土坑墓の可能性がある。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

� 遺構とその遺物

３５



NP－１７３（図�－２７、写真図版１８－１０３）
位 置 H８ 立 地 標高４３m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 円形 規 模 ０．８３／０．５９×０．８１／０．５８×０．３５m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層・�層を主体とする埋め戻しである。覆土上位の黒色
土には小礫が混じる。坑底は平坦で、壁は急に立ち上がる。坑底からたたき石１点と礫がまとまって

出土した。土坑墓と考えられる。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

NP－１７４（図�－２８）
位 置 I１８ 立 地 標高４５．０m付近の平坦面

平面形 円形 規 模 ０．９６／０．７６×０．９０／０．７６×０．４５m

確認・調査 �層に相当する面で確認した。周辺は古い風倒木によると思われる撹乱により、明黄褐
色ローム層が露出していた。覆土は�層主体で、ローム塊やロームブロックが混入する。埋め戻しと
考えられる。坑底は平坦で壁は急、壁はやや外傾する。覆土上位から石皿が２点、覆土から拳～手の

ひら大の礫が３点出土している。覆土が埋め戻しであることと石皿の出土状況から、土坑墓と考えら

れる。

時 期 周辺包含層の出土遺物から、縄文時代後期前葉の可能性がある。 （柳瀬）

NP－１７６（図�－２８、写真図版１８－１０４）
位 置 G１７・１８ 立 地 標高４５．２m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 ０．８０／０．５７×０．７５／０．４８×０．１６m

確認・調査 �層で確認した。本遺構の上位では NS－１が検出されており、その土層観察のために
Gラインにベルトを設定し、ベルトにかかる礫を残して包含層の掘り下げを行った。本遺構はその

ベルトに一部かかって検出され、ベルトに現れた断面と礫との関係を観察した結果、少なくとも NS

－１の礫の一部は本遺構に納められた状態と判断できた。そのため、本遺構は NS－１に伴うものと

考えられる。

覆土は�層主体で、礫の出土状況から埋め戻しと考えられる。坑底はボウル状に窪み、立ち上がり
は緩やかである。NS－１として取り上げた礫以外は、坑底付近から拳大の礫が出土している。土坑

墓の可能性がある。

時 期 周辺包含層の出土遺物から、縄文時代後期前葉である。 （柳瀬）

NP－１８０（図�－２８、写真図版１９－１０５）
位 置 H１７ 立 地 標高４５．０m付近の平坦面

平面形 隅丸方形 規 模 ０．９２／１．０７×０．８７／０．８４×０．６６m

確認・調査 �層上面で検出した。覆土は主に�層主体で、Ko―gや小礫が多く混入する。下層には
ローム・Ko―g主体層が堆積する。埋め戻しと考えられる。フラスコ状の土坑で、坑底は平坦、立ち

上がりは緩やかで、壁は下半でオーバーハングし、上半で開く。覆土上位から石皿２点と重さ２２．６�
の礫が出土したほか、覆土から拳～人頭大の礫が多数出土した。覆土が埋め戻しであることと遺物の

出土状況から、土坑墓と考えられる。

時 期 周辺包含層の出土遺物から、縄文時代後期前葉である。 （柳瀬）
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NP－１８２（図�－２９・５９、写真図版１９・２７－１０６・１２５）
位 置 H７ 立 地 標高４２．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 円形 規 模 １．５７／１．３０×１．５３／１．２８×０．８０m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は坑底に粘性のある暗褐色土の薄い堆積があり、その上位は
�層・�層を主体とする褐色土や暗褐色土の埋め戻しである。坑底は平坦で、壁は急に立ち上がる。
覆土の中位から�群 a類土器と台石、礫がまとまって出土した。土坑墓と考えられる。
時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

掲載遺物 土 器：８７は�群 a類土器である。覆土１層から出土した。器面には結束第２種斜行縄
文が施されている。口縁に二山と一山の角形突起をもつ。二山の突起下口縁器面には横位の把手状貼

付、一山の突起下口縁器面には横位の貼付が付けられている。突起頂部と横位の把手状貼付には沈線

が施されている。口唇には棒状工具によるまばらな刻みがある。 （鎌田）

NP－１８３（図�－２９）
位 置 H・I１７ 立 地 標高４５．０m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 １．９８／０．６７×１．６０／０．６６×０．６２m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は坑底付近に黒褐色土が堆積し、その上位は�層もしくは
Ko―gとロームが混合したと思われる土層である。埋め戻しと考える。西側に大きな張り出しのある

土坑で、坑底は平坦、立ち上がりは緩やかで壁は外傾する。張り出し部の底面は東側へ傾斜する。張

り出し部の底面から砥石が、坑底から人頭大の礫が出土したほか、覆土からたたき石・焼成粘土塊が

出土している。覆土が埋め戻しであることとから、土坑墓の可能性がある。また、NP－１１５と形態・

規模が共通している。

時 期 周辺包含層の出土遺物から、縄文時代後期前葉である。 （柳瀬）

NP－１８６（図�－２９・５８、写真図版１９・２６・２７－１０７・１２４・１２５）
位 置 F・G２３ 立 地 標高４４．５m付近の沢地形に近い平坦面

平面形 不明 規 模 （１．５５）／（１．３０）×―／―×０．３０m

確認・調査 F２３区の包含層調査を終了した段階で、G２３区との境界の断面において黒色土の落ち込

みを検出した。G２３区の�層上面で平面形を検出した。覆土は�層主体の黒色土で、Ko―gブロック
を含む。埋め戻しである。坑底は平坦で立ち上がりは緩やか、壁は外傾する。覆土上位から�群 a
類土器がまとまって出土した。土坑墓の可能性がある。

時 期 覆土の出土遺物から、縄文時代後期前葉である。 （柳瀬）

掲載遺物 土 器：８５・８６は�群 a類土器である。いずれも覆土から出土した。８５は無文の小型の
土器で底部が張り出す。器面には縦位の擦痕が認められる。８６は器面に RL縄文が施されている。底

部はわずかに張り出し、無文となる。 （鎌田）

NP－１８７（図�－３０）
位 置 E・F２１ 立 地 標高４４．５m付近の沢地形に近い平坦面

平面形 不整な隅丸長方形 規 模 １．９５／０．６９×１．２８／１．１５×０．２０m

確認・調査 �層上面で検出した。覆土はロームの多く混入する暗褐色土で、埋め戻しである。坑底
はほぼ平坦、立ち上がりは緩やかで壁は外傾する。土坑墓の可能性がある。

時 期 周辺包含層の出土遺物から、縄文時代中期前半あるいは後期前葉である。 （柳瀬）
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４ その他の土坑
土坑墓や土坑墓の可能性のある土坑以外のものを、その他の土坑としてまとめた。

NP－９７・９８・１００～１０３・１０５・１０９・１１４・１１６・１１９～１２５・１２９・１３０・１３４～１３７・１３９～１４２・１４５～

１４９・１５４～１５８・１６１・１６２・１６５・１６７・１７５・１７７～１７９・１８１・１８４・１８５・１８８～１９１の５２基がある。

このうち C地区で検出したものは NP－９７・９８・１００～１０３・１０５・１０９・１１４・１１６・１１９～１２３・１３４

～１３７・１３９・１４０～１４２・１４５～１４９・１５５～１５８・１６１・１６２・１６５・１６７・１７５・１７７～１７９・１８１・１８４・１８５

の４３基である。E地区で検出したものは NP－１２４・１２５・１２９・１３０・１５４・１８８～１９１の９基である。

これらは大きく分けると、縄文時代前期後半、中期前半、後期前葉の三つの時期のものがある。

前期後半のものと考えられるものは NP－１８９である。前期後半あるいは中期前半のものと考えら

れるものは NP－１８８、前期後半あるいは後期前葉の所産と考えられるものは NP－１９１である。中期

前半のものと考えられるものは NP－１１４・１１６・１３６・１３７・１３９・１４１である。中期前半あるいは後期

前葉のものと考えられるものは NP－１０５・１４０・１４２・１６５・１６７・１９０である。後期前葉のものと考え

られるものは NP－９７・９８・１００・１０１・１０２・１０９・１１９～１２５・１２９・１３４・１３５・１４５～１４９・１５４～１５８

・１６１・１６２・１７５・１７７～１７９・１８１・１８４・１８５である。NP－１０３（後期前葉の NP－９９より新）・１３０

は時期不明のものである。なお、C地区で検出した土坑のうち NP－１３６・１３７・１４５・１７５・１７７・１７８

・１７９・１８１・１８４・１８５の記述は省略した。 （鎌田）

NP－９７（図�－１３、写真図版９－３７）
位 置 D６ 立 地 標高４４m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 円形 規 模 １．１３／０．８０×１．０６／０．６９／０．８２m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は上位が�層主体、下位は流入土と壁の崩落土の互層である。
坑底は平坦で、壁は急に立ち上がる。覆土の上位から角礫がまとまって出土している。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

NP－９８（図�－１３）
位 置 G１５ 立 地 標高４５m付近の平坦部

平面形 ほぼ円形 規 模 ０．６５／０．４３×０．５８／０．４１×０．６９m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層と�層の混じった土壌が主体である。坑底は平坦で、
壁は急に立ち上がる。覆土から�群 a類の土器が出土している。
時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

NP－１００（図�－１４）
位 置 G８ 立 地 標高４３m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．３１／０．８６×１．１２／０．８４×０．５４m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層が主体で、炭化物を少量含む。坑底は平坦で、壁は緩
やかに立ち上がる。覆土から�群 a類の土器とたたき石が出土している。
時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）
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NP－１０１（図�－１４、写真図版９・１０－４０・４１）
位 置 G・H９ 立 地 標高４３．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．４７／１．１８×１．０７／０．８１×０．５４m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層を主体とする流入土と�層の崩落土である。坑底は平
坦で、壁は緩やかに立ち上がる。断面は椀状を呈する。覆土から�群 b類と�群 a類の土器が出土
している。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

NP－１０２（図�－１５）
位 置 H８・９ 立 地 標高４３m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．５６／１．１７×－／－×０．６４m

確認・調査 �層上面で確認した。斜面に直交するトレンチを掘ったところ、２基の土坑が重複して
いることがわかったので、新しいものを NP－１０２、古いものを NP－１０４とした。覆土は硬くしまっ

た暗褐色土である。坑底は凹凸があり、壁は緩やかに立ち上がる。覆土から�群 a類土器が出土し
ている。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

NP－１０３（図�－１５、写真図版１０－４２）
位 置 G９ 立 地 標高４３．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 －／－×１．１０／０．６１×０．４９m

確認・調査 NP－９９の壁で確認した。覆土は�層主体の黒褐色土で炭化物を少量含む。坑底は平坦
で、中央に柱穴状の小ピットがある。壁は緩やかに立ち上がる。

時 期 不明。NP－９９より新しい。 （村田）

NP－１０５（図�－１５・５０、写真図版１０・２９－４３・１２７）
位 置 D１１ 立 地 標高４５．５m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 １．９７／１．２７×１．６０／１．０６×０．６８m

確認・調査 Dラインで土層観察用のトレンチを掘った際、確認した。覆土は上位が�層を主体と
する黒色土、下位は黒褐色土と褐色土の流入土である。坑底は平坦で、壁は緩やかに立ち上がる。覆

土の上位から２０�程度の角礫がまとまって出土した。土器は�群 a類・�群 a類土器が、石器は北
海道式石冠が２個出土した。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半または後期前葉と考えられる。

（村田）

掲載遺物 石 器：４８は北海道式石冠である。敲打調整痕が不均一に基部を一周している。機能面は

ほぼ平坦である。石材は安山岩である。 （新家）

NP－１０９（図�－１６）
位 置 E９ 立 地 標高４４m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 ０．７６／０．６４×０．６７／０．５３×０．２３m

確認・調査 �層上面で確認した。壁は緩やかに立ち上がり、断面は椀状を呈する。覆土から�群 a

� 遺構とその遺物
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類の土器が出土した。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

NP－１１４（図�－１８、写真図版１１－５１）
位 置 H・I１０ 立 地 標高４３．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 ０．８３／０．４６×０．７０／０．４３×０．３８m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層を主体とする暗褐色土である。壁は緩やかに立ち上が
り、断面は椀状を呈する。遺物は出土していない。

時 期 遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

NP－１１６（図�－１８、写真図版１１－５２）
位 置 H９ 立 地 標高４３m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．１９／０．９４×０．７８／０．５７×０．２６m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層を主体とする暗褐色土である。坑底は平坦で、壁は緩
やかに立ち上がる。覆土の上位から大型の礫が１点出土した。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

NP－１１９（図�－１８）
位 置 G１５ 立 地 標高４５m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 １．３４／１．０１×１．１０／０．９５×０．２９m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は黒褐色土の�層が大半である。坑底は平坦で、壁は急に立
ち上がる。覆土から�群 a類の土器が出土している。
時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

NP－１２０（図�－１９）
位 置 F１５ 立 地 標高４５m付近の平坦面

平面形 円形 規 模 ０．３６／０．２５×０．３５／０．２７×０．４２m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層・�層が主体の黒褐色土である。円形の小土坑で隣接
する NP－１２１～１２３・１３５と関連する可能性がある。覆土から�群 a類の土器が出土している。
時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

NP－１２１（図�－１９）
位 置 F１６ 立 地 標高４５m付近の平坦面

平面形 円形 規 模 ０．４４／０．１８×０．４４／０．１９×０．５２m

確認・調査 �層上面で確認した。�層・�層が主体の黒褐色土である。円形の小土坑で隣接する
NP－１２０・１２２・１２３・１３５と関連する可能性がある。覆土中位と坑底から�群 a類の土器が出土して
いる。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）
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NP－１２２（図�－１９）
位 置 F１７ 立 地 標高４５m付近の平坦面

平面形 円形 規 模 ０．３３／０．１３×０．３０／０．１４×０．５３m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層・�層が主体の黒褐色土である。円形の小土坑で隣接
する NP－１２０・１２１・１２３・１３５と関連する可能性がある。断面はやや尖る。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

NP－１２３（図�－１９）
位 置 F１８ 立 地 標高４５m付近の平坦面

平面形 円形 規 模 ０．４８／０．３３×０．４８／０．３１×０．４９m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層・�層が主体の黒褐色土である。円形の小土坑で隣接
する NP－１２０～１２２・１３５と関連する可能性がある。覆土上位から大型の礫が１点出土している。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

NP－１２４（図�－１９、写真図版１１－５５）
位 置 C・D３７ 立 地 標高４０．９～４１．１m付近の緩斜面

平面形 ほぼ円形 規 模 ０．９４／０．６０×０．８４／０．５７×０．１８m

調査・確認 �層上面で、黒色土の落ち込みの中の大型礫を検出した。覆土は�層主体である。大型
の礫以外に、覆土や坑底から�群 a類の土器片が１５点出土している。
時 期 出土遺物から縄文時代後期前葉である。 （新家）

NP－１２５（図�－１９・５４、写真図版１１・１２・２４・３０－５６・５７・６３・１２２・１２８）
位 置 C・D３９ 立 地 標高４０．６～４０．８m付近の緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．７０／１．３８×１．２６／０．９６×０．５４m

調査・確認 �層上面で検出した。覆土１層は�層主体の自然堆積と思われる。２～４層は�・�・
Ko―g層が混在する。５層は底面全体に均一に堆積している。覆土や坑底から�群 a類の土器片が４５
点出土している。石器は頁岩のスクレイパーなどが出土している。

時 期 出土遺物から縄文時代後期前葉である。 （新家）

掲載遺物 土 器：６２は�群 a類土器である。坑底、覆土、�・�層出土の破片が接合した。LR縄
文地に磨消縄文による文様をもつ。口縁文様帯に波状沈線文、胴部文様帯に沈線により渦巻文、くの

字・逆くの字状沈線文、稲妻文、磨消手法によりカニのハサミ状の文様が描かれている。頸部は無文

帯となる。 （鎌田）

石 器：６３はスクレイパーである。逆三角形の素材の左右両側縁に刃部が形成されている。背・腹両

面から、連続した剥離調整を施している。石材は頁岩である。 （新家）

NP－１２９（図�－２０・５５、写真図版１３・２４－６４・１２２）
位 置 C３６ 立 地 標高４０．６～４０．８m付近の緩斜面

平面形 円形 規 模 １．１０／０．７０×１．０３／０．６８×０．２０m

調査・確認 �層上面で検出した。覆土は自然堆積と思われる。覆土・床から�群 a類の土器片が
４点出土している。

� 遺構とその遺物
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時 期 出土遺物から縄文時代後期前葉である。 （新家）

掲載遺物 土 器：６６は�群 a類土器である。覆土と�・�層出土の破片が接合した。口縁に頂部
が凹む山形隆起部が５か所ある。肩が張り、頸部がくびれて口縁が緩く外反する。無文地に２本単位

の沈線により頸部と胴部に横線を引き区画し、そこに連弧状沈線文を描く。 （鎌田）

NP－１３０（図�－２０）
位 置 C３９ 立 地 標高４０．８～４１．０m付近の緩斜面

平面形 不整形 規 模 ０．９９／０．８０×０．７６／０．５６×０．１８m

調査・確認 �層上面で検出した。覆土には�・�層が混在する。坑底が平らでないので、人工的な
土坑でないかもしれない。遺物は出土していない。

時 期 不明である。 （新家）

NP－１３４（図�－２１、写真図版１３－６７）
位 置 H１２ 立 地 標高４３．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 円形 規 模 ０．８４／０．６２×０．８０／０．５６×０．３９m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層・�層を主体とする暗褐色土。坑底は平坦で、壁は急
に立ち上がる。覆土から礫が数点出土している。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

NP－１３５（図�－２１）
位 置 G１４ 立 地 標高４５m付近の平坦面

平面形 円形 規 模 ０．５４／０．３６×０．５４／０．３４×０．７１m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層・�層が主体の黒褐色土である。円形の小土坑で隣接
する NP－１２０～１２３と関連する可能性がある。断面はやや尖る。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代後期前葉と考えられる。 （村田）

NP－１３９（図�－２２）
位 置 G１５ 立 地 標高４５m付近の平坦面

平面形 円形 規 模 ０．５７／０．３５×０．５４／０．３２×０．５０m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は主に�層の暗褐色土で、一部�層の褐色土がブロック状に
混じる。坑底は平坦で、壁は急に立ち上がる。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

NP－１４０（図�－２２）
位 置 G・H１０・１１ 立 地 標高４４m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 １．６８／１．１４×１．３０／０．８８×０．３８m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層・�層が主体の黒褐色土である。坑底は平坦で、壁は
緩やかに立ち上がる。遺物出土状況は坑底から拳大の礫が６点まとまって出土した。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半または後期前葉と考えられる。

（村田）
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NP－１４１（図�－２２、写真図版１４－７１・７２）
位 置 E１６ 立 地 標高４５．５m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 ０．８９／０．５８×０．６１／０．３４×０．２４m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層・�層が主体の暗褐色土である。坑底は平坦で、壁は
緩やかに立ち上がる。坑底から北海道式石冠が出土した。NH－２３より古い。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半と考えられる。 （村田）

NP－１４２（図�－２２、写真図版１４－７３・７４）
位 置 E１６ 立 地 標高４５．５m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 ０．７３／０．５６×０．７３／０．５４×０．４７m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層の黒褐色土である。坑底は平坦で、壁は急に立ち上が
る。覆土から�群 a類・�群 a類の土器とフレイクが出土した。NH－２３より古い。
時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半または後期前葉と考えられる。

（村田）

NP－１４６（図�－２４）
位 置 G１６ 立 地 標高４５．０m付近の平坦面

平面形 ほぼ円形 規 模 ０．７７／０．４８×０．７５／（０．４４）×０．３２m

確認・調査 �層中で確認した。覆土は３層に分けられる。人為的な埋め戻しと見られる。遺物の出
土状況は、覆土１層から�群 a類の土器片２９点と安山岩の礫が３点出土した。
時 期 出土遺物から縄文時代後期前葉の可能性が考えられる。 （影浦）

NP－１４７（図�－２４）
位 置 G１６ 立 地 標高４４．７m付近の平坦面

平面形 ほぼ円形 規 模 ０．４１／０．２７×０．３７／０．２４×０．２０m

確認・調査 �層中で確認した。覆土は単層であるが遺物の出土状況から人為的な埋め戻しによるも
のと見られる。確認面中央部において安山岩の礫が４点まとまって出土していた。SP－４１９が後から

構築されたことにより、壁の一部が破壊されている。

時 期 周辺の出土遺物から縄文時代後期前葉の可能性が考えられる。 （影浦）

NP－１４８（図�－２４、写真図版１５－７９・８０）
位 置 G１６ 立 地 標高４５．０m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 １．３９／１．０５×０．８６／０．５８×０．２９m

確認・調査 �層中で確認した。NP－１４９の上につくられた遺構である。覆土内から�群 a類の土器
片が２５点、頁岩のフレイクが１点、散発的に出土した。

時 期 出土遺物から縄文時代後期前葉の可能性が考えられる。 （影浦）

NP－１４９（図�－２４、写真図版１５－７９・８１）
位 置 G１６ 立 地 標高４５．０m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 ―／（１．０５）×（０．９６）／０．８６×（０．２５）m

� 遺構とその遺物
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確認・調査 �層中で確認した。中心部は NP－１４８によって壊されている。また、長軸両端も木根
の撹乱で破壊されている。覆土内から�群 a類の土器片が３点、頁岩のフレイクが１点、散発的に
出土した。

時 期 周辺の出土遺物から縄文時代後期前葉の可能性が考えられる。 （影浦）

NP－１５４（図�－２５、写真図版１６－８９）
位 置 E４６・４７ 立 地 標高３８．８～３９．２m付近の斜面肩

平面形 楕円形 規 模 １．６０／１．４４×（０．８６）／（０．７０）×０．２８m

調査・確認 NP－１５２を調査中、その周囲に NP―１５２の覆土とは異なる黒褐色土の落ち込みを検出

した。坑底から�群 a類の土器片が１点、覆土から�群 a類の土器片が６点出土している。
時 期 出土遺物から縄文時代後期前葉か。 （新家）

NP－１５５（図�－２５、写真図版１６－９０）
位 置 H１６ 立 地 標高４４．５m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 １．３４／１．０３×０．９１／０．６７×０．２２m

確認・調査 �層中で確認した。木根痕の上につくられたた土坑である。埋没後に SP－４２２が構築さ
れている。遺物は出土していない。

時 期 周辺の出土遺物から縄文時代後期前葉の可能性が考えられる。 （影浦）

NP－１５６（図�－２４、写真図版１７－９１）
位 置 G１６ 立 地 標高４４．７m付近の平坦面

平面形 ほぼ円形 規 模 ０．５７／０．３２×０．５３／０．２５×０．６０m

確認・調査 �層中で確認した。覆土は３層に分けられる。確認面中央部において拳大の礫を検出し
た。覆土１層から�群 a類の土器片が２点出土している。
時 期 周辺の出土遺物から縄文時代後期前葉の可能性が考えられる。 （影浦）

NP－１５７（図�－２５、写真図版１７－９４）
位 置 H１６ 立 地 標高４４．５m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 １．２７／０．８８×０．８５／０．６８×０．１５m

確認・調査 �層中で確認した。遺物は出土していない。一部、NP－１６１と重複する。NP－１６１のほ
うが古い。

時 期 周辺の出土遺物から縄文時代後期前葉の可能性が考えられる。 （影浦）

NP－１５８（図�－２４・５７、写真図版３１－１２９）
位 置 G１６ 立 地 標高４５．０m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 ０．４９／０．３３×０．３６／０．２４×０．４１m

確認・調査 �層中で確認した。覆土は２層に分けられる。北の壁際の中位において刃部を下に向け
た状態で石斧が１点出土した。

時 期 周辺の出土遺物から縄文時代後期前葉の可能性が考えられる。 （影浦）

掲載遺物 石 器：７９は石斧である。基端側を大きく欠落する。全体によく研磨されている。石材は
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泥岩である。 （新家）

NP－１６１（図�－２５）
位 置 I１６ 立 地 標高４４．５m付近の平坦面

平面形 楕円形 規 模 ０．６１／０．３７×（０．３７）／０．２９×０．２３m

確認・調査 �層中で確認した。覆土は２層に分けられる。人為的な埋め戻しと見られる。
時 期 周辺の出土遺物から縄文時代後期前葉の可能性がある。 （影浦）

NP－１６２（図�－２４、写真図版１７－９５）
位 置 G１６ 立 地 標高４４．８m付近の平坦面

平面形 ほぼ円形 規 模 ０．６６／０．５０×０．６０／０．３９×０．２２m

確認・調査 �層中で確認した。覆土は３層に分けられる。覆土１層から�群 a類の土器片が２点
出土した。

時 期 周辺の出土遺物から縄文時代後期前葉の可能性がある。 （影浦）

NP－１６５（図�－２６）
位 置 D５ 立 地 標高４３．５m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 円形 規 模 １．０８／０．９２×０．９９／０．８１×０．５９m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は主に�層・�層を主体とする暗褐色土と�層の崩落土であ
る。坑底は平坦で、壁は急に立ち上がる。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半または後期前葉と考えられる。

（村田）

NP－１６７（図�－２６、写真図版１７－９６）
位 置 D・E５ 立 地 標高４３m付近の濁川に面する緩斜面

平面形 楕円形 規 模 ０．８３／０．５３×－／－×－m

確認・調査 �層上面で確認した。覆土は�層主体の黒褐色土。壁は緩やかに立ち上がり、断面は椀
状を呈する。NP－１６６より古い。

時 期 遺構および遺構周辺の出土遺物から、縄文時代中期前半または後期前葉と考えられる。

（村田）

NP－１７７（図�－２８・５８、写真図版３１－１２９）
掲載遺物 石 器：８４はつまみ付きナイフである。縦長の素材両側縁に剥離調整が見られる。図正面

右側縁の加工は波状に抉りが入っている。石材は頁岩である。 （新家）

NP－１８８（図�－３０）
位 置 B４７ 立 地 標高３７．４～３７．８m付近の急斜面

平面形 いびつな楕円形 規 模 ０．９９／０．６４×０．７４／０．４８×０．４１m

調査・確認 �層上面で検出した。�層の下の頁岩層を掘り抜いてつくられている。覆土に�層の混
入が少なく、古い時期の土坑の可能性がある。遺物は出土していない。

時 期 周辺の遺構・遺物から縄文時代前期後半あるいは中期前半と考えられる。 （新家）

� 遺構とその遺物
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NP－１８９（図�－３０・５９、写真図版１９・３１－１０８・１２９）
位 置 C４６ 立 地 標高３９．０～３９．２m付近の斜面肩

平面形 円形 規 模 ０．６４／０．４０×０．６２／０．３２×０．３８m

調査・確認 �層上面で検出した。覆土１層は自然堆積である。�群 b類の土器片が１８点、北海道
式石冠が４点出土している。

時 期 出土遺物から、縄文時代前期後半である。

掲載遺物 石 器：８８は北海道式石冠である。やや横長の素材の中程を鉢巻き状の敲打調整痕が一周

する。すり面は使用により図中正面側にやや傾く。石材は安山岩である。 （新家）

NP－１９０（図�－３０）
位 置 D４７、E４７・４８ 立 地 標高３８．０～３８．４m付近の急斜面

平面形 いびつな楕円形 規 模 １．７７／１．２４×１．５６／１．０７×（０．６０）m

調査・確認 �層中に�層主体の土が小判形に落ち込んでいた。斜面上の攪乱を掘り抜く作業中に、
攪乱と誤認し上部を削平してしまった。遺物は�群 a類の土器片が１点、�群 a類の土器片が４点、
安山岩の大型の礫が２点出土している。

時 期 出土遺物から、縄文時代中期前半あるいは後期前葉である。 （新家）

NP－１９１（図�－３０・５９、写真図版１９・３１－１０９・１１１・１２９）
位 置 E４６ 立 地 標高３９．２～３９．４m付近の斜面肩

平面形 円形 規 模 ０．４９／０．３２×０．４８／０．２８×０．１９m

調査・確認 斜面の攪乱除去作業中、安山岩の礫数点と、その周辺の黒色土の落ち込みを検出した。

覆土は�層主体である。遺物は安山岩の礫のほか、�群 b類の土器片４５点、�群 a類の土器片３０点、
スクレイパー２点、Rフレイク１点などが出土している。

時 期 出土遺物から、縄文時代前期後半あるいは後期前葉である。

掲載遺物 石 器：８９はスクレイパーである。素材上半分の背面に丁寧な剥離調整が施されている。

石材は頁岩である。 （新家）

５ 石組炉
SF－１（図�－３１、口絵５－１８）
位 置 B４４ 立 地 標高３９．８～４０．２m付近の浅い沢部分 規 模 （０．５８）×（０．２６）×０．１０m

調査・確認 �層調査中、安山岩礫が数点、弧状に並んで出土した。周辺と内側を精査し、弱く焼け
た焼土を検出した。半截した断面は不明瞭で散漫であった。この石組炉は、若干窪んだ沢状の地形に

位置し、この地形を利用した、この時期特有の掘り込みの浅い住居の一部であった可能性もある。

時 期 周辺の出土遺物や出土遺構から、縄文時代後期前葉と思われる。 （新家）

SF－２（図�－３１、口絵６－２０）
位 置 B４４ 立 地 標高３９．６～４０．０m付近の浅い沢部分 規 模 （１．０８）×（０．４５）×０．０８m

調査・確認 �層調査後、�層上面で安山岩礫が数点並んで出土した。周辺と内側を精査し、弱く焼
けた焼土を検出した。焼土の断面も不明瞭である。この石組炉は、SF－１と同じく、若干窪んだ沢

状の地形に位置し、この地形を利用した、この時期特有の掘り込みの浅い住居の一部であった可能性

がある。
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時 期 周辺の出土遺物や出土遺構から、縄文時代後期前葉と思われる。 （新家）

SF－３（図�－３１、口絵６－２１）
位 置 D４６ 立地 標高３８．８～３９．２m付近の斜面上の浅い沢部分

規 模 （０．８６）×（０．７２）×０．２０m

調査・確認 風倒木の攪乱の中に安山岩礫が数点並んで出土した。周辺と内側を精査し、弱く焼けた

焼土を検出した。焼土の断面は攪乱を受け、風倒木の中にもぐり込んでいる。

時 期 周辺の出土遺物や出土遺構から、縄文時代後期前葉と思われる。 （新家）

SF－４（図�－３１・５９、口絵６－２２、写真図版３１－１２９）
掲載遺物 石 器：９０は石斧の未製品である。部分的に研磨した痕がみられるが、片刃の刃部は完成

していない。石材は泥岩である。 （新家）

６ 焼土
NF－３９～４１・４６・４７（図�－３１・３２）
特 徴 検出面は�層上位で、続縄文のものと思われる。周辺から後北 B式土器がまとまって出土
している （村田）

NF－４２・４４・４５・５１～５４・５９・６０（図�－３１～３３）
特 徴 検出面は�層中（NF－５３のみ�層上面で検出）で、縄文時代中期前葉または後期前葉のも
のと思われる。位置図で住居跡、土坑と重なっているものがあるが遺構に伴うものはない。（村田）

NF－４３（図�－３１、口絵７－２４）
位 置 E４０ 立 地 標高３９．８～４０．０m付近の緩斜面 規 模 ０．４６×０．４０×０．１４m

調査・確認 �層調査中に検出した。焼けていない�層の黒い粒が斑状に混入しており、この場で焼
けたものかは不明である。

時 期 不明。 （新家）

NF－４８（図�－３２）
位 置 D３５・３６ 立 地 標高４０．４～４０．６m付近の平坦面 規 模 ０．３６×０．３１×０．０７m

調査・確認 �層上面で検出した。焼けは弱い。安山岩の礫が３点周辺から出土した。
時 期 不明。 （新家）

NF－５６（図�－３２、口絵７－２５）
位 置 C４６ 立 地 標高３９．２～３９．４m付近の斜面 規 模 ０．４１×０．３４×０．１３m

調査・確認 �層で焼土の塊が散在しているのを検出した。部分的に明るく焼けているが、焼けの強
さは漸変で、層厚は不規則である。

時 期 不明。 （新家）

７ 柱穴・小ピット
SP－３１７・３１８・３２１～３２５・３２７～３３０（図�－３３・３４）
位 置 F１４～１６、G１５

時期・特徴 縄文時代後期前葉に属するものと思われる。A地区からの続きである。 （村田）

� 遺構とその遺物
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SP－４５１～４７０（図�－３８・３９、写真図版２０－１１２）
位 置 C・D４４～４６、E４３・４５～４７ 立 地 標高３９．０～４０．４m付近の斜面肩～斜面

規 模 ０．１４～０．３３／０．０５～０．１８×０．２０～０．４７m

調査・確認 �層最終面の精査中、柱穴様の黒褐色土の落ち込みを数十か所で検出した。半截の結果、
２０本を柱穴土坑とした。太さも長さもまちまちで、配置に規則性はみられないが、調査区 C～E４３～

４７の斜面から肩にかけての範囲にまとまって出ている。

時 期 周辺の出土遺物や出土遺構から、縄文時代前期から後期前葉のものと思われる。 （新家）

SP－５０６

掲載遺物

土 器：９１は SP－５０６覆土出土の�群 a類土器である。LR縄文地に太い沈線による横線が認められ
る。 （鎌田）

８ 配石遺構
NS－１（図�－４２、写真図版２０・２５・３１－１１７・１２３・１２９）
C地区 G１７・１８の�層上面で３．０３×２．８８mの範囲で配石を１か所検出し、NS－１とした。礫２７点
からなる。�群 a類土器３点・スクレイパー１点と石皿が１点出土した。NS－１は縄文時代後期前
葉の墓の可能性のある土坑 NP－１７６に伴うものである。

掲載遺物

土 器：９２は�群 a類土器である。掲載した土器は NS－１から出土した破片と同一個体である。器
面にオオバコ回転文をまばらに施し、肩に沈線を引く。口縁から垂下する沈線文をもつ。 （鎌田）

石 器：９３は石皿である。片面使用で、すり面は２か所観察される。どちらも使用により若干凹む。

石材は安山岩である。 （新家）

９ 埋設土器（図�－４２・６０、写真図版２０・２５－１１３・１２３）
位 置 E４３ 立 地 標高３９．８～４０．０m付近の平坦面 規 模 ０．２５×０．３３m

調査・確認 �層調査中、直立して埋まった一個体の土器を検出した。周囲に明瞭な掘り込みはなく、
土器の中の土も周囲の�層と同じであった。
時 期 土器の型式から、縄文時代中期前半である。 （新家）

掲載遺物

土 器：９４は�群 a類土器である。口縁に台形突起をもつものと思われる。器面には結束第２種斜
行縄文が施されている。突起基部に貼付隆帯をもつ。隆帯には縄の圧痕がある。 （鎌田）

１０ 剥片集中（図�－３２、写真図版２０－１１５）
C地区 D１９の�層中位において、０．４０×０．１４mの範囲でフレイクが集中している部分を検出した。
遺物は�群 a類土器３点とフレイクが１０５点出土した。FC－１とした。出土遺物から縄文時代後期前
葉のものと推定する。 （鎌田）
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図�－１ NH－２２（１）
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図�－２ NH－２２（２）、NH－２３（１）
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図�－３ NH－２３（２）
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図�－４ NH－２４（１）
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図�－５ NH－２４（２）
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図�－６ NH－２５
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図�－７ NH－２６
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図�－８ NH－２７（１）
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図�－１０ NH－２７（３）
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図�－１１ NH－２７（４）
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図�－１２ NH－２８、NH－２９（１）
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図�－１３ NH－２９（２）、NP－９７・９８
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図�－１４ NP－９９～１０１
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図�－１５ NP－１０２～１０５
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図�－１６ NP－１０６・１０８～１１１

６４



図�－１７ NP－１１２・１１３・１１５
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図�－１８ NP－１１４・１１６～１１９
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図�－１９ NP－１２０～１２５
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図�－２０ NP－１２６～１３０・１３３
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図�－２１ NP－１３１・１３２・１３４～１３７
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図�－２２ NP－１３８～１４２
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図�－２３ NP－１４３～１４５・１５１
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図�－２４ NP－１４６～１５０・１５６・１５８・１６２・１６３
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図�－２５ NP－１５２～１５５・１５７・１６０・１６１
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図�－２６ NP－１５９・１６４～１６７
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図�－２７ NP－１６８～１７３
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図�－２８ NP－１７４～１８１
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図�－２９ NP－１８２～１８６
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図�－３０ NP－１８７～１９１
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図�－３１ SF－１～５、NF－３９～４６
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図�－３２ NF－４７～５４・５６・５８・５９、FC－１
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図�－３３ NF－５５・５７・６０・６１、SP－３１７～３２６
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図�－３４ SP－３２７～３４４
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図�－３５ SP－３４５・３４６・３６４～３７７．SP－３７８～４２５（１）
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図�－３６ SP－３４７～３５５．SP－３７８～４２５（２）
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図�－３７ SP－３５６～３６３・４２６～４３５．SP－４３６～４５０・４７１～４９８・５１３・５１４・５１７・５１９・５２０（１）
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図�－３８ SP－４３６～４５０（２）．SP－４５４・４５６・４６９・４７０．SP－４７１～４９８・５１３・５１４・５１７・５１９・

５２０（２）
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図�－３９ SP－４５１～４５３・４５５・４５７～４６８・５１５・５１６
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図�－４０ SP－４９９～５１２・５１８
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図�－４１ SP－５２１～５３０
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図�－４２ NS－１、埋設土器１
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表�－１ 遺構覆土土層注記一覧

NH－２２ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 褐色 ７．５YR４／４ 弱 堅 �＋Ko―g
２ 埴壌土 黒褐色 １０YR２／３ 弱 軟 地山礫３％、部分的に Ko―g塊３％、�＞Ko―g
３ 埴壌土 黒褐色 １０YR２／２ 弱 堅～軟 ローム斑状わずか、�＞Ko―g・�
４ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／１ 弱 堅 ローム斑状５％、壁際では粘性中、�＞Ko―g・�
５ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 堅 ローム斑状わずか、�＞Ko―g・�
６ 埴土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 すこぶる堅 �＋Ko―g、石組炉の石の掘り方

NH－２２ HP覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴土 黒色 １０YR２／１ 中 堅
２ 埴土 黒褐色 １０YR２／２ 弱 堅 φ１� Ko―g塊５％
３ 埴土 黒色 １０YR２／１ 弱 すこぶる堅 Ko―g５％
４ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 中 軟 φ２� Ko―g塊５％、�層に類似
５ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 堅～軟 炭化物５％、φ１�ローム１０％、Ng軽石３％
６ 埴土 黒色 １０YR１．７／１ 中 軟 Ko―g・ローム粒・炭化物わずか
７ 埴土 黒褐色 ２．５Y３／２ 中 堅 φ２� Ko―g５％
８ 埴土 黒褐色 ２．５Y２／１ 中 堅 Ko―g塊まだらに混
９ 埴土 黒褐色 １０YR２／２ 中 堅 Ko―g・ローム粒５％、炭化物３％、φ２�焼土塊わずか
１０ 埴壌土 黒褐色 ２．５Y３／２ 弱 堅 Ko―g３０％、炭化物わずか
１１ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／１ 中 軟 φ１�Ko―g塊・ローム塊各３％、炭化物わずか
１２ 壌土 黄褐色 ２．５Y５／４ 中 すこぶる堅 炭化物わずか、ローム＋Ko―g＞褐色土（斑状）
１３ 埴土 黒褐色 ２．５Y３／２ 中 すこぶる堅
１４ 埴土 黒色 １０YR２／１ 中 堅 φ２�ローム５％

NH－２２ HF－１覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 明褐色 ７．５YR５／８ 弱 軟 黒色土と焼土の斑状混合。層厚１�。

NH－２３ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �≫�

NH－２３ HP覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR２／２

NH－２３ 石組炉覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR１．７／１ �主体、炭化物あり
２ 暗褐色土 １０YR３／３ 焼土粒、灰混じる
３ 褐色土 １０YR４／６ �≫�

NH－２４ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 堅 Ko―g５％
２ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 すこぶる堅 φ１�礫５％、Ko―g４０％。�層に類似するが、混入物が多い
３ 壌土 暗褐色 １０YR３／４ 弱 堅 Ko―g５０％

� 遺構とその遺物
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NH－２４ HP覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 堅 Ko―g１０％、φ０．５�礫５％、焼土粒わずか
２ 壌土 褐色 ７．５YR４／４ 中 堅 �（Ko―g）～�が被熱した焼土
３ 壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 すこぶる堅 Ko―g１０％、φ０．５�礫５％
４ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 すこぶる堅 Ko―g５％
５ 壌土 黒褐色 ７．５YR３／１ 弱 すこぶる堅 焼土と黒色土の混合層
６ 壌土 赤褐色 ５YR４／８ 中 すこぶる堅 NH－２９覆土が被熱した焼土
７ 壌土 黒褐色 １０YR２／２ 弱 堅 Ko―g２０％、炭化物５％
８ 壌土 暗褐色 １０YR３／３ 弱 すこぶる堅 Ko―g３０％
９ 壌土 黒褐色 １０YR２／２ 中 軟 Ko―g２０％
１０ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 軟 Ko―g３０％、φ１�礫５％
１１ 壌土 暗褐色 １０YR３／３ 弱 すこぶる堅 Ko―g３０％
１２ 壌土 黒褐色 １０YR２／２ 弱 堅 Ko―g１０％、φ０．５�礫５％
１３ 壌土 黒褐色 １０YR３／１ 中 軟 Ko―g１０％
１４ 壌土 黒褐色 １０YR３／１ 弱 堅 Ko―g塊混、φ０．５礫５％

NH－２５ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 強 堅 判然 平坦 �

NH－２５ NF－１（HS－１）覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 砂壌土 暗褐色 ７．５YR３／４ 中 堅 散漫 不連続 φ５mm程度の焼土粒

NH－２６ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴土 黒褐色 １０YR２／２ 強 堅 判然 平坦 �＋�＋�

NH－２６ HP－１覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴土 黒褐色 １０YR２／２ 強 堅 判然 平坦 �＋�＋�
２ 埴壌土 暗褐色 １０YR３／３ 中 軟 判然 波状 �＋�

NH－２６ HP－２覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR１．７／１ 強 軟 判然 波状 �主体 根穴のように軟らかい

NH－２６ HP－３覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR２／２ 強 軟 明瞭 平坦 根穴のように軟らかい

NH－２６ HP－４覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 黒色 １０YR１．７／１ 強 堅 判然 平坦

NH－２６ HP－５覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 暗褐色 １０YR３／３ 中 軟 判然 平坦
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NH－２６ HP－６覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／４ 強 なし？ 判然 平坦

NH－２７ NF・HP覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 砂壌土 暗赤褐色 ５YR３／６ 弱 すこぶる堅 �が被熱した焼土
２ 壌土 黒褐色 １０YR２／２ 弱 堅 木根攪乱
３ 砂壌土 赤褐色 １０YR４／８ 弱 堅 HP－１６土層４が被熱した焼土
４ 砂壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 堅 礫５％、Ko―g３０％。A－A´・C－C´土層３に類似
５ 壌土 黄褐色 １０YR５／６ 中 すこぶる軟 �＋Ko―g
６ 砂壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 軟 Ko―g４０％
７ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 堅 Ko―g３０％
８ 壌土 にぶい黄褐色 １０YR４／３ 中 堅 Ko―g２０％
９ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 堅 Ko―g３０％部分的に塊状
１０ 砂壌土 黒褐色 １０YR２／３ 中 堅 Ko―g５０％
１１ 壌土 暗灰黄褐色 ２．５Y４／２ 弱 堅 Ko―g４０％
１２ 壌土 暗灰黄褐色 ２．５Y４／２ 弱 すこぶる堅 Ko―g４０％
１３ 壌土 灰黄褐色 １０YR４／２ 弱 堅 Ko―g３０％
１４ 壌土 黒褐色 １０YR３／１ 弱 軟 Ko―g２０％
１５ 壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 軟 Ko―g５％

NH－２６ HP－７覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 黒色 １０YR２／１ 中 堅 判然 平坦

NH－２６ HP－８覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 黒褐色 １０YR２／２ 中 堅 判然 平坦

NH－２８ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 暗褐色 １０YR３／３ 強 堅 明瞭 平坦 �＋�
２ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 強 すこぶる堅 明瞭 平坦 �＋�

NH－２８ NF－１覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 強 すこぶる堅 明瞭 平坦 �＋�
２ 焼土 褐色 １０YR４／４ 中 すこぶる堅 判然 平坦

NH－２７ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

�１ 壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 堅 φ０．５�礫５％ �層よりやや灰色がかる 遺物が大量に出土
�２ 壌土 黒色 １０YR１．７／１ 弱 堅 φ０．５�礫５％
１ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 堅 φ０．５�礫３％
２ 埴壌土 にぶい黄褐色 １０YR４／３ 弱 堅 φ～２�礫３％、Ko―g２０％。�＋Ko―g＋�
３ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 堅 φ～２�礫３％、Ko―g２０％。�＋Ko―g＋�
４ 壌土 黒褐色 ２．５Y３／２ 弱 堅 φ０．５�礫３％、Ko―g４０％。�＞Ko―g＞�
５ 砂壌土 褐色 １０YR４／４ 中 堅 φ１�礫１０％、Ko―g５０％
６ 砂壌土 黒色 １０YR２／１ 中 堅 φ１�礫５％、Ko―g１０％

� 遺構とその遺物
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NH－２９ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 黒色 １０YR２／１ 中 堅 φ０．５�礫１％、炭化物ごくわずか
２ 壌土 黒褐色 ２．５Y３／２ 中 堅 φ０．５�礫５％、Ko―gが塊状に混入し、全体にまだら
３ 壌土 灰黄褐色 ２．５Y４／２ 弱 すこぶる堅 φ１�礫１０％
４ 壌土 黒色 ２．５Y２／１ 弱 堅
５ 砂壌土 褐色 ７．５Y４／６ 弱 堅 �が被熱した焼土

NP－９７ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR１．７／１ �≫�
２ にぶい黄褐色土 １０YR４／３ 小礫（�層由来）多く含む
３ 黒褐色土 ７．５YR３／２ �＞� やわらかい
４ 褐色土 ７．５YR４／４ �層（小礫多い）の崩落土
５ 暗褐色土 ７．５YR３／４ �主体 �＞�
６ 黒褐色土 ７．５YR２／２ �＋� かたい、しまりあり
７ 暗褐色土 ７．５YR３／３ �＞� 粘性あり

NP－９９ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR１．７／１ �
２ 黒褐色土 １０YR２／２ �＞�
３ 黒褐色土 １０YR２／３ �＋�
４ にぶい黄褐色土 １０YR４／３ �＞� �はブロック状
５ 黒褐色土 １０YR２／２ �≫� しまりあり
６ 黒褐色土 １０YR２／３ �＋� 斑状
７ 褐色土 １０YR４／６ �＞�
８ 褐色土 １０YR４／４ �＞� やわらかい
９ 暗褐色土 １０YR３／３ �＋� 崩れやすい
１０ 黒褐色土 １０YR３／２ �＞� もろい
１１ 褐色土 １０YR４／６ �＞�
１２ 暗褐色土 １０YR３／４ �＞� 水気あり

NP－９８ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �主体
２ 暗褐色土 １０YR３／４ �＞� やわらかい
３ 暗褐色土 １０YR３／３ �＞�≫� しまりあり
４ 黒褐色土 １０YR２／２ �＋� やわらかい
５ 黒褐色土 １０YR２／３ �＋� ふかふか
６ 黒褐色土 １０YR３／３ �＋� 粘性あり

NH－２９ HP覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 暗褐色 １０YR３／３ 弱 すこぶる堅 Ko―g４０％
２ 壌土 黒色 １０YR１．７／１ 弱 軟
３ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 堅 φ０．５�礫３％
４ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 軟 Ko―g４０％
５ 砂壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 堅 Ko―g２０％
６ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 堅 Ko―g３０％
７ 壌土 黒色 １０YR２／１ 中 堅
８ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 軟 Ko―g３０％

NH－２８ HP－１覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 強 堅 明瞭 平坦 �＋�
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NP－１００ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �
２ 暗褐色土 １０YR３／４ �＞� かたい
３ 暗褐色土 １０YR３／３ �＋� 炭化物少量含む
４ 黄褐色土 １０YR５／６ �＞� しまりあり

NP－１０１ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR１．７／１ �
２ 暗褐色土 １０YR３／４ �≫� しまりあり
３ 黒褐色土 １０YR２／３ �≫� しまりあり
４ 黒褐色土 １０YR３／１ �≫�
５ 黒褐色土 １０YR２／２ �主体 やわらかい
６ 暗褐色土 １０YR３／４ �＋� しまりあり
７ 褐色土 １０YR４／４ � 崩落
８ 暗褐色土 １０YR３／４ �＋� �はブロック状
９ 暗褐色土 １０YR３／３ �＋� やわらかい
１０ 黒褐色土 １０YR２／３ �＋� しまりあり

NP－１０５ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �≫�＋� しまりあり
２ 暗褐色土 １０YR３／４ �＞� �はブロック状
３ 黒褐色土 １０YR２／２ �＋� やわらかい
４ 黒褐色土 １０YR２／３ �＋�＋� �・�は斑状
５ 黒色土 １０YR２／１ �主体 炭化物あり
６ 黒褐色土 １０YR２／２ �＞�＋� やわらかい
７ 黒色土 １０YR２／１ �＞� 粘性あり
８ 褐色土 １０YR４／６ �＞� かたい
９ 褐色土 １０YR４／６ �≫� ８に似る

NP－１０２ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �主体 径５mm程のスコリア混じる
２ 黒褐色土 １０YR３／２ �≫� しまりあり 炭化物少量混じる
３ 暗褐色土 １０YR３／３ �＋� かたい

NP－１０３ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR２／３ �＋� 炭化物少量あり
２ 褐色土 １０YR４／４ �＞� やわらかい
３ 黒褐色土 １０YR２／３ �＞� しまりあり
４ 黒褐色土 １０YR３／１ �＋� �はブロック状

NP－１０４ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR２／１ �≫� 径５mm程のスコリア混じる
２ 黒褐色土 １０YR２／１ �主体 やわらかい
３ 黒褐色土 １０YR２／３ �＞� 小礫混じる（�層由来）
４ 黒色土 １０YR１．７／１ �大半

� 遺構とその遺物

９５



NP－１１２ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR１．７／１ �≫� やわらかい
２ 暗褐色土 ７．５YR３／４ �≫� 崩落
３ 黒褐色土 １０YR２／２ �≫� しまりあり
４ 黒色土 １０YR２／１ �≫� しまりあり
５ 暗褐色土 １０YR２／３ �＞�＋� やわらかい
６ 褐色土 １０YR４／６ �＋� 崩落
７ 暗褐色土 １０YR３／３ �＞� やわらかい

NP－１１３ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 堅（部分的になし） Ko―g均質に混３０％ φ～１�Ngパミス１％
２ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 堅 炭化物わずか
３ 壌土 黒褐色 ２．５YR３／２ 弱 すこぶる堅 Ko―g均質３０％ 部分的に塊状 炭化物少量
４ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 すこぶる堅 Ko―g均質２０％ 炭化物わずか

NP－１０９ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �≫�

NP－１０８ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR２／２ �＞� しまりあり
２ 黒褐色土 １０YR２／３ �＞� �はブロック状
３ 褐色土 １０YR４／６ � 崩落
４ 褐色土 １０YR４／４ �＞� �はブロック状
５ 黒褐色土 １０YR２／２ �＞� かたい
６ 暗褐色土 １０YR３／３ �＋�＞� やわらかい、ブロック状

NP－１０６ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 暗褐色土 １０YR３／３ �＋�＞� しまりあり
２ 黒褐色土 １０YR２／３ �＞�＋� かたい
３ 黒色土 １０YR２／１ �主体 粘性あり

NP－１１１ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 ２．５Y３／２ 弱 軟 φ２～７�地山礫３０％、φ１�Ng軽石５％、Ko―g５％

NP－１１０ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR１．７／１ �主体
２ 褐色土 １０YR４／４ �＋� �はブロック状
３ 黒色土 １０YR２／１ �≫� しまりあり
４ 暗褐色土 １０YR３／４ �＋� 粘性あり
５ 黒褐色土 １０YR２／３ �＞�＋� かたい
６ 褐色土 １０YR４／４ �＋� やわらかい

９６



NP－１１４ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 暗褐色土 １０YR３／４ �＞�
２ 暗褐色土 １０YR３／３ �＞� �はブロック状
３ 褐色土 １０YR４／６ �≫�

NP－１１５ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 オリーブ褐色 ２．５Y４／６ 中 堅 Ko―g＜ローム φ０．５�円礫少量
２ 壌土 黒褐色 ２．５Y３／２ 弱 堅 Ko―g３０％ φ～０．５～１�円礫１０％
３ 砂壌土 オリーブ褐色 ２．５Y４／６ 弱 堅～軟 Ko―g＋ローム
４ 砂壌土 暗灰黄褐色 ２．５Y４／２ 弱 軟 Ko―g＞ローム φ０．５�円礫１０％ 炭化物わずか
５ 壌土 黒褐色 ２．５Y３／２ 中 軟 Ko―g３０％ φ０．５�円礫５％ 炭化物わずか
６ 壌土 オリーブ褐色 ２．５Y４／３ 中 軟 φ０．５～３�円礫１０％

NP－１１６ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �≫�
２ 暗褐色土 １０YR３／４ �＞� しまりあり
３ 褐色土 １０YR４／４ �＋� 崩落

NP－１１７ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �≫�
２ 黒褐色土 １０YR２／２ �≫� やわらかい
３ 暗褐色土 １０YR３／３ �＋�

NP－１２０ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR２／２ �＋�
２ 褐色土 １０YR４／６ �主体
３ にぶい黄褐色土 １０YR４／３ �＋� 崩落

NP－１１８ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR２／２ �＋�≫� 粘性あり 炭化物少量混じる
２ 黒色土 １０YR２／１ �主体

NP－１１９ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR２／２ �＞�＋� しまりあり
２ 黒褐色土 １０YR２／３ �＋� �はブロック状

NP－１２１ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR２／２ �＋� しまりあり
２ 暗褐色土 １０YR３／４ �＞�＋�

� 遺構とその遺物

９７



NP－１２５ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR１．７／１ 中 堅 明瞭 平坦 �
２ 砂壌土 暗褐色 １０YR３／４ 中 堅 明瞭 平坦 Ko―g＋�
３ 壌土 黒褐色 １０YR２／３ 中 堅 判然 平坦 �
４ 砂壌土 暗褐色 １０YR３／４ 中 堅 明瞭 平坦 Ko―g＋�
５ 埴土 にぶい黄褐色 １０YR４／３ 強 すこぶる堅 明瞭 平坦 �

NP－１２８ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 砂壌土 黒褐色 １０YR２／３ 中 堅 判然 平坦 �＋�
２ 埴壌土 黒色 １０YR１．７／１ 中 堅 判然 平坦 �＞�
３ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 堅 判然 不連続 �
４ 埴土 黒褐色 １０YR２／２ 強 堅 判然 平坦 �＋�
５ 埴土 にぶい黄褐色 １０YR５／４ 強 堅 判然 不連続 �

NP－１２３ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR２／２ �＋� �はブロック状
２ 褐色土 １０YR４／４ �＋�＋� フロック状
３ 黒褐色土 １０YR２／３ �＋� しまりあり

NP－１２６ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 堅 判然 平坦 �＞�
２ 埴土 褐色 １０YR４／４ 強 すこぶる堅 判然 平坦 �
３ 埴壌土 暗褐色 １０YR３／３ 中 堅 明瞭 不連続 �＞�

NP－１２７ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR２／３ 中 堅 判然 波状 �＋�＋�
２ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 すこぶる堅 判然 波状 �＋�＜�
３ 埴壌土 褐色 １０YR４／４ 強 すこぶる堅 明瞭 平坦 �＋	
４ 埴土 黒色 １０YR１．７／１ 強 堅 明瞭 不連続 �

NP－１２２ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 暗褐色土 １０YR３／４ �＋� 炭化物少量含む
２ 黒褐色土 １０YR２／２ �＋� �はブロック状

NP－１２４ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 中 すこぶる堅 明瞭 平坦 �

NP－１２９ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR１．７／１ 強 堅～軟 明瞭 平坦 �

９８



NP－１３３ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 堅 Ko―g５％ φ１�礫わずか
２ 壌土 オリーブ褐色 ２．５YR４／４ 中 堅 Ko―g６０％
３ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 堅 Ko―g３０％
４ 壌土 黒褐色 １０YR３／１ 中 軟 Ko―g２０％
５ 壌土 黒褐色 １０YR３／１ 中 堅 Ko―g少量 φ～１�礫５％
６ 砂壌土 黄褐色 １０YR５／６ 弱 軟 Ko―g主体
７ 壌土 褐色 １０YR４／４ 中 軟 Ko―g６０％ φ～１�砂５％
８ 壌土 褐色 １０YR４／６ 中 軟 ローム＋Ko―gと黒が斑状に混合
９ 壌土 黒褐色 １０YR２／２ 中 軟 Ko―g４０％ 部分的に塊状
１０ 壌土 黄褐色 １０YR５／８ 中 軟 φ～１�礫４０％ Ko―g＋ローム
１１ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 なし φ～１�礫１０％ Ko―g１０％

NP－１３８ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ にぶい黄褐色土 １０YR４／３ �＋�＞� ブロック状
２ 黒褐色土 １０YR３／２ �＋� しまりあり
３ 暗褐色土 １０YR３／３ �≫� かたい
４ 黒色土 １０YR２／１ �＞� 粘性あり

NP－１３４ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ にぶい黄褐色土 １０YR４／３ �＞� しまりあり
２ 暗褐色土 １０YR３／３ �＞� しまりあり
３ 暗褐色土 １０YR２／３ �＋�＞� かたい

NP－１３５ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �主体
２ 暗褐色土 １０YR３／４ �＋�＋�

NP－１３６ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR２／２ 中 軟
Ko―g２０％ ローム部分的にまだらに混合 φ～３�礫３０％
炭化物わずか

NP－１３７ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 堅 Ko―g１０％ φ～３�礫１０％

NP－１３２ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 堅 φ０．５～２�円礫３０％ Ko―g３０％

NP－１３１ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 暗オリーブ褐色 ２．５Y３／３ 中 堅 φ０．５～１�円礫１０％ Ko―g３０％ 炭化物わずか

NP－１３０ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR２／３ 中 堅 明瞭 平坦 �＋�

� 遺構とその遺物

９９



NP－１４３ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �≫�
２ 暗褐色土 １０YR３／４ �＋�＋�
３ 黄褐色土 １０YR５／６ �≫�
４ 黒色土 １０YR１．７／１ �≫�
５ 黄褐色土 １０YR５／６ �

NP－１３９ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �≫�
２ にぶい黄褐色土 １０YR５／４ �＞�
３ 暗褐色土 １０YR３／４ �＋� しまりあり
４ 黒褐色土 １０YR２／２ �＋� 粘性あり

NP－１４４ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 暗褐色土 １０YR３／４ �＋� 炭化物あり
２ にぶい黄褐色土 １０YR４／３ �＞�＋� しまりあり
３ 褐色土 １０YR４／４ �＋�
４ 黒色土 １０YR２／１ �≫� 炭化物少量混じる

NP－１４６ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR３／１ �主体
２ 黒色土 １０YR１．７／１ �主体
３ 斑状土 �＋�＋�

NP－１４１ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 暗褐色土 １０YR２／３ �＋� しまりあり
２ にぶい黄褐色土 １０YR４／３ �＞� 堅い
３ 褐色土 １０YR４／４ �≫� 崩落

NP－１４５ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 黒色 １０YR１．７／１ 弱 軟
２ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 やや軟 Ko―g３０％ ローム φ０．５～３�塊状５％

NP－１４０ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR２／２ �＋� しまりあり

NP－１４２ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR２／２ �主体 炭化物少量あり

１００



NP－１５１ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 砂壌土 黒褐色 １０YR２／２ なし すこぶる堅 判然 平坦 B－Tm自然堆積
２ 壌土 黒色 １０YR１．７／１ 弱 すこぶる堅 判然 平坦 �主体 １，２層は自然堆積
３ 壌土 暗褐色 １０YR３／３ 中 すこぶる堅 判然 平坦 �＋Ko―g 赤黄色い
４ 壌土 黒褐色 １０YR２／２ 中 軟 判然 不規則 �＋�の崩落層

５ 壌土 黒色 １０YR２／１ 中 すこぶる堅 判然 平坦
φ０．５～１．５�頁岩？礫が５％混入。頁岩礫の色は１０YR５／
３にぶい黄褐色。軟らかく、すぐにつぶれる。小礫、亜角礫
風化。�＋頁岩層（	？）

６ 壌土 暗褐色 １０YR３／３ 中 堅 判然 平坦 ５と同じ礫が３％混入。�＋頁岩層（	？）の黄色い層。
７ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 中 堅 判然 平坦 �＋Ko―g、あるいは�が薄い縞状に入り込む。
８ 埴壌土 黒色 １０YR１．７／１ 強 軟 判然 平坦 � 均一で粘性強い。
９ 壌土 褐色 １０YR４／４ 強 軟 判然 平坦 �のローム。
１０ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 強 しょう 明瞭 平坦 �、腐埴土。遺体層？

NP－１５０ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �主体
２ 斑状土 �＋�＋�
３ 黒色土 １０YR１．７／１ �主体
４ 黒褐色土 ２．５YR３／１ �≫�＋�

NP－１５２ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 中 堅 判然 平坦 �＋�
２ 埴土 黒色 １０YR１．７／１ 強 軟 判然 平坦 �
３ 埴壌土 暗褐色 １０YR３／３ 中 堅 明瞭 平坦 �＋�

NP－１４７ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR３／１ �主体

NP－１４８ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR３／１ �主体 炭２％混入

NP－１４９ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 斑状土 �＋�＋�

NP－１５０ PP－１覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 暗褐色土 １０YR３／４ �主体

NP－１５０ PP－２覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �主体

NP－１５０ PP－３覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �主体

� 遺構とその遺物

１０１



NP－１６０ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

B―Tm 埴土 黒褐色 １０YR３／２ 強 堅 判然 平坦
１ 壌土 黒色 １０YR１．７／１ 強 堅 判然 平坦 �
２ 壌土 黒褐色 １０YR２／２ 中 堅 判然 波状 �＋B―Tm
３ 壌土 黒色 １０YR２／１ 中 堅 判然 不連続 �
４ 埴壌土 暗褐色 １０YR３／４ 強 堅 判然 不連続（カタマリ） �＋�
５ 壌土 暗褐色 ７．５YR３／３ 中 堅 判然 不連続 �＋Ko―g 少々赤みが多い
６ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 軟 判然 平坦 �＋�
７ 埴壌土 にぶい黄褐色 １０YR４／３ 強 堅 判然 平坦 �＋	
８ 埴壌土 黒色 １０YR１．７／１ 中 軟 判然 平坦 �
９ 砂壌土 暗褐色 １０YR３／４ 強 軟 判然 不規則及び不連続 Ko―g
１０ 埴土 褐色 １０YR４／４ 中 堅 判然 不連続 �
１１ 埴壌土 黒色 １０YR１．７／１ 中 軟 判然 平坦 �

NP－１５９ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 暗褐色 ７．５YR３／４ 中 軟 漸変 不連続 �＋� 焼土混じりの土？
２ 埴壌土 暗褐色 １０YR３／３ 中 堅 判然 平坦 �
３ 埴壌土 褐色 １０YR４／４ 中 堅 明瞭 平坦 �＋�
４ 埴壌土 黒褐色 １０YR２／３ 弱 堅 漸変 不連続 �＋� 崩落土
５ 埴壌土 黒色 １０YR１／７／１ 中 すこぶる堅 漸変 不規則 �主体

NP－１５３ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR１．７／１ 中 堅 判然 平坦 �
２ 埴壌土 暗褐色 １０YR３／３ 中 すこぶる堅 明瞭 平坦 �＋�
３ 埴壌土 褐色 １０YR４／４ 中 堅 漸変 不連続 �の崩落土

NP－１５６ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR３／３ �主体
２ 斑状土 �＋�＋�
３ 黒色土 １０YR５／６ �主体

NP－１５８ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR３／１ �主体
２ 黒色土 １０YR１．７／１ �主体

NP－１５７ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR３／１ �主体

NP－１５４ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 軟 明瞭 平坦 �＞� とても軟らかい

NP－１５５ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR３／１ �主体

１０２



NP－１６６ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �主体
２ にぶい黄褐色土 １０YR４／３ �＋�＞�
３ 暗褐色土 １０YR３／４ �＞� しまりあり
４ 暗褐色土 １０YR３／３ �＞� しまりあり
５ 黄褐色土 １０YR５／８ � 崩落
６ 黄褐色土 １０YR４／６ � 崩落

NP－１６５ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR１．７／１ �主体
２ 黒褐色土 １０YR２／２ �≫�
３ 褐色土 １０YR４／６ � 崩落
４ 暗褐色土 １０YR３／４ �＞�＋� 軟らかい
５ 黒褐色土 １０YR２／３ �＋� しまりあり

NP－１６４ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �≫�
２ 黒褐色土 １０YR２／３ �＋� しまりあり
３ 黒褐色土 １０YR２／２ �＞� 粘性あり
４ 褐色土 １０YR４／６ �≫� 崩落

NP－１６２ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR３／１ �主体
２ 斑状土 �＋�＋�
３ 黒色土 １０YR１．７／１ �主体

NP－１６１ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR３／１ �主体
２ 斑状土 �＋�＋�

NP－１６３ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �主体
２ 褐灰色土 １０YR４／１ �＋�≫�

NP－１６７ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �主体
２ 黒褐色土 １０YR２／３ �＋� しまりあり

� 遺構とその遺物

１０３



NP－１６８ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR１．７／１ �
２ 黒褐色土 １０YR２／３ �＞�
３ 暗褐色土 １０YR３／３ もろい
４ 褐色土 １０YR４／６ �≫� 崩落
５ 暗褐色土 １０YR３／４ �＋�＞� しまりあり
６ 黒褐色土 １０YR３／１ �＞� 炭化物少ない
７ 暗褐色土 １０YR３／４ �＋�＞� 崩落
８ 褐色土 １０YR４／４ �＋� しまりあり 崩落
９ 黒色土 １０YR２／１ � 粘性あり

NP－１７４ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 堅 Ko―g１０％
２ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 堅 ローム塊状３０％
３ 埴壌土 にぶい黄褐色 １０YR４／３ 弱 すこぶる堅 よごれたローム
４ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 中 すこぶる堅 Ko―g３０％ ローム塊状２０％
�’ 埴土 明黄褐色 １０YR６／６ 中 すこぶる堅 古い風倒により盛り上がったローム

NP－１７１ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR１．７／１ �主体
２ 黒褐色土 １０YR３／３ �＞�
３ 黒褐色土 １０YR３／１ �≫� しまりあり
４ にぶい黄褐色土 １０YR４／３ �＋�≫� 堅い
５ 黒色土 １０YR２／１ � 粘性あり

NP－１６９ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 暗褐色土 １０YR３／３ �＋�＞�
２ 暗褐色土 １０YR４／９ �＞� 軟らかい
３ 黄褐色土 １０YR５／６ �≫� しまりあり
４ 暗褐色土 １０YR３／４ �＞� 粘性あり

NP－１７２ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 暗褐色土 １０YR３／４ �＞�＋� 粘性あり
２ 黒褐色土 １０YR２／３ �＋� しまりあり
３ 褐色土 １０YR４／６ �はブロック状

NP－１７３ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �主体 小礫混じる
２ 暗褐色土 １０YR３／４ �＞� しまりあり
３ にぶい黄褐色土 １０YR４／３ �＋�＞�

NP－１７０ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色土 １０YR２／１ �≫�
２ にぶい黄褐色土 １０YR５／４ �＞�

１０４



NP－１８２ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色土 １０YR２／２ �＞�
２ 褐色土 １０YR４／６ �＞�＋� しまりあり
３ 暗褐色土 １０YR３／４ �≫�＋�
４ 褐色土 １０YR４／４ �＞�＋� 堅い
５ 褐色土 １０YR４／６ �＞�＋� しまりあり
６ 暗褐色土 １０YR３／３ �＞�＋� 粘性あり

NP－１７８ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 堅 Ko―g３％ φ０．５�礫５％
２ 壌土 黒褐色 １０YR３／１ 弱 堅 Ko―g３０％ φ１�礫５％
３ 壌土 灰黄褐色 １０YR４／２ 弱 堅 Ko―g５０％
４ 壌土 黒褐色 １０YR２／２ 弱 堅 Ko―g３０％ φ１�礫１０％
５ 砂壌土 黒褐色 １０YR２／２ 弱 軟 Ko―g２０％ 礫１０％

NP－１７９ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 すこぶる堅 Ko―g４０％ φ～０．５�礫５％
２ 砂壌土 褐色 １０YR４／４ 中 軟 Ko―g＋ローム＋�砂利 φ１�礫１０％
３ 砂壌土 黒褐色 １０YR２／２ 中 軟 Ko―g４０％ φ１�礫１０％
４ 砂壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 すこぶる堅 Ko―g３０％
５ 壌土 オリーブ褐色 ２．５Y４／６ 中 すこぶる堅

NP－１８０ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／１ 弱 堅 Ko―g３０％ φ１�礫１０％
２ 壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 堅 Ko―g３０％ φ１�礫１％
３ 砂壌土 暗オリーブ褐色 ２．５Y３／３ 弱 やや軟 Ko―g５０％ φ１�礫３０％
４ 壌土 黒褐色 ２．５Y３／２ 弱 堅 Ko―g４０％ φ１�礫２０％
５ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 すこぶる堅 Ko―g２０％

NP－１７５ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 中 すこぶる堅 Ko―g２０％
２ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 すこぶる堅 Ko―g４０％ 塊状

NP－１７７ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 黒褐色 １０YR２／２ 弱 堅 Ko―g２０％
２ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 堅 Ko―g４０％ 部分的に塊状

NP－１８１ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 暗褐色 １０YR３／３ 弱 すこぶる堅 Ko―g３０％ 部分的に塊状 φ１�礫５％ 黒色土ブロック

NP－１７６ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 黒褐色 １０YR２／２ 弱 すこぶる堅 φ１�礫３％

� 遺構とその遺物
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NP－１８５ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／１ 弱 すこぶる堅 Ko―g３０％ φ１�礫１０％
２ 砂壌土 黒褐色 ２．５Y３／２ 弱 軟 Ko―g５０％ φ１�礫１０％
３ 壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 軟 Ko―g３０％
４ 砂壌土 黄褐色 １０YR５／６ 中 軟 ローム＜Ko―g 緩い
５ 砂壌土 暗灰黄褐色 ２．５Y４／２ 弱 軟 ローム＋Ko―g 緩い
６ 埴壌土 黒色 １０YR１．７／１ 弱 軟 緩い

NP－１８３ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 黒褐色 １０YR２／２ 弱 堅 Ko―g３０％ φ～３�礫１０％
２ 砂壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 すこぶる堅 Ko―g４０％ φ１�礫１０％
３ 埴壌土 黒色 １０YR２／１ 弱 堅 Ko―g１０％ φ１�礫３％
４ 砂壌土 灰黄褐色 １０YR４／２ 弱 軟 Ko―g５０％ φ１�礫３０％
５ 砂壌土 黒褐色 １０YR３／１ 弱 堅 Ko―g３０％ φ１�礫１０％

NP－１８８ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 暗褐色 １０YR３／４ 強 軟 判然 平坦 �～�
２ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／２ 中 堅 判然 平坦 �
３ 壌土 にぶい黄褐色 １０YR５／４ 中 堅 判然 平坦 頁岩（凝灰岩）層（	？）
４ 埴壌土 褐色 １０YR４／４ 強 堅 判然 平坦 �～�
５ 壌土 暗褐色 １０YR３／４ 強 軟 判然 平坦 �

NP－１８４ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR３／１ 弱 堅 Ko―g２０％
２ 壌土 黒褐色 １０YR３／１ 弱 やや軟 Ko―g３０％ Ko―gと黒色土が塊状に混 まだら
３ 壌土 オリーブ褐色 ２．５Y４／３ 中 すこぶる堅 Ko―g＋ローム均質 堅い

NP－１８６ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR１．７／１ 中 堅
２ 埴壌土 黒色 １０YR１．７／１ 中 堅 Ko―g５０％
３ なし なし なし なし なし Ko―gブロック

NP－１９０ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR２／２ 強 軟 判然 平坦 �＋�
２ 埴壌土 褐色 １０YR４／４ 強 堅 明瞭 平坦 �主体

NP－１８９ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒褐色 １０YR１．７／１ 中 堅 判然 平坦 �
２ 埴壌土 褐色 １０YR４／４ 中 堅 判然 平坦 �＞�

NP－１８７ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 壌土 暗褐色 １０YR３／３ 中 すこぶる堅 Ko―g１０％

１０６



NP－１９１ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 黒色 １０YR１．７／１ 中 堅 判然 平坦

SF－１ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 暗褐色 ７．５YR３／３ 中 軟 散漫 不連続 焼け弱い

SF－２ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 暗褐色 １０YR３／４ 強 堅 散漫 不連続 焼け弱い

SF－３ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴土 褐色 ７．５YR４／６ 強 堅 漸変 不規則

SF－４ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 砂壌土 赤褐色 ５YR４／８ 弱 すこぶる堅 �が被熱

SF－５ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒色 １０YR２／１ �≫� 炭化物少量混じる
２ 暗褐色 ５YR３／４ �＋� 焼土粒混じる

NF－３９ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色 ７．５YR３／２ 炭化物多く含む
２ 暗褐色 ７．５YR５／８ 焼土 炭化物少量含む

NF－４０ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 黒褐色 １０YR２／３ 炭化物あり
２ 褐色 ７．５YR４／４ 焼土 炭化物少量含む

NF－４１ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 暗赤褐色 ５YR３／６ 焼土 炭化物少量含む

NF－４２ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 褐色 ７．５YR５／６ 焼土 炭化物少量含む

NF－４３ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 褐色 ７．５YR４／６ 中 堅 判然 波状
焼土 �が焼けたもの 焼けていない�がブロック状に斑状
に混入

NF－４４ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 赤褐色 ５YR４／６ 焼土 炭化物少量含む

� 遺構とその遺物
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NF－４９ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 褐色 ７．５YR４／６ 弱 堅 焼土 �層中位
２ 壌土 黒褐色 １０YR３／２ 弱 堅

NF－４５ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 暗赤褐色 ５YR３／６ 焼土 炭化物少量含む

NF－４６ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 赤褐色 ５YR４／６ 焼土 炭化物少量あり

NF－４７ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 赤褐色 ５YR４／８ 焼土 炭化物少量含む

NF－４８ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 褐色 ７．５YR４／４ 強 堅 判然 平坦 �が焼けたもの 焼けは弱い

NF－５０ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 明赤褐色 ５YR３／６ 弱 堅 �層中位 �層直下、Ko-g直前の風倒により攪乱される

NF－５１ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 明褐色 ７．５YR５／６ 焼土 炭化物少量含む

NF－５２ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 赤褐色 ５YR４／８ 焼土 炭化物少量含む

NF－５３ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 明褐色 ７．５YR５／６ 焼土 炭化物少量含む

NF－５４ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 明褐色 ７．５YR５／６ 焼土 炭化物あり

NF－５５ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴壌土 暗赤褐色 ５YR３／６ 中 堅 �層中位 風倒木の盛り上がり上に形成されている

NF－５６ 覆土土層注記

層名 土性 土色１ 土色２ 粘性 堅密度
層界の
明瞭性

層界の
起伏

そ の 他

１ 埴土 褐色 ７．５YR４／６ 強 堅 漸変 不規則 �aの時期と思われる
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図�－４３ NH－２２・２３出土の遺物

� 遺構とその遺物
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図�－４４ NH－２３・２４出土の遺物
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図�－４５ NH－２４出土の遺物

� 遺構とその遺物
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図�－４６ NH－２５～２７出土の遺物

１１２



図�－４７ NH－２７出土の遺物（１）

� 遺構とその遺物
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図�－４８ NH－２７出土の遺物（２）
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図�－４９ NH－２８・２９出土の遺物

� 遺構とその遺物

１１５



図�－５０ NP－１０４・１０５出土の遺物
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図�－５１ NP－１０６・１１２出土の遺物

� 遺構とその遺物
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図�－５２ NP－１１３・１１５出土の遺物
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図�－５３ NP－１１５・１１７出土の遺物

� 遺構とその遺物
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図�－５４ NP－１１８・１２５出土の遺物
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図�－５５ NP－１２７・１２９・１３８出土の遺物

� 遺構とその遺物
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図�－５６ NP－１４４・１５０出土の遺物

１２２



図�－５７ NP－１５１～１５３・１５８・１７０出土の遺物

� 遺構とその遺物

１２３



図�－５８ NP－１６６・１７１・１７７・１８６出土の遺物

１２４



図�－５９ NP－１８２・１８９・１９１、SF－４、SP－５０６出土の遺物

� 遺構とその遺物
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図�－６０ NS－１、埋設土器１出土の遺物

１２６
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�
－
４
、５
、

４４
、４
５

４
・
５
・２
２・
２３
・２
６・
２８

－
１５
～
１８
・１
２０
・１
２１
・

１２
４・
１２
６

C
E・
F

１７
・１
８
�
下

４
．６
０
４
．７
６
４
．３
８
４
．５
２
０
．２
３

円
形

N
－
６４
°－
E
平
坦

緩
や
か

�
床
面
直
上
か
ら
�
群
a

類
土
器
の
ま
と
ま
り

後
期
前
葉
石
組
炉
、
立
石
、
H
P
６

基
柳 瀬

N
H
２５

�
－
６
、４
６

５
・２
６
－
１９
・

２１
・１
２４

E
B・
C

４２
・４
３
�
上

３
．３
５
３
．１
２
３
．０
０
２
．９
２
０
．１
７

ほ
ぼ

円
形

N
－
７３
°－
E
や
や
窪
む
東
側
や
や
緩

や
か

�
�
群
a
類
土
器
、石
皿

後
期
前
葉
石
組
炉
、
立
石

新 家
H
F
１

�
－
６

E
B４
２・ ４３

�
（
０
．５
６
）（
０
．３
２
）

－
－
０
．０
７

不
明

不
明

後
期
前
葉
N
H
－
２５
の
付
属
遺
構

N
H
２６

�
－
７
、４
６

６
・２
６
－
２２
・

２３
・１
２４

E
E４
０

�
上
（
２
．２
８
）（
２
．１
４
）（
２
．２
０
）（
２
．１
２
）
０
．０
７

不
明

N
－
４０
°－
E
南
北
に
緩

く
傾
斜

緩
や
か

�
＋
�

＋
�

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉
立
石
、
H
P
８
基

新 家

H
P
１

�
－
７

E
E４
０

�
０
．６
２
０
．５
３
０
．１
６
０
．１
５
０
．５
５
楕
円
形
N
－
５８
°－
W

段
あ
り

�
＋
�

＋
�

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉
N
H
－
２６
の
付
属
遺
構

H
P
２

�
－
７

E
E４
１

�
０
．１
８

－
０
．１
０

－
０
．４
２

円
形

－
�

後
期
前
葉
N
H
－
２６
の
付
属
遺
構

H
P
３

�
－
７

E
E４
０

�
０
．１
８

－
０
．０
９

－
０
．２
１

円
形

－
後
期
前
葉
N
H
－
２６
の
付
属
遺
構

H
P
４

�
－
７

E
E４
０

�
０
．１
９

－
０
．０
７

－
０
．３
８

円
形

－
後
期
前
葉
N
H
－
２６
の
付
属
遺
構

H
P
５

�
－
７

E
F４
０

�
０
．１
７

－
０
．１
２

－
０
．４
２

円
形

－
後
期
前
葉
N
H
－
２６
の
付
属
遺
構

H
P
６

�
－
７

E
E４
１

�
０
．１
６

－
０
．０
６

－
０
．３
８

円
形

－
後
期
前
葉
N
H
－
２６
の
付
属
遺
構

H
P
７

�
－
７

E
E４
０

�
０
．２
１

－
０
．０
９

－
０
．３
２

円
形

－
後
期
前
葉
N
H
－
２６
の
付
属
遺
構

H
P
８

�
－
７

E
E４
１

�
０
．３
２
０
．２
８
０
．１
１
０
．１
０
０
．３
３

ほ
ぼ

円
形

－
後
期
前
葉
N
H
－
２６
の
付
属
遺
構

N
H
２７

�
－
８
～

１１
、４
６
～
４８

６
・
７
・２
３・
２８
・２
９

－
２４
～
２９
・１
２１
・

１２
５
～
１２
７

C
E
～
G

１８
・１
９
�
～
�

上
７
．４
９
５
．１
８
７
．２
０
５
．０
１
０
．５
０

隅
丸

長
方
形
N
－
７０
°－
E

平
坦
、
部

分
的
に
中

央
へ
傾
斜

緩
や
か
、
壁

は
外
傾

床
面
直
上
か
ら
�
群
a

類
土
器
３
個
体
、
埋
設

土
器
１
個
体
、
石
皿
な

ど

中
期
前
半

地
床
炉
、
埋
設
土
器
。

上
位
の
�
層
に
�
群
a

類
土
器
の
廃
棄

S
P
－

５２
２
～
５３
０
、
N
F
－
５８
よ

り
古
い

柳 瀬

N
H
２８

�
－
１２
、４
９

７
・
８
・２
７
－

３０
・３
１・
１２
５

E
B４
２・ ４３

�
２
．７
０
２
．４
７
２
．０
８
１
．７
５
０
．４
８
楕
円
形
N
－
５４
°－
W
ほ
ぼ
平
坦
明
瞭
、
ベ
ン

チ
一
周

�
＋
�
�
群
b
類
、
�
群
a
類

土
器
、
ス
ク
レ
イ
パ
ー
、

北
海
道
式
石
冠

前
期
？

ベ
ン
チ
、炉
、H
P
１
基

新 家
H
F
１

�
－
１２

E
B４
３

�
０
．５
７
０
．４
８
０
．４
６
０
．４
２
０
．１
２

ほ
ぼ

円
形

－
平
坦

垂
直

炭
あ
り

H
P
１

�
－
１２

E
B４
３

�
０
．１
８
０
．１
０

－
－
０
．２
６

円
形

－

N
H
２９

�
－
１２
、

１３
、４
９

８
・２
７・
２８
－
３２

～
３６
・１
２５
・１
２６

C
E・
F１
７
�
上

３
．２
１
２
．５
０
２
．９
６
２
．１
４
０
．２
８
楕
円
形
N
－
８９
°－
W
平
坦

緩
や
か
、
壁

は
外
傾

中
期
前
半
地
床
炉
、掘
り
込
み
外
を

巡
る
柱
穴
N
H
－
２４
、

N
P
－
１４
５
よ
り
古
い

柳 瀬

� 遺構とその遺物

１２７



表
�
－
３

遺
構
一
覧
（
２
）

土
坑
９４
基
（
C
地
区
７７
基
、
E
地
区
１７
基
）

遺
構
名
図
番
号

図
版

地 区
調
査

確
認

規
模
（
m
）

平
面
形

床
面
・
底
面

壁
の
立

上
が
り

覆
土
の
特
徴

遺
物
出
土
状
況

時
期

備
考

担 当
確
認
面

床
面

深
さ

長
軸
方
向

形
状

長
径

短
径

長
径

短
径

N
P９
７
�
－
１３

９
－
３７

C
D
６

�
上

１
．１
３

１
．０
６

０
．８
０

０
．６
９

０
．８
２

円
形

－
平
坦

急
上
位
�
、
下
位

流
入
・
崩
落
土

角
礫

後
期
前
葉

村 田

N
P９
８
�
－
１３

―
C
G
１５

�
上

０
．６
５

０
．５
８

０
．４
３

０
．４
１

０
．６
９
ほ
ぼ
円
形

－
平
坦

急
�
＋
�

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉

村 田

N
P９
９
�
－
１４

９
－
３８
・３
９

C
G
９

�
上

１
．６
４

－
１
．４
６

０
．８
０

０
．７
４
楕
円
形

N
－
７８
°－
W

平
坦

急
、オ
ー
バ
ー

ハ
ン
グ

�
＋
�
、
埋
め

戻
し

�
群
b
類
、
�
群
a
類
、

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性
、
N
P
－
１０
３

よ
り
新
し
い

村 田

N
P１
００

�
－
１４

―
C

G
８

�
上

１
．３
１

１
．１
２

０
．８
６

０
．８
４

０
．５
４
楕
円
形

N
－
１９
°－
W

平
坦

緩
や
か

�
、
炭
化
物

�
群
a
類
土
器
、た
た
き
石

後
期
前
葉

村 田

N
P１
０１

�
－
１４

９
・１
０
－
４０
・４
１
C
G
・
H
９

�
上

１
．４
７

１
．０
７

１
．１
８

０
．８
１

０
．５
４
楕
円
形

N
－
７６
°－
W

平
坦

緩
や
か

�
流
入
＋
�
崩

落
�
群
b
類
、�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉

村 田

N
P１
０２

�
－
１５

―
C
H
８・
９

�
上

１
．５
６

－
１
．１
７

－
０
．６
４
楕
円
形

N
－
５７
°－
W

凹
凸

あ
り

緩
や
か

硬
い
暗
褐
色
土

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉
N
P
－
１０
４
よ
り
新
し
い

村 田

N
P１
０３

�
－
１５

１０
－
４２

C
G
９

N
P
－
９９

の
壁
面

－
１
．１
０

－
０
．６
１

０
．４
９
楕
円
形

－
平
坦

緩
や
か

�
、
炭
化
物

不
明

中
央
に
小
ピ
ッ
ト
１
基
、
N
P

－
９９
よ
り
新
し
い

村 田

N
P１
０４
�
－
１５
、５
０

２９
－
１２
７

C
H
８・
９

�
上

１
．７
７

－
１
．３
０

－
０
．４
４

円
形

－
平
坦

緩
や
か

埋
め
戻
し

�
群
a
類
土
器
、北
海
道
式

石
冠
、
石
皿

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性

村 田

N
P１
０５
�
－
１５
、５
０
１０
・
２９
－
４３
・

１２
７

C
D
１１

ト
レ
ン
チ

１
．９
７

１
．６
０

１
．２
７

１
．０
６

０
．６
８
楕
円
形
N
－
３９
°－
E

平
坦

緩
や
か

�
角
礫
、
�
群
a
類
、
�
群
a

類
土
器
、
北
海
道
式
石
冠

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉

村 田

N
P１
０６
�
－
１６
、５
１
１０
・２
３・
２９
－

４４
・１
２１
・１
２７

C
G
８・
９

�
上

１
．１
０

０
．７
９

０
．７
８

０
．５
４

０
．４
３
楕
円
形
N
－
６１
°－
E

平
坦

急
埋
め
戻
し

�
群
a
類
土
器
、扁
平
打
製

石
器
、
砥
石

中
期
前
半
土
坑
墓

村 田

N
P１
０７

欠
番

N
P１
０８

�
－
１６

１０
－
４５

C
E８

�
上

１
．１
８

０
．８
８

１
．０
１

０
．８
４

０
．４
６
楕
円
形

N
－
８８
°－
W

平
坦

急
埋
め
戻
し

人
頭
大
礫
５
点

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性

村 田

N
P１
０９

�
－
１６

―
C

E９
�
上

０
．７
６

０
．６
７

０
．６
４

０
．５
３

０
．２
３
楕
円
形

N
－
３
°－
W

椀
状

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉

村 田

N
P１
１０

�
－
１６

１０
－
４６

C
E１
０

�
上

１
．１
２

１
．０
２

０
．９
８

０
．９
８

０
．４
８

円
形

－
平
坦

急
埋
め
戻
し

人
頭
大
礫
４
点
、
石
皿

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉
土
坑
墓

村 田

N
P１
１１

�
－
１６

１０
－
４７

C
E・
F

９・
１０

�
１
．２
３

１
．１
２

０
．９
６

０
．８
９

０
．５
４

円
形

－
や
や
窪
む
緩
や
か
、
壁

は
外
傾

埋
め
戻
し

坑
底
直
上
か
ら
拳
大
の
礫
５

点

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉

掘
り
込
み
面
は
�
層
中
位
、
土

坑
墓
の
可
能
性

柳 瀬

N
P１
１２
�
－
１７
、

５１

１０
・２
５・
２７
・２
９
－

４８
・１
２３
１２
５１
２７

C
F・
G

１０
�
上

１
．２
９

０
．９
１

１
．１
０

０
．７
４

０
．５
２
楕
円
形

N
－
８３
°－
W

平
坦

急
埋
め
戻
し

�
群
a
類
土
器
、
礫

後
期
前
葉
長
軸
方
向
に
段
あ
り
、
土
坑
墓
村 田

N
P１
１３
�
－
１７
、５
２
１１
・２
４・
２９
－
４９

・５
０・
１２
２・
１２
７
C
F１
０・ １１

�
１
．０
６

０
．７
３

０
．３
８

０
．３
７

０
．５
８
楕
円
形

N
－
７４
°－
W

窪
む

緩
や
か
、
壁

は
外
傾

埋
め
戻
し

坑
底
直
上
か
ら
北
海
道
式
石

冠
と
礫

中
期
前
半
柱
穴
様
の
張
り
出
し
、
土
坑
墓

の
可
能
性

柳 瀬

N
P１
１４

�
－
１８

１１
～
５１

C
H
・
I１０

�
上

０
．８
３

０
．７

０
．４
６

０
．４
３

０
．３
８
楕
円
形
N
－
５６
°－
E

緩
や
か

�
中
期
前
半

村 田

N
P１
１５
�
－
１７
、

５２
、５
３

２９
・
３０
－
２７
・

１２
８

C
E１
０・ １１

�
上

（
２
．２
３
）
１
．６
９
（
１
．０
６
）
０
．９
８

０
．７
０
楕
円
形

N
－
６７
°－
W

平
坦

急
、
壁
は
外

傾
埋
め
戻
し
？

覆
土
上
位
か
ら
石
皿
、
人
頭

大
礫

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉

張
り
出
し
あ
り
、
土
坑
墓
の
可

能
性
。（
）
は
推
定
値
N
P
－

１３
１
と
不
明

柳 瀬

N
P１
１６

�
－
１８

１１
－
５２

C
H
９

�
上

１
．１
９

０
．７
８

０
．９
４

０
．５
７

０
．２
６
楕
円
形
N
－
５４
°－
E

平
坦

緩
や
か

�
大
型
礫

中
期
前
半

村 田

N
P１
１７
�
－
１８
、５
３
１１
・２
９
－
５３
・１
２７

C
H
９

�
上

１
．０
７

０
．７
７

０
．７
７

０
．６

０
．３
７
楕
円
形

N
－
８３
°－
W

平
坦

緩
や
か

�
、
埋
め
戻
し

北
海
道
式
石
冠
、
石
皿

中
期
前
半
土
坑
墓

村 田

N
P１
１８
�
－
１８
、５
４
１１
・３
０
－
５４
・１
２８

C
H
１０

�
上

０
．９
８

０
．８
５

０
．６
５

０
．５
８

０
．４
４
楕
円
形
N
－
５０
°－
E

緩
や
か

�
＋
�
埋
め
戻
し
石
斧
、
北
海
道
式
石
冠

中
期
前
半
土
坑
墓
の
可
能
性

村 田

N
P１
１９

�
－
１８

―
C
G
１５

�
上

１
．３
４

１
．１
０

１
．０
１

０
．９
５

０
．２
９
楕
円
形

N
－
３
°－
E

平
坦

急
�

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉

村 田

１２８



遺
構
名
図
番
号

図
版

地 区
調
査

確
認

規
模
（
m
）

平
面
形

床
面
・
底
面

壁
の
立

上
が
り

覆
土
の
特
徴

遺
物
出
土
状
況

時
期

備
考

担 当
確
認
面

床
面

深
さ

長
軸
方
向

形
状

長
径

短
径

長
径

短
径

N
P１
２０

�
－
１９

―
C
F１
５

�
上

０
．３
６

０
．３
５

０
．２
５

０
．２
７

０
．４
２

円
形

－
�
＋
�

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉
N
P
－
１２
１
～
１２
３
・
１３
５
と
関
連
村 田

N
P１
２１

�
－
１９

―
C
F１
６

�
上

０
．４
４

０
．４
４

０
．１
８

０
．１
９

０
．５
２

円
形

－
�
＋
�

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉

N
P
－
１２
０
・
１２
２
・
１２
３
・
１３
５
と
関
連
村 田

N
P１
２２

�
－
１９

―
C
F１
７

�
上

０
．３
３

０
．３

０
．１
３

０
．１
４

０
．５
３

円
形

－
�
＋
�

後
期
前
葉

N
P
－
１２
０
・
１２
１
・
１２
３
・
１３
５
と
関
連
村 田

N
P１
２３

�
－
１９

―
C
F１
８

�
上

０
．４
８

０
．４
８

０
．３
３

０
．３
１

０
．４
９

円
形

－
�
＋
�

大
型
礫

後
期
前
葉
N
P
－
１２
０
～
１２
２
・
１３
５
と
関
連
村 田

N
P１
２４

�
－
１９

１１
～
５５

E
C・
D

３７
�
上

０
．９
４

０
．８
４

０
．６
０

０
．５
７

０
．１
８
ほ
ぼ
円
形

－
椀
状

緩
や
か

�
礫
、
�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉

新 家

N
P１
２５
�
－
１９
、５
４
１１
・１
２・
２４
・３
０
－
５６
・

５７
・６
３・
１２
２・
１２
８
E
C・
D

３９
�
上

１
．７
０

１
．２
６

１
．３
８

０
．９
６

０
．５
４
楕
円
形
N
－
１１
°－
E

平
坦

急
下
位
埋
め
戻

し
？

�
群
a
類
土
器
、ス
ク
レ
イ

パ
ー

後
期
前
葉

新 家

N
P１
２６

�
－
２０

１２
－
５８
・６
３

E
D
３９

�
上

１
．１
２

０
．９
６

０
．９
６

０
．７
４

０
．４
６
楕
円
形
N
－
３０
°－
E

平
坦

ほ
ぼ
垂
直

埋
め
戻
し

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性

新 家

N
P１
２７
�
－
２０
、５
５
１２
・２
４・
２７
－
５９
・

６０
・６
３・
１２
２・
１２
５
E
D
３９

�
上

１
．１
４

１
．０
０

０
．９
２

０
．８
６

０
．４
４
楕
円
形
N
－
４０
°－
E

平
坦

ほ
ぼ
垂
直

埋
め
戻
し

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性

新 家

N
P１
２８

�
－
２０

１２
－
６１
～
６３

E
C・
D

３９
�
上

０
．８
４

０
．８
０

０
．４
８

０
．４
６

０
．５
０

円
形

－
平
坦

ほ
ぼ
垂
直

埋
め
戻
し

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性

新 家

N
P１
２９
�
－
２０
、５
５
１３
・２
４
－
６４
・１
２２

E
C３
６

�
上

１
．１
０

１
．０
３

０
．７
０

０
．６
８

０
．２
０

円
形

－
皿
状

緩
や
か

自
然
堆
積

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉

新 家

N
P１
３０

�
－
２０

―
E
C３
９

�
上

０
．９
９

０
．７
６

０
．８
０

０
．５
６

０
．１
８
不
整
形
N
－
６４
°－
E

傾
斜

緩
や
か

自
然
堆
積

不
明

新 家

N
P１
３１

�
－
２１

―
C
E１
０

�
上

０
．８
２

－
０
．６
０

－
０
．３
９
楕
円
形
？
N
－
３４
°－
W

平
坦

急
、
壁
は
ほ

ぼ
直
立

埋
め
戻
し
？

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉

土
坑
簿
の
可
能
性
？
詳
細
不
明

N
P
－
１１
５
と
不
明

柳 瀬

N
P１
３２

�
－
２１

―
C
E１
０

�
上

（
０
．７
２
）
０
．７
３

０
．５
２

０
．４
８

０
．５
２
楕
円
形
N
－
３２
°－
E

平
坦

急
、
壁
は
ほ

ぼ
直
立

埋
め
戻
し
？

坑
底
か
ら
拳
～
手
の
ひ
ら
大

の
礫
４
点

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉

（
）
は
現
存
値
。
土
坑
簿
の
可

能
性
？
詳
細
不
明

柳 瀬

N
P１
３３

�
－
２０

１３
－
６５
・
６６

C
E・
F

１０
・１
１

�
上

１
．０
６

１
．０
２

０
．６
０

０
．５
３

０
．７
０

円
形

－
平
坦

緩
や
か
、
壁

は
外
傾

埋
め
戻
し

覆
土
中
位
か
ら
人
頭
大
礫
２

点

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉

掘
り
込
み
面
は
�
層
中
。
土
坑

墓
の
可
能
性

柳 瀬

N
P１
３４

�
－
２１

１３
－
６７

C
H
１２

�
上

０
．８
４

０
．８
０

０
．６
２

０
．５
６

０
．３
９

円
形

－
平
坦

急
�
＋
�

礫
後
期
前
葉

村 田

N
P１
３５

�
－
２１

―
C
G
１４

�
上

０
．５
４

０
．５
４

０
．３
６

０
．３
４

０
．７
１

円
形

－
�
＋
�

後
期
前
葉
N
P
－
１２
０
～
１２
３
と
関
連

村 田

N
P１
３６

�
－
２１

１３
－
６８
・７
０

C
H
１３

�
０
．７
９

０
．６
２

０
．６
０

０
．４
３

０
．２
９
楕
円
形
N
－
８５
°－
E
平
坦
、

傾
斜

緩
や
か

中
期
前
半
？
N
P
－
１３
７
よ
り
新
し
い

柳 瀬

N
P１
３７

�
－
２１

１３
－
６８

C
H
１３

�
（
０
．９
０
）

－
（
０
．７
４
）

－
０
．２
４

不
明

不
明

平
坦
、

傾
斜

緩
や
か

中
期
前
半
？
（
）
は
現
存
値
N
P
－
１３
６
よ

り
古
い

柳 瀬

N
P１
３８
�
－
２２
、５
５
１３
・２
４
－
６９
・１
２２

C
G
・
H

９・
１０

�
上

１
．２
０

０
．７
８

１
．０
０

０
．５
６

０
．４
４
楕
円
形
N
－
７８
°－
E

平
坦

急
埋
め
戻
し

�
群
a
類
土
器
、北
海
道
式

石
冠
、
扁
平
打
製
石
器

中
期
前
半
土
坑
墓

村 田

N
P１
３９

�
－
２２

―
C
G
１５

�
上

０
．５
７

０
．５
４

０
．３
５

０
．３
２

０
．５
０

円
形

－
平
坦

急
�

中
期
前
半

村 田

N
P１
４０

�
－
２２

―
C
G
・
H

１０
・１
１

�
上

１
．６
８

１
．３
０

１
．１
４

０
．８
８

０
．３
８
楕
円
形
N
－
７８
°－
E

平
坦

緩
や
か

�
＋
�

こ
ぶ
し
大
の
礫

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉

村 田

N
P１
４１

�
－
２２

１４
－
７１
・７
２

C
E１
６

�
上

０
．８
９

０
．６
１

０
．５
８

０
．３
４

０
．２
４
楕
円
形

N
－
３
°－
E

平
坦

緩
や
か

�
＋
�

北
海
道
式
石
冠

中
期
前
半
N
H
－
２３
よ
り
古
い

村 田

N
P１
４２

�
－
２２

１４
－
７３
・７
４

C
E１
６

�
上

０
．７
３

０
．７
３

０
．５
６

０
．５
４

０
．４
７
楕
円
形

N
－
５
°－
E

平
坦

急
�

�
群
a
類
、�
群
a
類
土
器

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉
N
H
－
２３
よ
り
古
い

村 田

N
P１
４３

�
－
２３

１４
－
７５
・７
６

C
H
１５

�
０
．６
７

０
．６
２

０
．４
６

０
．４
３

０
．４
６
ほ
ぼ
円
形

－
埋
め
戻
し

巨
礫
２
点

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性

影 浦

N
P１
４４
�
－
２３
、５
６
１５
・２
５・
２７
・３
０
－
７７
・

７８
・１
２３
・１
２５
・１
２８
C
D
１５
・

１６
�
上

２
．２
９

１
．５
５

２
．１
５

１
．４
２

０
．４
６

円
形

N
－
１４
°－
W

平
坦

急
�
＋
�
、
埋
め

戻
し

�
群
a
類
土
器
、扁
平
打
製

石
器

中
期
前
半
土
坑
墓

村 田

N
P１
４５

�
－
２３

―
C
E１
７
�
・
N
H
－

２９
床
面

０
．７
２

０
．６
１

０
．６
１

０
．３
９

０
．３
０
楕
円
形
N
－
３０
°－
E

平
坦

急
、
壁
は
ほ

ぼ
直
立

後
期
前
葉
？
N
H
－
２９
よ
り
新
し
い

柳 瀬

� 遺構とその遺物

１２９



遺
構
名
図
番
号

図
版

地 区
調
査

確
認

規
模
（
m
）

平
面
形

床
面
・
底
面

壁
の
立

上
が
り

覆
土
の
特
徴

遺
物
出
土
状
況

時
期

備
考

担 当
確
認
面

床
面

深
さ

長
軸
方
向

形
状

長
径

短
径

長
径

短
径

N
P１
４６

�
－
２４

―
C
G
１６

�
０
．７
７

０
．７
５

０
．４
８
（
０
．４
４
）
０
．３
２
ほ
ぼ
円
形

－
埋
め
戻
し

�
群
a
類
土
器
、
礫

後
期
前
葉

影 浦

N
P１
４７

�
－
２４

―
C
G
１６

�
０
．４
１

０
．３
７

０
．２
７

０
．２
４

０
．２
０
ほ
ぼ
円
形

－
埋
め
戻
し

礫
４
点

後
期
前
葉

S
P
－
４１
９
と
重
複
・
一
部
を
欠
失
影 浦

N
P１
４８

�
－
２４

１５
－
７９
・８
０

C
G
１６

�
１
．３
９

０
．８
６

１
．０
５

０
．５
８

０
．２
９
楕
円
形

N
－
４９
°－
W

自
然
堆
積

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉

N
P
－
１４
９
の
上
に
重
複
し
て
構
築
影 浦

N
P１
４９

�
－
２４

１５
－
７９
・８
１

C
G
１６

�
－
（
０
．９
６
）（
１
．０
５
）
０
．８
６
（
０
．２
５
）
楕
円
形
N
－
３８
°－
E

自
然
堆
積

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉
N
P
－
１４
８
と
重
複
・
中
央
を
欠

失
、長
軸
両
端
は
木
根
跡
で
欠
失
影 浦

N
P１
５０
�
－
２４
、５
６

１５
・
２７
－
８３
・

１２
５

C
H
１６

�
０
．９
２

０
．７
９

０
．７
２

０
．５
７

０
．５
２
ほ
ぼ
円
形

－
埋
め
戻
し

�
群
a
類
、�
群
a
類
土
器
、

扁
平
礫
３
点

後
期
前
葉
壁
周
囲
に
杭
跡
風
の
付
属
小

ピ
ッ
ト
３
基
検
出
、土
坑
墓
の
可
能
性
影 浦

P
P
１

�
－
２４

C
H
１７

�
０
．２
２
（
０
．１
４
）
０
．１
４
（
０
．１
２
）
０
．３
３
ほ
ぼ
円
形

－
後
期
前
葉
P
－
１５
０
の
付
属
遺
構

P
P
２

�
－
２４

C
H
１８

�
０
．１
８
（
０
．１
１
）
０
．１
２
（
０
．０
７
）
０
．２
９
ほ
ぼ
円
形

－
後
期
前
葉
P
－
１５
０
の
付
属
遺
構

P
P
３

�
－
２４

C
H
１９

�
（
０
．１
０
）
０
．１
３
（
０
．１
４
）
０
．１
１

０
．２
５
ほ
ぼ
円
形

－
後
期
前
葉
P
－
１５
０
の
付
属
遺
構

N
P１
５１
�
－
２３
、５
７
１５
・１
６・
２７
－
８２

・８
４・
１２
５

E
D
４３

�
上

１
．７
１

１
．５
７

１
．４
６

１
．２
１

１
．０
４

円
形

－
窪
み

あ
り

ほ
ぼ
垂
直
、南
側

オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
埋
め
戻
し

�
群
b
類
、�
群
a
類
土
器

前
期
後
半
o
r

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性

新 家

N
P１
５２
�
－
２５
、５
７
６１
・３
１
－
８５
・８
６

・１
２９

E
E４
６

・４
７

�
上

０
．８
７

０
．８
２

０
．６
６

０
．６
２

０
．３
２

円
形

－
傾
斜

急
埋
め
戻
し

�
群
b
類
、�
群
a
類
、�
群
a
類
土

器
、た
た
き
石
、扁
平
打
製
石
器

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性

新 家

N
P１
５３
�
－
２５
、５
７
１６
・３
１
－
８７
・８
８

・１
２９

E
D
・
E

４６
�
上

０
．８
２

０
．６
９

０
．４
９

０
．４
０

０
．２
６
楕
円
形

N
－
８
°－
E

椀
状

急
埋
め
戻
し

�
群
a
類
土
器
、
北
海
道

式
石
冠

前
期
後
半
o
r

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性

新 家

N
P１
５４

�
－
２５

１６
－
８９

E
E４
６・
４７

�
上

１
．６
０
（
０
．８
６
）
１
．４
４
（
０
．７
０
）
０
．２
８
楕
円
形

N
－
３２
°－
W

平
坦

急
自
然
堆
積

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉
N
P
－
１５
２
に
切
ら
れ
る
。

新 家

N
P１
５５

�
－
２５

１６
－
９０

C
H
１６

�
１
．３
４

０
．９
１

１
．０
３

０
．６
７

０
．２
２
楕
円
形

N
－
３２
°－
W

自
然
堆
積

後
期
前
葉

影 浦

N
P１
５６

�
－
２４

１７
－
９１

C
G
１６

�
０
．５
７

０
．５
３

０
．３
２

０
．３
５

０
．６
０
ほ
ぼ
円
形

－
埋
め
戻
し

�
群
a
類
土
器
、こ
ぶ
し
大
の
礫

後
期
前
葉

影 浦

N
P１
５７

�
－
２５

１７
－
９４

C
H
１６

�
１
．２
７

０
．８
５

０
．８
８

０
．６
８

０
．１
５
楕
円
形

N
－
３７
°－
W

自
然
堆
積

後
期
前
葉
N
P
－
１６
１
と
重
複

影 浦

N
P１
５８
�
－
２４
、５
７

３１
－
１２
９

C
G
１６

�
０
．４
９

０
．３
６

０
．３
３

０
．２
４

０
．４
１
楕
円
形

N
－
５２
°－
W

埋
め
戻
し

覆
土
内
か
ら
石
斧
出
土

後
期
前
葉

影 浦

N
P１
５９

�
－
２６

１７
－
９７

E
E４
４

・４
５

�
上

２
．６
６

２
．３
６

２
．２
４

１
．９
０

０
．３
６

円
形

－
平
坦

急
埋
め
戻
し

�
群
b
類
土
器
、�
群
a
類

土
器
、
北
海
道
式
石
冠

前
期
後
半
o
r

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性

新 家

N
P１
６０

�
－
２５

１５
－
７９

E
B３
４

・３
５

�
上

（
１
．２
９
）（
０
．５
９
）（
０
．９
２
）（
０
．３
３
）
１
．１
６

不
明

不
明

平
坦

ほ
ぼ
垂
直

埋
め
戻
し

前
期
後
半
o
r

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性

新 家

N
P１
６１

�
－
２５

―
C
I１６

�
０
．６
１
（
０
．３
７
）
０
．３
７

０
．２
９

０
．２
３
楕
円
形

N
－
５３
°－
W

埋
め
戻
し

後
期
前
葉

N
P
－
１５
７
と
重
複
・
一
部
を
欠
失
影 浦

N
P１
６２

�
－
２４

１７
－
９５

C
G
１６

�
０
．６
６

０
．６
０

０
．５
０

０
．３
９

０
．２
２
ほ
ぼ
円
形

－
埋
め
戻
し

�
群
a
類
土
器

後
期
前
葉

影 浦

N
P１
６３

�
－
２４

１７
－
９２

C
G
１５

・１
６

�
０
．８
１

０
．６
１

０
．６
１

０
．４
０

０
．２
３
楕
円
形

N
－
４６
°－
W

埋
め
戻
し

�
群
a
類
、�
群
a
類
土
器
、

人
頭
大
礫

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性

影 浦

N
P１
６４

�
－
２６

１７
－
９３

C
E４

�
上

１
．０
０

０
．９
４

０
．８
７

０
．７
９

０
．４
３

円
形

－
平
坦

急
�
＋
�

石
皿

中
期
前
半
土
坑
墓
の
可
能
性

村 田

N
P１
６５

�
－
２６

―
C

D
５

�
上

１
．０
８

０
．９
９

０
．９
２

０
．８
１

０
．５
９

円
形

－
平
坦

急
�
＋
�

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉

村 田

N
P１
６６
�
－
２６
、５
８
１７
・
３０
－
９６
・

１２
８

C
D
・
E５

�
上

１
．１
９

１
．０
２

０
．９
０

０
．８
１

０
．６
６
楕
円
形

N
－
６６
°－
W

平
坦

急
�
＋
�

石
皿
・
礫

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉

土
坑
墓
の
可
能
性
、
N
P
－
１６
７

よ
り
新
し
い

村 田

N
P１
６７

�
－
２６

１７
－
９６

C
D
・
E５

�
上

０
．８
３

－
０
．５
３

－
０
．３
８
楕
円
形
N
－
６８
°－
E

緩
や
か

�
中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉
N
P
－
１６
６
よ
り
古
い

村 田

N
P１
６８

�
－
２７

１７
－
９８

C
G
６

�
上

１
．３
３

１
．０
０

１
．２
１

０
．９
０

０
．６
６
楕
円
形
N
－
５４
°－
E

平
坦

急
埋
め
戻
し

扁
平
打
製
石
器
、
石
皿
、
人

頭
大
礫
、
こ
ぶ
し
大
礫

中
期
前
半
土
坑
墓

村 田

N
P１
６９

�
－
２７

１８
－
９９

C
G
７・
８

�
上

０
．９
９

０
．９
７

０
．７
８

０
．７
６

０
．４
２

円
形

－
平
坦

急
埋
め
戻
し

こ
ぶ
し
大
、
人
頭
大
礫

中
期
前
半
土
坑
墓

村 田

N
P１
７０
�
－
２７
、５
７
１８
・
２６
・
３１
－

１０
０・
１２
４・
１２
９
C

J７
�
上

０
．７
３

０
．７
１

０
．４
９

０
．４
７

０
．２
９

円
形

－
平
坦

急
埋
め
戻
し

�
群
a
類
、
北
海
道
式
石

冠
中
期
前
半
土
坑
墓

村 田

１３０



遺
構
名
図
番
号

図
版

地 区
調
査

確
認

規
模
（
m
）

平
面
形

床
面
・
底
面

壁
の
立

上
が
り

覆
土
の
特
徴

遺
物
出
土
状
況

時
期

備
考

担 当

確
認
面

床
面

深
さ

長
軸
方
向

形
状

長
径

短
径

長
径

短
径

N
P１
７１
�
－
２７
、５
８
１８
・３
１
－
１０
１・
１２
９
C

I８
�
上

１
．３
９

０
．９
９

１
．１
４

０
．８
０

０
．５
６
楕
円
形

N
－
－

平
坦

急
埋
め
戻
し

扁
平
打
製
石
器
、
石
皿
、
礫

中
期
前
半
土
坑
墓

村 田

N
P１
７２

�
－
２７

１８
－
１０
２

C
H
８

�
上

０
．８
９

０
．７
９

０
．７
０

０
．６
６

０
．１
９

円
形

－
平
坦

急
�

礫
中
期
前
半
土
坑
墓
の
可
能
性

村 田

N
P１
７３

�
－
２７

１８
－
１０
３

C
H
８

�
上

０
．８
３

０
．８
１

０
．５
９

０
．５
８

０
．３
５

円
形

－
平
坦

急
�
＋
�

た
た
き
石
、
礫

中
期
前
半
土
坑
墓

村 田

N
P１
７４

�
－
２８

―
C
I１８

�
相
当

０
．９
６

０
．９
０

０
．７
６

０
．７
６

０
．４
５

円
形

－
平
坦

急
、
壁
は
や

や
外
傾

埋
め
戻
し

覆
土
上
位
か
ら
石
皿
、
人
頭

大
礫

後
期
前
葉
？
土
坑
墓

柳 瀬

N
P１
７５

�
－
２８

―
C
G
・
H

１７
・１
８

�
０
．８
６

０
．３
８

０
．７
８

０
．３
０

０
．２
４
長
円
形
N
－
４５
°－
E

平
坦

急
後
期
前
葉
？
坑
底
に
浅
い
小
ピ
ッ
ト

柳 瀬

N
P１
７６

�
－
２８

１８
－
１０
４

C
G
１７

・１
８

�
０
．８
０

０
．７
５

０
．５
７

０
．４
８

０
．１
６
楕
円
形

N
－
５４
°－
W

や
や

窪
む

緩
や
か

埋
め
戻
し

上
位
で
N
S
－
１
の
礫
の
一

部
後
期
前
葉
？
N
S
－
１
に
伴
う
？
、
土
坑
墓

の
可
能
性
？

柳 瀬

N
P１
７７
�
－
２８
、５
８

３１
－
１２
９

C
G
１７

�
上

１
．０
１

０
．７
７

０
．３
０

０
．４
１

０
．２
６
楕
円
形

N
－
７６
°－
W

平
坦

急
、
壁
は
や

や
外
傾

後
期
前
葉
？
張
り
出
し
あ
り

柳 瀬

N
P１
７８

�
－
２８

―
C
G
１７

�
上

０
．６
４

０
．５
２

０
．５
３

０
．４
２

０
．６
１
楕
円
形

N
－
７５
°－
W

平
坦

急
、
壁
は
ほ

ぼ
直
立

後
期
前
葉
柱
穴
S
P
－
４８
７
よ
り
古
い

柳 瀬

N
P１
７９

�
－
２８

―
C
H
１７

�
上

０
．６
８

０
．４
４

０
．３
３

０
．３
８

０
．６
８
楕
円
形
N
－
５６
°－
E

窪
む

緩
や
か
、壁
は
直
立

し
、上
半
は
開
く

後
期
前
葉
柱
穴

柳 瀬

N
P１
８０

�
－
２８

１９
－
１０
５

C
H
１７

�
上

０
．９
２

０
．８
７

１
．０
７

０
．８
４

０
．６
６
隅
丸
方
形
N
－
８６
°－
W

平
坦

緩
や
か

埋
め
戻
し

覆
土
上
位
か
ら
石
皿
、
人
頭

大
礫

後
期
前
葉
フ
ラ
ス
コ
状
の
土
坑
墓

柳 瀬

N
P１
８１

�
－
２８

―
C
H
１７

�
上

０
．８
９

０
．６
４

０
．４
６

０
．４
６

０
．６
６
楕
円
形
N
－
８２
°－
E

平
坦

急
、壁
は
ほ
ぼ

直
立
し
、上
半

で
屈
曲
す
る

埋
め
戻
し

後
期
前
葉
上
部
に
張
り
出
し
あ
り
、
柱
穴
柳 瀬

N
P１
８２
�
－
２９
、５
９
１９
・２
７
－
１０
６・
１２
５
C
H
７

�
上

１
．５
７

１
．５
３

１
．３
０

１
．２
８

０
．８
０

円
形

－
平
坦

急
埋
め
戻
し

�
群
a
類
土
器
、台
石
、礫

中
期
前
半
土
坑
墓

村 田

N
P１
８３

�
－
２９

―
C
H
・
I１７

�
１
．９
８

１
．６
０

０
．６
７

０
．６
６

０
．６
２
楕
円
形
N
－
８０
°－
E

平
坦

緩
や
か
、
壁

は
外
傾

埋
め
戻
し

坑
底
か
ら
砥
石
・
礫

後
期
前
葉
張
り
出
し
あ
り
、
土
坑
墓
の
可

能
性
S
P
－
４３
２
よ
り
古
い

柳 瀬

N
P１
８４

�
－
２９

―
C
H
１７

�
０
．５
９

０
．５
２

０
．４
４

０
．４
３

０
．６
２

円
形

－
平
坦

急
、
壁
は
ほ

ぼ
直
立

後
期
前
葉
柱
穴

柳 瀬

N
P１
８５

�
－
２９

―
C
G
１７

�
０
．６
６

０
．５
４

０
．４
８

０
．３
９

０
．５
８
楕
円
形
N
－
２２
°－
E

平
坦

急
、
壁
は
ほ

ぼ
直
立

覆
土
か
ら
人
頭
大
の
礫

後
期
前
葉
柱
穴

柳 瀬

N
P１
８６
�
－
２９
、５
８
１９
・
２６
・
２７
－

１０
７・
１２
４・
１２
５
C
F・
G

２３
�

（
１
．５
５
）

－
（
１
．３
０
）

－
０
．３
０

不
明

不
明

平
坦

緩
や
か
、
壁

は
外
傾

埋
め
戻
し
？

覆
土
か
ら
�
群
a
類
土
器

な
ど

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性
？
（
）
は
現

存
値

柳 瀬

N
P１
８７

�
－
３０

―
C
E・
F

２１
�

１
．９
５

１
．２
８

１
．６
９

１
．１
５

０
．２
０
不
整
隅
丸

長
方
形

N
－
４８
°－
W

平
坦

緩
や
か
、
壁

は
外
傾

埋
め
戻
し
？

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉
土
坑
墓
の
可
能
性
？

柳 瀬

N
P１
８８

�
－
３０

―
E
B４
７

�
上

０
．９
９

０
．７
４

０
．６
４

０
．４
８

０
．４
１
楕
円
形

N
－
４
°－
E

窪
み

あ
り

急
�
少
な
い

前
～
中
期
？

新 家

N
P１
８９
�
－
３０
、５
９
１９
・３
１
－
１０
８・
１２
９
E
C４
６

�
上

０
．６
４

０
．６
２

０
．４
０

０
．３
２

０
．３
８

円
形

－
椀
状

急
下
位
埋
め
戻
し

�
群
b
類
土
器
、北
海
道
式

石
冠
４
点

前
期
後
半

新 家

N
P１
９０

�
－
３０

―
E
D
４７
、E

４７
・４
８

�
１
．７
７

１
．５
６

１
．２
４

１
．０
７
（
０
．６
０
）
楕
円
形

N
－
１１
°－
W

平
坦

急
埋
め
戻
し

�
群
a
類
、�
群
a
類
土
器

中
期
前
半
o
r

後
期
前
葉

新 家

N
P１
９１
�
－
３０
、５
９
１９
・３
１
－
１０
９・

１１
１・
１２
９

E
E４
６

�
０
．４
９

０
．４
８

０
．３
２

０
．２
８

０
．１
９

円
形

－
椀
状

緩
や
か

�
�
群
b
類
、�
群
a
類
土
器
、

ス
ク
レ
イ
パ
ー

前
期
後
半
o
r

後
期
前
葉

新 家

� 遺構とその遺物

１３１



表
�
－
４

遺
構
一
覧
（
３
）

石
組
炉

５
か
所
・
焼
土
２３
か
所

遺
構
名
図
番
号

図
版

地 区
調
査
区
確
認
面

規
模
（
m
）

平
面
形

時
期

担
当

長
径
短
径
厚
さ

S
F
１

�
－
３１

―
E

B４
４

�
（
０
．５
８
）
（
０
．２
６
）
０
．１
０

不
明
後
期
前
葉

新
家

S
F
２

�
－
３１

口
絵
６
－
２０
E

B４
４

�
上
（
１
．０
８
）
（
０
．４
５
）
０
．０
８

不
明
後
期
前
葉

新
家

S
F
３

�
－
３１

口
絵
６
－
２１
E

D
４６

	
（
０
．８
６
）
（
０
．７
２
）
０
．２
０

不
明
後
期
前
葉

新
家

S
F
４

�
－
３１
、５
９
口
絵
６
－
２２
、

３１
－
１５
２

C
H
１８

�
（
０
．９
０
）
（
０
．８
０
）
０
．１
２

柳
瀬

S
F
５

�
－
３１

口
絵
６
－
２３
C

G
７

�
０
．６
８

０
．５
５

０
．１
０

円
形
後
期
前
葉

村
田

N
F３
９

�
－
３１

―
C

D
２１

�
上

０
．３
８

０
．５
０

０
．１
５
楕
円
形
続
縄
文

村
田

N
F４
０

�
－
３１

―
C
D１
５・
１６

�
上

０
．７
８

０
．５
７

０
．１
０
楕
円
形
続
縄
文

村
田

N
F４
１

�
－
３１

―
C

E１
５

�
上

０
．７
２

０
．４
５

０
．１
２
楕
円
形
続
縄
文

村
田

N
F４
２

�
－
３１

―
C
G・
H
１５

�
中

０
．４
５

０
．３
８

０
．０
８

円
形

中
期
前
半
o
r
後
期
前
葉
村
田

N
F４
３

�
－
３１

―
E

E４
０

�
０
．４
６

０
．４
０

０
．１
４

円
形
不
明

新
家

N
F４
４

�
－
３１

―
C

H
１３

�
中

０
．６
４

０
．２
９

０
．４
５
不
整
形
中
期
前
半
o
r
後
期
前
葉
村
田

N
F４
５

�
－
３１

―
C

G
１３

�
中

０
．７
１

０
．３
８

０
．０
８

円
形

中
期
前
半
o
r
後
期
前
葉
村
田

N
F４
６

�
－
３１

―
C

E１
５

�
上

０
．５
６

０
．３
８

０
．０
７
不
整
形
続
縄
文

村
田

N
F４
７

�
－
３２

―
C

E１
６

�
上

０
．２
６

０
．２
５

０
．０
６

円
形
続
縄
文

村
田

N
F４
８

�
－
３２

―
E
D３
５・
３６

�
上

０
．３
６

０
．３
１

０
．０
７

円
形
不
明

新
家

N
F４
９

�
－
３２

―
C
D１
８・
１９

�
０
．８
２

０
．５
４

０
．０
６

柳
瀬

N
F５
０

�
－
３２

―
C

D
１９

�
（
０
．３
０
）
（
０
．１
８
）
０
．１
３

不
明

柳
瀬

N
F５
１

�
－
３２

―
C

H
１２

�
中

０
．６
９

０
．３
８

０
．０
５
不
整
形
中
期
前
半
o
r
後
期
前
葉
村
田

N
F５
２

�
－
３２

―
C

H
１５

�
中

１
．３
２

０
．５
６

０
．１
５
楕
円
形
中
期
前
半
o
r
後
期
前
葉
村
田

N
F５
３

�
－
３２

―
C
G・
H
１４

�
上

０
．９
４

０
．７
２

０
．０
３
楕
円
形
中
期
前
半
o
r
後
期
前
葉
村
田

N
F５
４

�
－
３２

―
C

I１５
�
中

０
．７
４

０
．４
６

０
．１
２
不
整
形
中
期
前
半
o
r
後
期
前
葉
村
田

N
F５
５

�
－
３３

―
C

H
１８

�
０
．６
０

０
．２
４

０
．１
２

柳
瀬

N
F５
６

�
－
３２

―
E

C４
６

�
０
．４
１

０
．３
４

０
．１
３
不
整
形
不
明

新
家

N
F５
７

�
－
３３

口
絵
７
－
２６
C

H
１８

０
．４
４

０
．２
４

０
．０
８

柳
瀬

N
F５
８

�
－
３２

口
絵
７
－
２７
C

F１
８

�
０
．６
８

０
．３
２

０
．０
８

柳
瀬

N
F５
９

�
－
３２

―
C

I８
�
中

０
．５
０

０
．３
８

０
．０
４

中
期
前
半
o
r
後
期
前
葉
村
田

N
F６
０

�
－
３３

―
C

I７
�
中

０
．３
８

０
．２
８

０
．０
４

中
期
前
半
o
r
後
期
前
葉
村
田

N
F６
１

�
－
３３

―
C

E１
９

�
０
．７
２

０
．４
６

０
．１
６

柳
瀬

表
�
－
５

遺
構
一
覧
（
４
）

小
ピ
ッ
ト
２１
２
基

遺
構
名
図
番
号
地 区
調
査
区
確
認
面

規
模
（
m
）

時
期

担
当

確
認
面

底
面

深
さ

S
P３
１７

�
－
３３

C
F１
４

０
．２
３

０
．２
２

０
．５
３

後
期
後
葉
村
田

S
P３
１８

�
－
３３

C
F１
４

０
．２
３

０
．１
３

０
．１
８

後
期
後
葉
村
田

S
P３
１９

�
－
３３

C
H
１３

�
０
．２
６

０
．１
５

０
．４
４

柳
瀬

S
P３
２０

�
－
３３

C
H
１３

�
０
．２
３

０
．１
８

０
．２
４

柳
瀬

S
P３
２１

�
－
３３

C
F１
５

�
０
．２
２

０
．１
６

０
．５
３

後
期
後
葉
村
田

S
P３
２２

�
－
３３

C
F１
５

�
０
．２
２

０
．０
９

０
．３
８

後
期
後
葉
村
田

S
P３
２３

�
－
３３

C
F１
５

�
０
．２
３

０
．１
６

０
．１
８

後
期
後
葉
村
田

S
P３
２４

�
－
３３

C
F１
５

�
０
．２
６

０
．１
３

０
．１
８

後
期
後
葉
村
田

S
P３
２５

�
－
３３

C
G
１５

�
０
．１
９

０
．１
２

０
．３
４

後
期
後
葉
村
田

S
P３
２６

�
－
３３

C
H
１３

�
０
．１
９

０
．０
８

０
．０
８

柳
瀬

S
P３
２７

�
－
３４

C
F１
６

�
０
．３
４

０
．１
８

０
．２
８

後
期
後
葉
村
田

S
P３
２８

�
－
３４

C
F１
６

�
０
．２
７

０
．１
６

０
．３
２

後
期
後
葉
村
田

S
P３
２９

�
－
３４

C
F１
６

�
０
．２
５

０
．１
６

０
．１
７

後
期
後
葉
村
田

S
P３
３０

�
－
３４

C
F１
６

０
．２
３

０
．１
６

０
．２
６

後
期
後
葉
村
田

S
P３
３１

�
－
３４

C
H
１５

�
０
．２
６

０
．０
９

０
．１
９

影
浦

S
P３
３２

�
－
３４

C
H
１５

�
０
．２
５

０
．１
５

０
．０
５

影
浦

S
P３
３３

�
－
３４

C
H
１５

�
０
．１
８

０
．１
２

０
．３
０

影
浦

S
P３
３４

�
－
３４

C
I１５

�
０
．１
９

０
．１
３

０
．１
８

影
浦

S
P３
３５

�
－
３４

C
H
１５

�
０
．２
９

０
．２
４

０
．３
４

影
浦

S
P３
３６

�
－
３４

C
H
１５

�
０
．２
４

０
．１
２

０
．１
８

影
浦

S
P３
３７

�
－
３４

C
H
１５

�
０
．１
４

０
．０
９

０
．１
３

影
浦

S
P３
３８

�
－
３４

C
H
１５

�
０
．３
８

０
．２
０

０
．１
９

影
浦

S
P３
３９

�
－
３４

C
H
１５

�
０
．３
１

０
．１
６

０
．４
５

影
浦

S
P３
４０

�
－
３４

C
H
・
I１４

�
０
．１
５

０
．１
４

０
．２
７

影
浦

S
P３
４１

�
－
３４

C
I１４

�
０
．３
５

０
．２
９

０
．１
０

影
浦

S
P３
４２

�
－
３４

C
H
１４

�
０
．２
０

０
．１
０

０
．１
６

影
浦

S
P３
４３

�
－
３４

C
H
１４

�
０
．４
１

０
．１
３

０
．１
７

影
浦

S
P３
４４

�
－
３４

C
I１４

�
０
．２
７

０
．１
５

０
．２
４

影
浦

S
P３
４５

�
－
３５

C
G
１６

�
０
．３
７

０
．３
０

０
．４
５

影
浦

S
P３
４６

�
－
３５

C
G
１６

�
０
．１
９

０
．１
５

０
．２
９

影
浦

１３２



遺
構
名
図
番
号
地 区
調
査
区
確
認
面

規
模
（
m
）

備
考

担
当

確
認
面

底
面

深
さ

S
P３
４７

�
－
３６

C
H
１７

�
（
０
．２
４
）

不
明

不
明

N
P
－
１８
１
に
切
ら
れ
る

柳
瀬

S
P３
４８

�
－
３６

C
H
１７

�
（
０
．１
７
）
（
０
．０
７
）
０
．１
４

土
層
注
記
な
し

柳
瀬

S
P３
４９

�
－
３６

C
F１
７

�
０
．１
２

０
．０
８

０
．１
８

S
P
－
３５
０
を
切
る

柳
瀬

S
P３
５０

�
－
３６

C
F１
７

�
（
０
．２
１
）
０
．０
８

０
．２
９

S
P
－
３４
９
に
切
ら
れ
る

柳
瀬

S
P３
５１

�
－
３６

C
F１
７

０
．３
５

０
．１
２

０
．２
０

柳
瀬

S
P３
５２

�
－
３６

C
F１
７

�
０
．２
５

０
．１
０

０
．２
０

柳
瀬

S
P３
５３

�
－
３６

C
F１
７

�
０
．３
０

０
．２
０

０
．７
０

礫
あ
り

柳
瀬

S
P３
５４

�
－
３６

C
F１
７

�
０
．１
６

０
．０
７

０
．１
６

柳
瀬

S
P３
５５

�
－
３６

C
F・
G
１７

�
０
．１
５

０
．１
０

０
．２
９

柳
瀬

S
P３
５６

�
－
３７

C
G
１７

�
０
．２
０

０
．１
０

０
．２
５

礫
あ
り

柳
瀬

S
P３
５７

�
－
３７

C
G
１７

�
０
．４
０

０
．３
０

０
．２
９

柳
瀬

S
P３
５８

�
－
３７

C
G
１７

�
０
．５
４

０
．１
８

０
．２
３

段
あ
り

柳
瀬

S
P３
５９

�
－
３７

C
G
１７

�
０
．２
２

０
．１
２

０
．２
９

柳
瀬

S
P３
６０

�
－
３７

C
G
１７

�
０
．１
４

０
．０
７

０
．３
０

柳
瀬

S
P３
６１

�
－
３７

C
G
１７

�
０
．４
４

０
．２
４

０
．４
４

柳
瀬

S
P３
６２

�
－
３７

C
G
１７

�
０
．２
０

０
．１
０

０
．２
４

柳
瀬

S
P３
６３

�
－
３７

C
G
１７

�
０
．３
４

０
．１
２

０
．４
１

柳
瀬

S
P３
６４

�
－
３５

C
G
１６

�
０
．５
０

０
．４
１

０
．８
２

影
浦

S
P３
６５

�
－
３５

C
G
１６

�
０
．２
９

０
．２
２

０
．４
７

影
浦

S
P３
６６

�
－
３５

C
G
１６

�
０
．２
２

０
．１
５

０
．４
５

影
浦

S
P３
６７

�
－
３５

C
G
１６

�
０
．２
７

０
．２
２

０
．３
０

影
浦

S
P３
６８

�
－
３５

C
G
１６

�
０
．３
１

０
．２
４

０
．３
６

影
浦

S
P３
６９

�
－
３５

C
G
１６

�
０
．２
０

０
．１
５

０
．２
７

影
浦

S
P３
７０

�
－
３５

C
G
１６

�
０
．２
４

０
．２
９

０
．４
７

影
浦

S
P３
７１

�
－
３５

C
G
１６

�
０
．１
７

０
．１
３

０
．２
１

影
浦

S
P３
７２

�
－
３５

C
H
１６

�
０
．１
８

０
．１
４

０
．２
７

影
浦

S
P３
７３

�
－
３５

C
H
１６

�
０
．１
９

０
．１
６

０
．２
６

影
浦

S
P３
７４

�
－
３５

C
H
１６

�
０
．２
５

０
．２
１

０
．２
３

影
浦

S
P３
７５

�
－
３５

C
H
１６

�
０
．３
５

０
．２
５

０
．２
２

影
浦

S
P３
７６

�
－
３５

C
H
１６

�
０
．３
０

０
．２
４

０
．２
５

影
浦

S
P３
７７

�
－
３５

C
H
１６

�
０
．１
７

０
．１
５

０
．２
４

影
浦

遺
構
名

図
番
号

地
区

調
査
区

確
認
面

規
模
（
m
）

担
当

確
認
面

底
面

深
さ

S
P３
７８

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．２
２

０
．１
５

０
．２
４

影
浦

S
P３
７９

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．１
９

０
．１
５

０
．２
６

影
浦

S
P３
８０

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．１
９

０
．１
７

０
．１
７

影
浦

S
P３
８１

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．１
３

０
．０
６

０
．０
９

影
浦

S
P３
８２

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．１
６

０
．１
４

０
．２
６

影
浦

S
P３
８３

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．１
５

０
．１
２

０
．２
０

影
浦

S
P３
８４

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．１
８

０
．１
５

０
．１
６

影
浦

S
P３
８５

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．２
０

０
．２
０

０
．２
０

影
浦

S
P３
８６

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．２
０

０
．１
０

０
．１
０

影
浦

S
P３
８７

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．２
１

０
．１
７

０
．１
１

影
浦

S
P３
８８

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．３
７

０
．２
４

０
．２
９

影
浦

S
P３
８９

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．２
０

０
．１
１

０
．１
９

影
浦

S
P３
９０

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．１
８

０
．１
０

０
．１
９

影
浦

S
P３
９１

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．１
９

０
．１
５

０
．３
４

影
浦

S
P３
９２

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
（
０
．３
２
）

（
０
．２
８
）

０
．３
４

影
浦

S
P３
９３

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．２
１

０
．１
８

０
．２
０

影
浦

S
P３
９４

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．４
０

０
．３
５

０
．３
８

影
浦

S
P３
９５

�
－
３５
、３
６

C
H
・
I１６

�
０
．２
５

０
．１
６

０
．２
２

影
浦

S
P３
９６

�
－
３５
、３
６

C
I１６

�
０
．３
５

０
．２
０

０
．３
１

影
浦

S
P３
９７

�
－
３５
、３
６

C
I１６

�
０
．１
８

０
．１
２

０
．１
６

影
浦

S
P３
９８

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．２
１

０
．１
８

０
．４
６

影
浦

S
P３
９９

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
（
０
．１
７
）

（
０
．１
５
）

０
．２
４

影
浦

S
P４
００

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．２
３

０
．１
１

０
．４
１

影
浦

S
P４
０１

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．４
０

０
．２
９

０
．４
３

影
浦

S
P４
０２

�
－
３５
、３
６

C
I１６

�
０
．３
２

０
．１
７

０
．３
４

影
浦

S
P４
０３

�
－
３５
、３
６

C
I１６

�
０
．２
５

０
．１
６

０
．２
１

影
浦

S
P４
０４

�
－
３５
、３
６

C
I１６

�
０
．２
７

０
．２
３

０
．２
０

影
浦

S
P４
０５

�
－
３５
、３
６

C
I１６

�
０
．２
５

０
．１
７

０
．２
７

影
浦

S
P４
０６

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．２
９

０
．１
７

０
．２
７

影
浦

S
P４
０７

�
－
３５
、３
６

C
H
１６

�
０
．１
６

０
．０
９

０
．１
２

影
浦

S
P４
０８

�
－
３５
、３
６

C
G
１６

�
０
．３
３

０
．３
１

０
．３
９

影
浦

� 遺構とその遺物

１３３



遺
構
名

図
番
号

図
版
地 区

調
査

区
確
認
面

規
模
（
m
）

備
考

担
当

確
認
面
底
面
深
さ

S
P４
０９

�
－
３５
、３
６

―
C

G
１６

�
０
．２
７

０
．２
３

０
．１
８

影
浦

S
P４
１０

�
－
３５
、３
６

―
C

G
１６

�
０
．１
９

０
．１
６

０
．３
９

影
浦

S
P４
１１

欠
番

S
P４
１２

�
－
３５
、３
６

―
C

G
１６

�
０
．３
５

０
．１
４

０
．３
６

影
浦

S
P４
１３

欠
番

S
P４
１４

�
－
３５
、３
６

―
C

F１
６

�
０
．２
２

０
．２
０

０
．３
２

影
浦

S
P４
１５

�
－
３５
、３
６

―
C

G
１６

�
０
．１
７

０
．０
９

０
．１
９

影
浦

S
P４
１６

�
－
３５
、３
６

―
C

G
１６

�
０
．３
２

０
．２
３

０
．３
９

影
浦

S
P４
１７

�
－
３５
、３
６

―
C

H
１６

�
０
．２
２

０
．１
２

０
．１
２

影
浦

S
P４
１８

�
－
３５
、３
６

―
C

H
１６

�
０
．１
６

０
．１
０

０
．１
１

影
浦

S
P４
１９

�
－
３５
、３
６

―
C

H
１６

�
０
．１
９

０
．１
３

０
．１
８

影
浦

S
P４
２０

�
－
３５
、３
６

―
C

H
１６

�
０
．４
１

０
．３
０

０
．３
６

影
浦

S
P４
２１

�
－
３５
、３
６

―
C

H
１６

�
０
．２
０

０
．１
８

０
．１
８

影
浦

S
P４
２２

�
－
３５
、３
６

―
C

H
１６

�
０
．２
５

０
．１
７

０
．１
９

影
浦

S
P４
２３

�
－
３５
、３
６

―
C

H
１６

�
０
．２
４

０
．１
７

０
．３
３

影
浦

S
P４
２４

�
－
３５
、３
６

―
C

G
１６

�
０
．２
６

０
．２
０

０
．３
１

影
浦

S
P４
２５

�
－
３５
、３
６

―
C

G
１６

�
０
．２
２

０
．１
５

０
．２
６

影
浦

S
P４
２６

�
－
３７

１９
－
１１
０
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
１

０
．１
６

０
．４
０

柳
瀬

S
P４
２７

�
－
３７

１９
－
１１
０
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．３
０

０
．１
８

０
．２
０

柳
瀬

S
P４
２８

�
－
３７

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．３
０

０
．１
０

０
．２
８
段
あ
り
柳
瀬

S
P４
２９

�
－
３７

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．５
０

０
．３
０

０
．４
２

柳
瀬

S
P４
３０

�
－
３７

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
６

０
．１
０

０
．２
６

柳
瀬

S
P４
３１

�
－
３７

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．３
８

０
．１
６

０
．４
３

柳
瀬

S
P４
３２

�
－
３７

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
（
０
．１
９
）
０
．１
４

０
．４
０

柳
瀬

S
P４
３３

�
－
３７

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
５

０
．１
２

０
．２
０

柳
瀬

S
P４
３４

�
－
３７

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
６

０
．１
２

０
．１
４

柳
瀬

S
P４
３５

�
－
３７

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
３

０
．０
６

０
．３
２

柳
瀬

S
P４
３６

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
８

０
．１
０

０
．１
８

柳
瀬

S
P４
３７

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
５

０
．０
８

０
．１
６

柳
瀬

S
P４
３８

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
１

０
．０
８

０
．１
２

柳
瀬

S
P４
３９

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
３

０
．０
６

０
．０
８

柳
瀬

遺
構
名
図
番
号

図
版
地 区

調
査
区

確
認
面

規
模
（
m
）

時
期
備
考
担
当

確
認
面
底
面
深
さ

S
P４
４０

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・I
１８

�
０
．２
１
０
．０
８
０
．４
４

柳
瀬

S
P４
４１

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・I
１８

�
０
．２
２
０
．１
６
０
．３
３

柳
瀬

S
P４
４２

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・I
１８

�
０
．１
７
０
．０
８
０
．３
８

柳
瀬

S
P４
４３

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・I
１８

�
０
．３
０
（
０
．０
６
）
０
．２
６

礫
あ
り
柳
瀬

S
P４
４４

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・I
１８

�
０
．２
２
０
．１
２
０
．２
４

柳
瀬

S
P４
４５

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・I
１８

�
０
．１
７
０
．１
２
０
．２
６

柳
瀬

S
P４
４６

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・I
１８

�
０
．１
２
０
．０
９
０
．０
９

柳
瀬

S
P４
４７

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・I
１８

�
０
．１
２
０
．０
５
０
．１
２

柳
瀬

S
P４
４８

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・I
１８

�
０
．１
８
０
．１
０
０
．３
７

柳
瀬

S
P４
４９

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・I
１８

�
０
．２
０
０
．１
６
０
．３
２

柳
瀬

S
P４
５０

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・I
１８

�
０
．１
８
０
．１
０
０
．２
９

柳
瀬

S
P４
５１

�
－
３９

２０
－
１１
２
E

D
４５

�
０
．２
６
０
．１
１
０
．４
６
後
期
後
葉

新
家

S
P４
５２

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．２
４
０
．１
２
０
．３
５
後
期
後
葉

新
家

S
P４
５３

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．１
８
０
．０
７
０
．２
９
後
期
後
葉

新
家

S
P４
５４

�
－
３８

―
E

D
４５

�
０
．１
４
０
．０
５
０
．３
７
後
期
後
葉

新
家

S
P４
５５

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．１
７
０
．０
９
０
．２
８
後
期
後
葉

新
家

S
P４
５６

�
－
３８

―
E

D
４５

�
０
．２
２
０
．０
８
０
．４
０
後
期
後
葉

新
家

S
P４
５７

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．２
２
０
．１
０
０
．４
６
後
期
後
葉

新
家

S
P４
５８

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．２
１
０
．１
０
０
．４
７
後
期
後
葉

新
家

S
P４
５９

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．２
８
０
．１
２
０
．３
８
後
期
後
葉

新
家

S
P４
６０

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．２
０
０
．１
１
０
．３
８
後
期
後
葉

新
家

S
P４
６１

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．１
９
０
．０
９
０
．２
０
後
期
後
葉

新
家

S
P４
６２

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．１
８
０
．１
０
０
．２
５
後
期
後
葉

新
家

S
P４
６３

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．３
０
０
．１
８
０
．３
９
後
期
後
葉

新
家

S
P４
６４

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．１
４
０
．０
５
０
．２
４
後
期
後
葉

新
家

S
P４
６５

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．２
２
０
．１
４
０
．３
４
後
期
後
葉

新
家

S
P４
６６

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．２
０
０
．１
１
０
．３
０
後
期
後
葉

新
家

S
P４
６７

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．１
８
０
．０
７
０
．２
２
後
期
後
葉

新
家

S
P４
６８

�
－
３９

―
E

D
４５

�
０
．２
０
０
．１
０
０
．４
６
後
期
後
葉

新
家

S
P４
６９

�
－
３８

―
E

D
４５

�
０
．２
６
０
．１
１
０
．２
２
後
期
後
葉

新
家

S
P４
７０

�
－
３８

―
E

D
４５

�
０
．３
２
０
．１
３
０
．４
５
後
期
後
葉

新
家

１３４



遺
構
名

図
番
号

地 区
調
査

区
確
認
面

規
模
（
m
）

備
考

担
当

確
認
面
底
面
深
さ

S
P４
７１

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
８

０
．０
６

０
．２
８

柳
瀬

S
P４
７２

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
４

―
―

N
P
－
１８
０
に
貫
通
柳
瀬

S
P４
７３

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
４

０
．１
０

０
．３
５

柳
瀬

S
P４
７４

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
３

０
．１
２

０
．３
６

柳
瀬

S
P４
７５

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
０

０
．１
０

０
．３
４

柳
瀬

S
P４
７６

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
０

０
．１
０

０
．２
０

柳
瀬

S
P４
７７

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
２

０
．１
０

０
．４
０

柳
瀬

S
P４
７８

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
８

０
．１
１

０
．２
４

柳
瀬

S
P４
７９

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
６

０
．０
９

０
．１
８

柳
瀬

S
P４
８０

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
１

０
．０
８

０
．２
５

柳
瀬

S
P４
８１

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
４

０
．０
７

０
．２
４

柳
瀬

S
P４
８２

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
４

０
．１
０

０
．３
６

柳
瀬

S
P４
８３

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
３

０
．０
８

０
．２
０

柳
瀬

S
P４
８４

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
９

０
．１
２

０
．３
４

柳
瀬

S
P４
８５

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
０

０
．１
１

０
．１
８

柳
瀬

S
P４
８６

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．３
０

０
．１
２

０
．１
８

礫
あ
り

柳
瀬

S
P４
８７

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
（
０
．２
３
）
０
．１
１

０
．３
２

N
P－
１７
８に
切
ら
れ
る
柳
瀬

S
P４
８８

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
―

０
．１
４

０
．３
２

N
P－
１７
７に
切
ら
れ
る
柳
瀬

S
P４
８９

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
０

０
．１
０

０
．３
４

柳
瀬

S
P４
９０

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
６

０
．１
０

０
．５
６

柳
瀬

S
P４
９１

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
３

０
．１
０

０
．２
３

柳
瀬

S
P４
９２

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
８

０
．０
７

０
．２
２

柳
瀬

S
P４
９３

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
４

０
．０
５

０
．２
２

柳
瀬

S
P４
９４

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．４
４

０
．１
６

０
．３
７

柳
瀬

S
P４
９５

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
０

０
．１
０

０
．４
４

柳
瀬

S
P４
９６

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
（
０
．１
４
）
（
０
．１
２
）
０
．２
８

N
P－
１７
７に
切
ら
れ
る
柳
瀬

S
P４
９７

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
６

０
．０
８

０
．１
８

柳
瀬

S
P４
９８

�
－
３７
、３
８
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
３

０
．０
８

０
．２
０

柳
瀬

S
P４
９９

�
－
４０

C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
８

０
．１
２

０
．２
７

柳
瀬

S
P５
００

�
－
４０

C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
８

０
．１
４

０
．２
４

柳
瀬

S
P５
０１

�
－
４０

C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
６

０
．１
２

０
．２
１

柳
瀬

遺
構
名

図
番
号

図
版
地 区

調
査

区
確
認
面

規
模
（
m
）

備
考

担
当

確
認
面
底
面
深
さ

S
P５
０２

�
－
４０

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．３
７

０
．２
４

０
．３
４

段
あ
り
柳
瀬

S
P５
０３

�
－
４０

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
８

０
．１
１

０
．１
９

柳
瀬

S
P５
０４

�
－
４０

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
４

０
．１
２

０
．３
１

柳
瀬

S
P５
０５

�
－
４０

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
２

０
．１
６

０
．４
４

柳
瀬

S
P５
０６

�
－
４０
、５
９
２７
－
１２
５
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
０

０
．１
４

０
．２
２

柳
瀬

S
P５
０７

�
－
４０

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
４

０
．１
４

０
．２
７

柳
瀬

S
P５
０８

�
－
４０

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．４
０

０
．２
４

０
．４
８

柳
瀬

S
P５
０９

�
－
４０

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
８

０
．１
０

０
．１
５

柳
瀬

S
P５
１０

�
－
４０

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
６

０
．１
６

０
．１
６

柳
瀬

S
P５
１１

�
－
４０

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
３

０
．１
８

０
．１
８

柳
瀬

S
P５
１２

�
－
４０

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．１
７

０
．１
５

０
．３
０

柳
瀬

S
P５
１３

�
－
３７
、３
８

―
C
G
～
I１７
、H
・
I１８

�
０
．２
４

０
．１
４

０
．２
０

柳
瀬

S
P５
１４

�
－
３７
、３
８

―
C

G
１７

�
０
．１
４

０
．０
７

０
．４
８

柳
瀬

S
P５
１５

�
－
３９

―
C

E１
８

０
．１
４

０
．０
９

０
．１
６

柳
瀬

S
P５
１６

�
－
３９

―
C

E１
８

０
．１
６

０
．１
０

０
．１
６

柳
瀬

S
P５
１７

�
－
３７
、３
８

―
C

H
１７

�
０
．４
０

０
．１
６

０
．３
４

柳
瀬

S
P５
１８

�
－
４０

―
C

H
１８

�
０
．２
０

０
．１
０

０
．１
４

柳
瀬

S
P５
１９

�
－
３７
、３
８

―
C

H
１７

�
０
．１
４

０
．０
９

０
．２
０

柳
瀬

S
P５
２０

�
－
３７
、３
８

―
C

H
１７

�
０
．３
３

０
．１
４

０
．４
０

柳
瀬

S
P５
２１

�
－
４１

―
C

F１
８

�
０
．２
６

０
．１
２

０
．２
０

柳
瀬

S
P５
２２

�
－
４１

―
C

F１
９

�
０
．２
５

０
．２
４

０
．３
３

柳
瀬

S
P５
２３

�
－
４１

―
C

F１
９

�
０
．２
６

０
．１
８

０
．１
０

柳
瀬

S
P５
２４

�
－
４１

―
C

F１
８

�
０
．２
０

０
．１
２

０
．１
２

柳
瀬

S
P５
２５

�
－
４１

―
C

F１
８

�
０
．３
５

０
．１
９

０
．３
５

柳
瀬

S
P５
２６

�
－
４１

―
C

F１
８

�
０
．３
７

０
．２
０

０
．３
５

柳
瀬

S
P５
２７

�
－
４１

―
C

F１
８

�
０
．２
４

０
．１
２

０
．１
２

柳
瀬

S
P５
２８

�
－
４１

―
C

F１
８

�
０
．２
４

０
．０
８

０
．１
４

柳
瀬

S
P５
２９

�
－
４１

―
C

E１
８

�
０
．１
８

０
．０
６

０
．１
２

柳
瀬

S
P５
３０

�
－
４１

―
C

F１
８

�
０
．２
０

０
．０
９

０
．１
５

柳
瀬

� 遺構とその遺物
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表�－７ 遺構一覧（６） 配 石

遺構名 図 番 号 図 版 地区 調査区 確認面
規模（m）

平 面 形 長軸方向 時期 備 考 担当
長径 短径

NS１ �－４２、６０ ２０・２５・３１－
１１７・１２３・１５３

C G１７・１８ �上 ３．０２２．８８
不整形

（一部直線状？）
N－６１°－E

後期
前葉

NP－１７６
に伴う？

柳瀬

表�－６ 遺構一覧（５） 埋設土器

遺 構 名 図 番 号 図 版 地区 調査区 確認面
規模（m）

時 期 備 考 担当
確認面 深 さ

埋設土器１ �－４２、６０ ２０・２５－１１３・１２３ E E４３ � ０．２５ ０．３３ 中期前半 掘り込みなし 新家

表�－８ 遺構一覧（７） 剥片集中

遺構名 図番号 図 版 地区 調査区 確認面
規模（m）

担当
長径 短径

FC１ �－３２ ２０－１１５ C D１９ �中 ０．４００．１４ 柳瀬

表�－９ 遺構出土遺物総点数一覧

土

器

�b １５６
�a ９７４
�a ２４２４
�b １
土 製 品 ２
土 器 計 ３５５７

石

器

石鏃 ３
つまみ付きナイフ ２
スクレイパー １４
Rフレイク ４
石核 ４
フレイク ３１８
石斧 ６
たたき石 １３
扁平打製石器 ２３
北海道式石冠 ２４
すり石 １
砥石 ２
石皿 ２５
台石 ６
礫 ９８６
石 器 計 １４３１
土器・石器総計 ４９８８

１３６



表�－１０ 遺構出土遺物点数一覧

分 類

遺 構

土 器

土
製
品

土
器
計

石 器

石器計 合計

b �a �a 石

鏃

つ
ま
み
付
き
ナ
イ
フ

ス
ク
レ
イ
パ
ー

R
フ
レ
イ
ク

石
核

フ
レ
イ
ク

石
斧

た
た
き
石

扁
平
打
製
石
器

北
海
道
式
石
冠

石
皿

台
石 礫

NH

２２

覆土 ４ ２４３ ２４７ １０ １ ２７５ ２８６ ５３３

床直上 ８ ８ ８ ８ １６

床下 ４ ４ ２ ２ ６

攪乱 ２ ２ ２

HF－１床面 ８ ８ ８

HP－１検出面 ５ ５ ５

HP－１覆土 １１ １１ １１

HP－２検出面 １ ３ ４ ４

HP－２覆土１ １ １ １

HP－５覆土 １ １ １

立石１ １ １ １

立石２床面 １ １ １

立石３覆土 １ １ １

合計 ４ ２５７ ２６１ １０ １ １ ３１７ ３２９ ５９０

NH

２３

覆土１ ８ １６７ １７５ １ １０ ２４ ３５ ２１０

床 １５ ９２ １０７ ２ ３３ ３５ １４２

不明 １ １ １

HP－３覆土１ ２ ２ ２

HP－５覆土１ ２ ２ ２

合計 ２５ ２６１ ２８６ １ １２ １ ５７ ７１ ３５７

NH

２４

覆土 ６ ５６ ６２ １０ １ １ １ １ １ ５０ ６５ １２７

床直 １５ ４１ ５６ １ ７ １２ ２０ ７６

床・床面 ２ １９３ １９５ ２ ４ ２ ８ ２０３

� １ １０ １１ １１

HF－１床面 １４ １４ １４

HP－１覆土 １ １ １

HP－２覆土 １ １ １

HP－４覆土 １ １ １

HP－５坑底 １ １ １

HP－８覆土 ７１ ７１ ７１

NH

２４

立石１ １ １ １

立石２床面 １ １ １

合計 ２３ ３６４ ３８７ ３ ２２ ２ １ １ １ ２ ８９ １２１ ５０８

NH

２５

覆土 １ ５ ６ ９ ９ １５

床 ３ ９６ ９９ ４ １ ２３ ２８ １２７

合計 ３ １ １０１ １０５ ４ １ ３２ ３７ １４２

NH

２６

覆土 ２ １６ １８ ４ ４ ２２

床 ５ １ ６ ３ ３ ９

HP－１覆土 １ １ １ １ ２

合計 ２ ２２ １ ２５ ５ ３ ８ ３３

NH

２７

覆土 ２ ４６ ３２ ８０ １ ２１ １ １７ ４０ １２０

覆土１ ７ １ ８ １ ３ ４ １２

覆土２ ２ ５ ７ １ １ １ １ １ ５ １２

床直 １ １５９ １ １６１ １ １ １ ３ １６４

床・床面 ２６ ２６ １ １ １６ ２ １ １ ４ ２６ ５２

木根 １ １ １

� 遺構とその遺物

１３７



分 類

遺 構

土 器

土
器
計

石 器

石器計 合計

b �a �a

ス
ク
レ
イ
パ
ー

R
フ
レ
イ
ク

フ
レ
イ
ク

石
斧

た
た
き
石

扁
平
打
製
石
器

北
海
道
式
石
冠

砥
石

石
皿 礫

NH

２７

HP－３覆土 １ ３ ４ ４

HP－５覆土 ２ ２ ２

HP－６坑底 １ １ １

HP－７覆土 １ １ １

HP－９覆土 １ １ １

HP－１０覆土 １ １ １

HP－１２覆土 １ １ １

HP－１５覆土 １ １ １

HP－１６坑底 ２ １ ３ ３

HP－２３覆土 １ ３ ４ １ ２ １ ４ ８

埋設土器 ６２ ６２ ６２

合計 ６５ １１ ７６ ４ １ ２ ２ ９ ８５

NH

２８

覆土 ６ ３ ９ １ １ １０

床 ２ ２ １ １ ２ ４

合計 ６ ５ １１ １ １ １ ３ １４

NH

２９

覆土 ６ １１ １７ ２ ４ ２ ３ １１ ２８

床直 ６ ６ １ ４ ５ １１

床面 ２ ２ ２

攪乱 １ １ １ １ ２

HP－１坑底 １ １ １ １ ２

合計 １５ １２ ２７ ２ ５ ２ １ ８ １８ ４５

NP

９７

覆土１ ３ ３ １ １ ５ ７ １０

合計 ３ ３ １ １ ５ ７ １０

NP

９８

覆土１ ５８ ５８ ５８

合計 ５８ ５８ ５８

NP

９９

覆土１ ４ ９ １３ １３

覆土２ １ １ ３ ５ １ １ ６

合計 １ ５ １２ １８ １ １ １９

NP

１００

覆土１ １ １２ １３ １ １ １４

合計 １ １２ １３ １ １ １４

NP

１０１

覆土１ ２ ７ ９ ２ ２ １１

合計 ２ ７ ９ ２ ２ １１

NP

１０２

覆土１ １ １０ １１ １１

合計 １ １０ １１ １１

NP

１０４

覆土１ ３ ３ １ １ １ ３ ６

合計 ３ ３ １ １ １ ３ ６

NP

１０５

覆土１ １２ ４５ ５７ ２ １ １５ １８ ７５

覆土２ ４ ５ ９ １ ９ １０ １９

坑底 ２ ３ ５ １ １１ １２ １７

合計 １８ ５３ ７１ ３ ２ ３５ ４０ １１１

NP

１０６

覆土１ １ １１２ １１３ １ １ ６ ８ １２１

覆土２ １ １ １０ １２ １２

坑底 １ ４ ５ １ １ ６

合計 ２ １１６ １１８ ２ １ １ １７ ２１ １３９

NP

１０７

覆土１ １ ２１２ ２１３ ５ １ ７ １３ ２２６

坑底 ２５ ２５ ２５

合計 １ ２３７ ２３８ ５ １ ７ １３ ２５１

１３８



分 類

遺 構

土 器

土
器
計

石 器

石器計 合計

b �a �a

ス
ク
レ
イ
パ
ー

フ
レ
イ
ク

石
斧

扁
平
打
製
石
器

北
海
道
式
石
冠

石
皿 礫

NP

１０８

坑底 ５ ５ ５

合計 ５ ５ ５

NP

１０９

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

NP

１１０

坑底 １ １ １ ４ ５ ６

合計 １ １ １ ４ ５ ６

NP

１１１

坑底直上 ５ ５ ５

合計 ５ ５ ５

NP

１１２

覆土１ ８８ ８８ １ ２ ３ ９１

覆土２ １ １ １ １０ １１ １２

合計 ８９ ８９ １ １ １２ １４ １０３

NP

１１３

覆土 １ １３ １３ ２７ ２ ２ ２９

坑底直上 １ １ ２ ２

合計 １ １３ １３ ２７ １ ３ ４ ３１

NP

１１５

覆土 １ １ １

覆土１ ２ ２ １ １ ３

覆土３上面 １ １ ２ ２

合計 ２ ２ １ １ ２ ４ ６

NP

１１６

覆土１ ８ ８ １ １ ２ １０

合計 ８ ８ １ １ ２ １０

NP

１１７

覆土１ １ １ ６ ８ ８

坑底 １ ３ ４ ８ ８

合計 １ １ ６ ８ １ ３ ４ ８ １６

NP

１１８

覆土１ ３ １ ４ １ １ １１ １３ １７

坑底 １ １０ １１ １１

合計 ３ １ ４ １ １ １ ２１ ２４ ２８

NP

１１９

覆土１ ２ ２ １ １ ３

合計 ２ ２ １ １ ３

NP

１２０

覆土１ ５ ５ ５

合計 ５ ５ ５

NP

１２１

覆土１ ５ ５ １ １ ６

坑底 ６ ６ ６

合計 １１ １１ １ １ １２

NP

１２３

覆土１ １ １ １

合計 １ １ １

NP

１２４

覆土 ８ ８ １ １ ２ ４ １２

坑底 ７ ７ ２ ２ ９

合計 １５ １５ １ １ ４ ６ ２１

NP

１２５

覆土 ３６ ３６ １ １ ３ ５ ４１

坑底 ９ ９ ２ ２ １１

合計 ４５ ４５ １ １ ５ ７ ５２

NP

１２６

覆土 １９ １９ １ １ ２ ２１

坑底 ３ ３ １ １ ４

合計 ２２ ２２ １ ２ ３ ２５

NP

１２７

覆土 ７８ ７８ ６ ６ ８４

坑底 １ １ １

合計 ７８ ７８ ６ １ ７ ８５

NP

１２８

覆土 １１ １１ １１

合計 １１ １１ １１

� 遺構とその遺物

１３９



分 類

遺 構

土 器

土
器
計

石 器

石器計 合計

b �a �a

ス
ク
レ
イ
パ
ー

フ
レ
イ
ク

扁
平
打
製
石
器

北
海
道
式
石
冠

台
石 礫

NP

１２９

覆土 ３ ３ １ １ ２ ５

坑底 １ １ １

合計 ４ ４ １ １ ２ ６

NP

１３２

覆土 ２ ２ １ １ ３

坑底 ４ ４ ４

合計 ２ ２ ５ ５ ７

NP

１３３

覆土１ １ １ １

覆土４ ４ ４ ４

覆土４上面 １ １ １

覆土６ １ １ １

合計 ４ ４ １ ２ ３ ７

NP

１３４

覆土１ ２ ２ ３ ３ ５

坑底 １ １ １ １ ２

合計 ３ ３ ４ ４ ７

NP

１３６

覆土１ １ １ １

合計 １ １ １

NP

１３７

覆土 ２ ２ ２

合計 ２ ２ ２

NP

１３８

覆土１ １ １０ １１ １ １ １ ３ １４

覆土２ １ １ １

坑底 １７ １７ ２ ２ １９

合計 １８ １１ ２９ １ １ ３ ５ ３４

NP

１４０

覆土１ ６ ６ ６

合計 ６ ６ ６

NP

１４１

坑底 ２２ ２２ １ １ ２ ２４

合計 ２２ ２２ １ １ ２ ２４

NP

１４２

覆土１ １ １１ １２ ３ ３ １５

合計 １ １１ １２ ３ ３ １５

NP

１４３

覆土１ ２ ２ ２

合計 ２ ２ ２

NP

１４４

覆土１ ９３ ３２ １２５ １ １ ５ １ ６ １４ １３９

坑底 １０ １０ １ １ ２ １２

合計 １０３ ３２ １３５ ２ １ ５ １ ７ １６ １５１

NP

１４５

覆土 ２ ２ ２

合計 ２ ２ ２

NP

１４６

覆土１ ２９ ２９ ３ ３ ３２

合計 ２９ ２９ ３ ３ ３２

NP

１４７

覆土１ １ １ １

合計 １ １ １

NP

１４８

覆土１ ２５ ２５ １ １ ２６

合計 ２５ ２５ １ １ ２６

NP

１４９

覆土１ ３ ３ １ １ ４

合計 ３ ３ １ １ ４

NP

１５０

覆土１ １ ７ ８ ８

覆土４ ３ ３ ３

合計 １ ７ ８ ３ ３ １１

NP

１５１

覆土 ７ ５１ ５８ ２ ２ ６０

坑底 １ １ １ １ ２

合計 ７ ５２ ５９ ３ ３ ６２

１４０



分 類

遺 構

土 器

土
器
計

石 器

石器計 合計

b �a �a

ス
ク
レ
イ
パ
ー

R
フ
レ
イ
ク

フ
レ
イ
ク

石
斧

た
た
き
石

扁
平
打
製
石
器

北
海
道
式
石
冠

石
皿

台
石 礫

NP

１５２

覆土 １ １ ５ ７ １ １ ２ ４ １１

坑底 ３ ３ ３

合計 １ １ ８ １０ １ １ ２ ４ １４

NP

１５３

覆土 １ １ １ １ ２ ４ ５

坑底 １ １ ２ ２

合計 １ １ １ ２ １ ２ ６ ７

NP

１５４

覆土 ６ ６ １ １ ７

坑底 １ １ １

合計 １ ６ ７ １ １ ８

NP

１５６

覆土１ ２ ２ １ １ ３

合計 ２ ２ １ １ ３

NP

１５８

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

NP

１５９

覆土 ３０ ３ ２４ ５７ １ １ ９ １１ ６８

坑底 ２ ２ ２

合計 ３０ ３ ２４ ５７ １ １ １１ １３ ７０

NP

１６２

覆土１ ２ ２ ２

合計 ２ ２ ２

NP

１６３

覆土 １ ４ ５ １ １ ６

合計 １ ４ ５ １ １ ６

NP

１６４

覆土 ２ ２ ２

坑底 １ １ １

合計 ２ ２ １ １ ３

NP

１６６

覆土１ ２ ８ １０ １０

覆土２ １ １ １

坑底 ８ ８ ８

合計 １ ２ １６ １９ １９

NP

１６７

坑底 １ １ １

合計 １ １ １

NP

１６８

覆土１ １ ３ ４ １ １ ２９ ３１ ３５

合計 １ ３ ４ １ １ ２９ ３１ ３５

NP

１６９

坑底 ６ ６ ６

合計 ６ ６ ６

NP

１７０

覆土１ ７ ６ ３６ ４９ ４ ４６ ５０ ９９

合計 ７ ６ ３６ ４９ ４ ４６ ５０ ９９

NP

１７１

覆土 ２ ２ ２

覆土１ ３ ３ ６ １ １ １ ９ １２ １８

坑底 １ １ １

合計 ３ ３ ６ １ １ １ １２ １５ ２１

NP

１７２

覆土１ ７ ７ ７

合計 ７ ７ ７

NP

１７３

覆土 ６ ６ ６

覆土１ ２ ２ ５ ５ ７

坑底 １ １ １

合計 ２ ６ ８ １ ５ ６ １４

NP

１７４

覆土 ２ ３ ５ ５

覆土１ １ １ １

合計 １ １ ２ ３ ５ ６

� 遺構とその遺物

１４１



分 類

遺 構

土 器

土
製
品

土
器
計

石 器

石器計 合計

b �a �a �b 石

鏃

つ
ま
み
付
き
ナ
イ
フ

ス
ク
レ
イ
パ
ー

R
フ
レ
イ
ク

フ
レ
イ
ク

石
斧

た
た
き
石

北
海
道
式
石
冠

す
り
石

砥
石

石
皿

台
石 礫

NP

１７５

覆土 １ １ ２ ２

合計 １ １ ２ ２

NP

１７６

覆土 １ ４ ５ １ １ ６

合計 １ ４ ５ １ １ ６

NP

１７７

覆土 １ １ １ １ ２ ３

合計 １ １ １ １ ２ ３

NP

１８０

覆土 １８ １８ １ ２ １１ １４ ３２

合計 １８ １８ １ ２ １１ １４ ３２

NP

１８１

覆土 ５ ５ ５

合計 ５ ５ ５

NP

１８２

覆土１ ２４ ２３ ３ ５０ １０ １ ７ １８ ６８

合計 ２４ ２３ ３ ５０ １０ １ ７ １８ ６８

NP

１８３

覆土 ９ １ １０ １ １ １ ３ １３

合計 ９ １ １０ １ １ １ ３ １３

NP

１８５

覆土 １ ２ ３ ３

合計 １ ２ ３ ３

NP

１８６

覆土 １ １１ １２ ２ １ ５ ８ ２０

合計 １ １１ １２ ２ １ ５ ８ ２０

NP

１８７

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

NP

１８９

覆土 １４ １４ ４ ４ １８

坑底 ４ ４ ３ ３ ７

合計 １８ １８ ７ ７ ２５

NP

１９０

覆土 １ ４ ５ １ ２ ３ ８

合計 １ ４ ５ １ ２ ３ ８

NP

１９１

覆土 ５ ５ ５

覆土１ ４５ ２９ ７４ ２ １ ２ ５ ７９

合計 ４５ ２９ ７４ ２ １ ２ ５ １０ ８４

NS

１

� ８ ８ １ １ ２７ ２９ ３７

合計 ８ ８ １ １ ２７ ２９ ３７

SF

１

� １３ １３ １３

合計 １３ １３ １３

SF

２

 ８ ８ ８

合計 ８ ８ ８

SF

３

� ９ ９ ９

合計 ９ ９ ９

SF

４

� ３ ３ １ ８ ９ １２

合計 ３ ３ １ ８ ９ １２

SF

５

� １ ３ ７ １１ １１

合計 １ ３ ７ １１ １１

NF

３９

覆土１ ２ ２ １ １ ３

合計 ２ ２ １ １ ３

NF

４０

焼土 ２ １ １ ４ ２ ５４ １ ５７ ６１

合計 ２ １ １ ４ ２ ５４ １ ５７ ６１

NF

４１

焼土 １２ １２ ２ ２ １４

合計 １２ １２ ２ ２ １４

NF

４２

焼土 ２ ２ ２

合計 ２ ２ ２
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分 類

遺 構

土 器

土
器
計

石 器

石器計 合計
�a �a

フ
レ
イ
ク

扁
平
打
製
石
器

礫

NF

４８

� ３ ３ ３

合計 ３ ３ ３

FC

１

� ３ ３ １０５ １０５ １０８

合計 ３ ３ １０５ １０５ １０８

SP

３１７

覆土１ ２ ２ ２

合計 ２ ２ ２

SP

３２１

覆土１ １ ５ ６ ６

合計 １ ５ ６ ６

SP

３２２

覆土１ １ １ １

合計 １ １ １

SP

３２９

覆土１ ３ ３ １ １ ４

合計 ３ ３ １ １ ４

SP

３３２

覆土１ １７７ １７７ １７７

合計 １７７ １７７ １７７

SP

３３４

覆土１ ３ ３ ３

合計 ３ ３ ３

SP

３３５

覆土１ １ １ １

合計 １ １ １

SP

３３８

覆土１ ２ ２ １ １ ３

合計 ２ ２ １ １ ３

SP

３３９

覆土１ ４ ４ ２ ２ ６

合計 ４ ４ ２ ２ ６

SP

３４５

覆土 ４ ４ ４

覆土１ １ ２ ３ ３

合計 １ ２ ３ ４ ４ ７

SP

３４６

覆土１ １ １ １

合計 １ １ １

SP

３５１

覆土 ２ ２ ２

合計 ２ ２ ２

SP

３５３

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

３５６

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

３５７

覆土 １ ２ ３ ３

合計 １ ２ ３ ３

SP

３５８

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

３５９

覆土 ２ ２ ２

合計 ２ ２ ２

SP

３６４

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

３８５

覆土１ １ １ １

合計 １ １ １

SP

３９４

覆土１ ３ ３ １ １ ４

合計 ３ ３ １ １ ４

SP

４０１

覆土１ ３ ３ ３

合計 ３ ３ ３

SP

４０８

覆土１ ３ ３ ３

合計 ３ ３ ３

SP

４２１

覆土１ １ １ １

合計 １ １ １

分 類

遺 構

土 器

土
器
計

石 器

石器計 合計
�a �a

フ
レ
イ
ク

石
斧 礫

SP

４２６

覆土 １３ １３ １３

合計 １３ １３ １３

SP

４２７

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

４２８

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

４２９

覆土 ３ ３ ３

合計 ３ ３ ３

SP

４３１

覆土 ２ ２ ２

合計 ２ ２ ２

SP

４３２

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

４３５

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

４４１

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

４５９

覆土 ５ ５ ５

合計 ５ ５ ５

SP

４６７

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

４７０

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

４７２

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

４７９

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

４８４

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

４８６

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

４９３

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

４９４

覆土 ２ ２ ３ ３ ５

合計 ２ ２ ３ ３ ５

SP

４９６

覆土 ６ ２ ８ ３ ３ １１

合計 ６ ２ ８ ３ ３ １１

SP

５０２

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

５０５

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

５０６

覆土 ２ ２ ２

合計 ２ ２ ２

SP

５１４

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

SP

５１５

覆土 ３ ３ ３

合計 ３ ３ ３

SP

５１６

覆土 １ １ １

合計 １ １ １

埋設

土器

� ２３０ ２３０ ２３０

合計 ２３０ ２３０ ２３０

� 遺構とその遺物
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表�－１１ 遺構出土掲載土器一覧

遺 構 名
図・掲載
No.

図版
No.

器種
部位

出 土 位 置
点 数

時
期
分
類

計測値（�）
備 考掲 載 非

掲
載

遺 構 名
層 位 器 高 口 径 底 径

調 査 区 小計 合計

NH－２２
�－４３－１ ２２ 深 鉢

NH－２２ 覆土 ６５
７６ １３ �a ３２．８ １７．８ １０．３

口縁無文、LR縄文、内面
ナデ、砂と微量パミス・角
閃石F２５ �・� １１

�－４３－２ ２６ 胴 部 NH－２２ 覆土 ３ ３ ０ �a 無文地に沈線文

NH－２３

�－４３－４ ２２ 深 鉢

NH－２３ 床 ２

５３ ７ �a ４１．１ ２７．４ １２．３

折り返し口縁無文、LR縄
文地に沈線文、内面丹念、
口縁横・体部縦ナデ、砂と
微量パミス・輝石

NH－２４ 床 １
E１７・１８ �・� ４９

H１９ � １

�－４３－５ ２２ 深 鉢
NH－２３ 床 ５

６２ １６ �a （２８．１） ２５．６ ―
上面観楕円形、折り返し口
縁無文、LR縄文 内面丹
念ナデ、砂と微量の角閃石

NH－２３ 覆土１ ２７
E１５・１６ �・� ３０

�－４４－６ ２６ 深 鉢 NH－２３ 覆土１ １２ １２ ４ �a １３．２ （１０．０） （５．５） 床出土と同一、縄線文
�－４４－７ ２６ 口縁部 NH－２３ 覆土１ ６ ６ ０ �a 折り返し口縁無文、LR縄文

NH－２４

�－４４－８ ２２ 深 鉢

NH－２４，
HP－８

覆土 ４８

５４ １ �a ４０．７ １９．７ （１１．０）

器面・口唇 LR縄文、内面
調整丹念なナデ、胎土に砂
・パミス、微量の海綿骨針
・角閃石を含む

NH－２４ 床面 １
NH－２９ 覆土 ４

F１８ � １

�－４４－９ ２３ 深 鉢
NH－２４ 床 ７７

９２ １ �a （２６．１）（３１．９） １４．１
LR縄文、胴部くの字状に
張る、内面調整丹念なナデ

NH－２４ 床直 ３
E１７ � １２

�－４４－１０ ２５ 口縁部 NH－２４ 床 １３ １３ １３ �a 口縁に頂部、LR縄文

�－４４－１１ ２６ 口縁部
NH－２４，
HP－５

坑底 １ １ １ �a 無文

�－４４－１２ ２６ 口縁部
NH－２４，
HP－１

覆土 １ １ ０ �a 折り返し口縁無文、LR縄文

�－４４－１３ ２６ 口縁部
NH－２４，
HP－８

覆土 ４ ４ １ �a 無文、折り返し口縁

�－４５－１４ ２６ 口縁部

NH－２４，
HP－８

覆土 １１

２５ ４ �a
口縁に頂部、折り返し口縁無文、LR縄文地に２本一
組の太沈線文、磨消縄文

NH－２９ 覆土 ３
F１８ � ３
G１９ � ８

NH－２５

�－４６－１７ ２６ 口縁部 NH－２５ 床 １ １ ０ �a LR縄文地に沈線文、口縁内面にも沈線文
�－４６－１８ ２６ 胴 部 NH－２５ 床 １ １ ０ �a 無文地に垂下する蛇行沈線文
�－４６－１９ ２６ 胴 部 NH－２５ 床 ３ ３ ０ �a 無文地に沈線文
�－４６－２０ ２６ 胴 部 NH－２５ 床 ２ ２ ０ �a 無文地に沈線文

NH－２６
�－４６－２１ ２６ 口縁部 NH－２６ 床 １ １ ０ �a 無文、折り返し口縁
�－４６－２２ ２６ 口縁部 NH－２６ 覆土 １ １ ０ �a 折り返し口縁に縄線文、LR縄文

NH－２７

�－４６－２３ ２３ 深 鉢
NH－２７ 床直 ９２

９４ １６ �a （１９．１）（１９．７） ９．９
縄刻み、結束第２種、内面
丹念、砂・パミスと微量細
礫NH－２７ 覆土１ ２

�－４６－２４ ２３ 深 鉢 NH－２７ 床直 ４６ ４６ １ �a （１８．６）（１６．４） ７．５ 縄文地に貼付文、内面丹念
�－４６－２５ ２３ 坏 NH－２７ 床 １８ １８ １ �a ５．６ （８．５） ６．１ 無文手捏ね、内面横ナデ

�－４６－２６ ２３ 深 鉢 NH－２７ 埋設 ５３ ５３ １６ �a （２７．３）（２０．３） １０．８
LR＋RR結 束 第１種、内
丹念

�－４６－２７ ２７ 口縁部 NH－２７ 覆土 ２ ２ ３ �a 口縁突起に刺突文、LR縄文地に沈線文

�－４６－２８ ２７ 口縁部
NH－２７ 覆土 １

２ ２
�a

口縁に突起、口縁外縁縄刻み、結束第２種NH－２７，
SP－５２２

覆土 １ �a

�－４６－２９ ２７
口縁部
・胴部

NH－２７ 埋設 ２ ２ ０ �a 口縁に突起、無文

�－４６－３０ ２７ 口縁部
NH－２７，
HP－１２

覆土 １ １ ０ �a LR縄文地に貼付文、口唇縄刻み
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遺 構 名
図・掲載
No.

図版
No.

器種
部位

出 土 位 置
点 数

時
期
分
類

計測値（�）
備 考掲 載 非

掲
載

遺 構 名
層 位 器 高 口 径 底 径

調 査 区 小計 合計

NH－２８

�－４９－３９ ２７ 胴 部 NH－２８ 覆土 １ １ ０ �b 単軸絡条体
�－４９－４０ ２７ 胴 部 NH－２８ 覆土 ２ ２ ０ �b 単軸絡条体
�－４９－４１ ２７ 胴 部 NH－２８ 覆土 １ １ ０ �a 無文地に沈線文、器面に炭化物
�－４９－４２ ２７ 胴 部 NH－２８ 床 １ １ ０ �a LR縄文

NH－２９
�－４９－４３ ２７ 口縁部 NH－２９ 床 １ １ ０ �a LR縄文、口唇縄刻み
�－４９－４４ ２７ 口縁部 NH－２９ 床直 ６ ６ ０ �a 口縁に台形突起、LR縄文なで消す

NP－１０６ �－５１－４９ ２３ 深 鉢
NP－１０６ 坑底 ３

８９ １１ �a ３０．０ （２４．２） （９．５）
貼付文、口唇刻み、結束第２
種、内面ミガキ、海綿骨針NP－１０６ 覆土１ ８６

NP－１１２
�－５１－５１ ２５ 口縁部

NP－１１２ 覆土１ ７
８ ０ �a 折り返し口縁無文、Lr縄文

I１０ � １
�－５１－５２ ２７ 口縁部 NP－１１２ 覆土１ ３５ ３５ ３８ �a LR縄文口縁で施文方向変え、縄線文２条

NP－１１３ �－５２－５４ ２４ 深 鉢

NP－１１３ 覆土 ５

６９ １４ �a （３１．８）（３０．６） ―

口縁に頂部、RL縄文地に
沈線文、内面調整口縁～肩
横・体部縦の丹念なナデ、胎
土に砂・パミス、微量の角閃
石・輝石を含む

E１０・１１ � ５
F１０・１１ �・� ５２
G７・９ � ３
G１０ �・� ２
H９ � ２

NP－１２５ �－５４－６２ ２４ 深 鉢

NP－１２５ 坑底 ８

１１８ ９ �a ４２．０ （３２．１） １２．８

外反する口縁部に波状沈線
文、頸部沈線で区画して無
文帯、LR縄文地の胴部文
様帯に渦巻文・カニのハサ
ミ状沈線文・磨消縄文、内面
調整横ナデ、胎土にパミス・
礫を含む

NP－１２５ 覆土 １４
NP－１２８ 覆土 １
B３８・３９ �・� ３
C２５・３６ � ２
C３８～４１ �・� ３５

D１７ � １
D３８～４０ �・� ４５

E３６ � １
E４０・４２ �・� ７

F３５ � １

NP－１２７
�－５５－６４ ２４ 甕

NP－１２７ 覆土 ３０
５５ ４ �a （３５．２） １３．３ （９．２）

無文地にクランク状沈線文、
内面丹念D３９ � ２５

�－５５－６５ ２７ 口縁部 NP－１２７ 覆土 ３ ３ ２６ �a RL縄文地に縄線文２条

NP－１２９ �－５５－６６ ２４ 深 鉢

NP－１２９ 覆土 １

６５ １１ �a ３４．７ （２４．４）（１０．１）

口縁に頂部が凹む山形隆起
部５か所、無文地に２本単位
の横線・連弧状沈線文、内面
調整丹念なナデ、胎土に砂・
パミスと微量の細礫・輝石
を含む

B・C－３５ �・� ２６
C３８・３９ �・� ６
D３５・３７ � ２９
D３９・４０ � ２

E３７ � １
NP－１３８ �－５５－６７ ２４ 壺 NP－１３８ 坑底 １７ １７ ０ �a （２３．５）（１１．４） ８．７ 貼付文、結束第２種、ミガキ

NP－１４４

�－５５－６８ ２５ 深 鉢
NP－１４４ 覆土 ５

１３ ５ �a （１６．５）（２１．５） ―
無文地に貼付帯、結束第１種、
内面横ナデ、海綿骨針D１６ � ８

�－５６－６９ ２５ 深 鉢
NP－１４４ 坑底 １０

２３ ２ �a （２４．６）（２３．１） ―
２個一組の貼付、結束第２種、
内面ミガキ、海綿骨針NP－１４４ 覆土１ １３

�－５６－７０ ２７ 口縁部 NP－１４４ 覆土１ ８ ８ ０ �a RL縄文地に貼付隆線、貼付文に撚糸圧痕文

NP－１５０ �－５６－７４ ２７ 胴 部
NP－１５０ 覆土１ １

３ ４１ �a 無文地に沈線文
SP－４０８ 覆土１ ２

NP－１５１
�－５７－７５a ２７ 口縁部 NP－１５１ 覆土 １

２ ０ �b 単軸絡条体
�－５７－７５b ２７ 胴 部 NP－１５１ 覆土 １
�－５７－７６ ２７ 胴 部 NP－１５１ 覆土 ２ ２ ０ �a 無文地に沈線文

NP－１７０ �－５７－８１ ２６ 深 鉢 NP－１７０ 覆土１ ３３ ３３ １ �a （２２．８） ９．２ ― RL縄文、底部張り出す

NP－１８６
�－５８－８５ ２７ 鉢 NP－１８６ 覆土 ３ ３ ０ �a ９．２ ― ４．１ 無文、底部張り出す
�－５８－８６ ２６ 底部 NP－１８６ 覆土 ６ ６ ０ �a ― ― ５．７ RL縄文、底部張り出す

NP－１８２ �－５９－８７ ２７ 口縁部 NP－１８２ 覆土１ １４ １４ １ �a 口縁に２山と１山の突起、貼付文、結束第２種
SP－５０６ �－５９－９１ ２７ 胴 部 SP－５０６ 覆土 １ １ ０ �a LR縄文地に太沈線

NS－１ �－６０－９２ ２５ 深 鉢
F１７ � ７

６３ ２５ �a （２６．２）（２７．５） ―
NS－１と同一、オオバコ回
転文、頸部に横還する沈線、
垂下する蛇行沈線文

G６ � １
G１７・１８ �・� ５５

埋設土器１ �－６０－９４ ２５ 深 鉢
埋設１ � ９５

１０２ １６ �a （３０．３）（２２．２） ８．５
口縁に台形突起、縄文地に
貼付文、結束第２種、ナデE４３ � ７

� 遺構とその遺物
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表�－１２ 遺構出土掲載石器一覧

遺 構 名
挿図・

掲載No.
図版 No. 層 位 器 種 名

長さ×幅×厚さ

（cm）

重 量

（g）
石 材

NH－２２ �－４３－３ ２８－１２６ HP－２検出面 扁平打製石器 １２．７×１１．９×２．８ ６０４．０ 安山岩

NH－２４
�－４５－１５２８－１２６ 覆土 扁平打製石器 １５．３×１１．４５×３．９ ８８８．０ 安山岩

�－４５－１６２８－１２６ 覆土 石 皿 ２７．５×１８．１×７．０ ４６６０．０ 安山岩

NH－２７

�－４７－３１２８－１２６ 覆土２ つまみ付きナイフ （９．９）×５．３５×１．１ （４２．８） 頁 岩

�－４７－３２２８－１２６ 床面 スクレイパー ６．３×５．６×１．５ ３４．３ 頁 岩

�－４７－３３２８－１２６ 床直 石 斧 （８．４）×５．５５×２．１ （１５１．５）片 岩

�－４７－３４２８－１２６ HP－２３覆土 扁平打製石器 １３．６×９．７５×２．１ ３１６．０ 安山岩

�－４７－３５２８－１２６ HP－２３覆土 扁平打製石器 １４．６×９．７×２．６ ４４８．０ 安山岩

�－４８－３６２８－１２６ 覆土 扁平打製石器 １３．４５×９．８×２．２ ３９２．０ 安山岩

�－４８－３７２８－１２６ 床 扁平打製石器 １５．４×１１．０×３．１５ ７５０．０ 安山岩

�－４８－３８２９－１２７ 床 石 皿 ４６．３×３６．３×１５．４ ４００００．０ 安山岩

NH－２９
�－４９－４５２８－１２６ 覆土 扁平打製石器 １５．４×８．７×２．１ ３２２．０ 安山岩

�－４９－４６２８－１２６ 床直 石 皿 ３１．８×２５．７×１０．７ １１０００．０ 安山岩

NP－１０４ �－５０－４７２９－１２７ 覆土１ 石 皿 ３８．９×２３．２×１４．２ ２０５００．０ 安山岩

NP－１０５ �－５０－４８２９－１２７ 覆土１ 北海道式石冠 １１．７×１１．６×６．６ １２８０．０ 安山岩

NP－１０６ �－５１－５０２９－１２７ 覆土２ 扁平打製石器 （１３．３）×（９．８）×２．１（３０４．０）安山岩

NP－１１２ �－５１－５３２９－１２７ 覆土１ スクレイパー ６．７×３．７×１．６ ３０．５ 頁 岩

NP－１１３ �－５２－５５２９－１２７ 坑底直上 北海道式石冠 （１２．０）×９．７×７．５（１２６５．０）安山岩

NP－１１５
�－５２－５６２９－１２７ 覆土 扁平打製石器 １３．７×９．１×４．２ ５１８．０ 安山岩

�－５３－５７３０－１２８ 覆土３上面 石 皿 ３９．２×３１．５×１６．８ ３１５００．０ 安山岩

NP－１１７ �－５３－５８２９－１２７ 坑底 北海道式石冠 １０．７×１０．０×５．０５ ６５６．０ 安山岩

NP－１１８

�－５４－５９３０－１２８ 覆土１ 石 斧 （８．８）×４．９５×２．４ （１６５．４）泥 岩

�－５４－６０３０－１２８ 坑底 北海道式石冠 （１３．２）×１１．５×９．１（１５１５．０）安山岩

�－５４－６１３０－１２８ 坑底 石 鋸 １４．５×１２．９×２．３ ４０８．０ 安山岩

NP－１２５ �－５４－６３３０－１２８ 覆土 スクレイパー ７．５５×４．９×２．０ ５０．２ 頁 岩

NP－１４４

�－５６－７１３０－１２８ 覆土１ 扁平打製石器 １２．９×８．３×２．３ ２４４．０ 安山岩

�－５６－７２３０－１２８ 覆土１ 扁平打製石器 １４．７５×１０．０×２．９ ４６２．０ 安山岩

�－５６－７３３０－１２８ 覆土１ 扁平打製石器 １４．０×１０．５×３．４ ５６２．０ 安山岩

NP－１５２ �－５７－７７３１－１２９ 覆土 扁平打製石器 １５．１×７．２×２．３ ２７４．０ 安山岩

NP－１５３ �－５７－７８３１－１２９ 坑底 北海道式石冠 １２．８×９．１×６．４ １０６０．０ 安山岩

NP－１５８ �－５７－７９３１－１２９ 覆土 石 斧 （６．７）×３．５×１．８５ （７７．９） 泥 岩

NP－１６６ �－５８－８０３０－１２８ 覆土１ 石 皿 ４０．０×２５．９×１４．３ ２１８００．０ 安山岩

NP－１７０ �－５７－８２３１－１２９ 坑底 北海道式石冠 （９．５５）×（８．３）×８．０５（９５０．０）安山岩

NP－１７１ �－５８－８３３１－１２９ 覆土１ 扁平打製石器 １４．８５×９．１５×５．１ １０１０．０ 安山岩

NP－１７７ �－５８－８４３１－１２９ 覆土 つまみ付きナイフ ７．２５×３．３×１．４ １８．８ 頁 岩

NP－１８９ �－５９－８８３１－１２９ 覆土 北海道式石冠 １７．６×１０．５×７．０ １４３０．０ 安山岩

NP－１９１ �－５９－８９３１－１２９ 覆土１ スクレイパー ７．６×２．８×１．２ ２２．３ 頁 岩

SF－４ �－５９－９０３１－１２９ � 石 斧 ７．１×３．３５×１．５ ４４．５ 泥 岩

NS－１ �－６０－９３３１－１２９ � 石 皿 ３９．２×３３．３×１１．３ １８６００．０ 安山岩
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� 包含層出土の遺物

１ 土器・土製品
出土点数

包含層からは土器が９８，８２９点、土製品が４６点出土した。土器のうち最も多いものは�群 a類土器
である。天祐寺式、涌元式、トリサキ式、大津�群、白坂３式など８８，８７３点出土した。これは包含層
出土土器全体の８９．９％を占めている。次いで円筒土器上層 c式、サイベ沢�式、見晴町式などの�群
a類土器が５，２６３点で５．３％を占めている。また�群 b類土器は４，３３５点で４．４％である。このほか、�
群の土器が２４６点（０．２％）、�群 b類土器が４点（０．００４％）出土している。
分 布

�群 b類土器は主に E地区の無名沢に面する段丘斜面を中心に出土した。C地区では濁川に面す
る段丘斜面で出土した。�群 a類土器は主に C地区の段丘平坦面を中心に出土した。D・E１４～１７で
全体の２４．６％が出土しており、ここから斜面の下に広く分布している。E地区では無名沢に面する斜

面で若干出土した。�群 a類土器は全体的に出土しており、C・E地区とも段丘の平坦面から尾根に
かけての範囲で広く分布している。�群 b類土器は主に C地区の段丘平坦面から尾根にかけての部
分で出土した。E地区では尾根部分でわずかに出土した。図�－４７・４８に時期別の分布図を掲載した。
以上のように、時期・分布が若干異なるため、土器・土製品については C地区と D・E地区に分

けて記述する。遺物の図は図�－１～３０の図版に１～３８２の通し番号を付して掲載した。以下では図
版番号を省略して掲載番号により記述する。

（１）C地区出土の土器・土製品（図�－１～３０－１～２３１）
�群 b類土器（図�－８－６８～７１、写真図版４４）
６８～７１は円筒土器下層 d２式に相当するものである。６８は垂下する貼付文の下端がボタン状貼付文

となる。器面には縄線文、貼付文には側縁圧痕がある。口縁頂部は縄、口唇は撚糸により刻まれる。

６９は組紐圧痕文で口縁部を区画し、口縁に結束回転文、体部に単軸絡条体の側縁圧痕をもつ。７０・７１

は同一個体である。口縁部に縄線文を斜位に施して菱形を組み合わせた文様を描く。体部には単軸絡

条体の側縁圧痕と結束第２種羽状縄文を施している。

�群 a類土器（図�－１・８～１０－１～９、７２～１００、写真図版３２・３３・４４～４６）
�円筒土器上層 c式に相当するもの（１・３・５・７２）
いずれも器面に隆線を貼付し、地文を施す。１・３は胴が張り、口縁部が大きく外反する。１は口

縁に山形小突起を一対もち、器面に隆線を貼付して文様を構成する。胴の張った部分に横環する隆線

を貼付し、突起から隆線を垂下させる。垂下する隆線下の横環する隆線上にはボタン状貼付文、隆線

とその間の器面には２本一組の縄の側縁圧痕がある。口縁は棒状工具により刻まれる。３は口縁に斜

位の貼付文、地文に結束第１種羽状縄文をもつ。口縁の斜位の貼付文は撚糸で刻まれる。５は底部近

くの横還する隆線に半載竹管状工具による低い角度からの刺突文が施される。隆線の一部には地文の

縄文がかかる。７２は口縁に２つ対の隆線を貼付し、口縁に横還させた隆線を縦位につなぐ。隆線上に

は２本一組の縄の側縁圧痕を施す。口唇は縄で刻まれる。

１４７



	サイベ沢
式に相当するもの（２・４・６～８・７３～８６）
地文を施した器面に隆線により文様を描くものや口縁部に簡素な貼付文をもつもの、器面に地文の

みのものである。次の第１類から第３類に分類される。

第１類（７３～７８）：地文を施した器面に隆線により文様を描くもの。

７３・７５～７８は LR縄文地、７４は RL縄文地に貼付隆線により文様が構成される。７３～７６は隆線に縄

の側縁圧痕や刻みなどをもつ。７３は口唇が縄により刻まれる。７７・７８は隆線に施文をもたない。７６・

７７は弁状突起に貫通孔がある。７８は口縁に片流れの山形隆起部をもつ。

第２類（２・４・７９～８６）：口縁部に簡素な貼付文や刺突文をもつもの。

２は口縁に三つ山の突起一対と片流れの突起が一対あり、三つ山の突起下器面に把手状貼付、その

直上に横位の貼付をもつ。地文は LR斜行縄文で、口縁内面と把手状貼付直上の横位貼付にも縄文が

施される。三つ山の突起頂部および口唇は縄で刻まれる。４は底部がわずかに張り出し、胴が張り口

縁部が外反する器形である。器面に地文は RLR斜行縄文を施し、口縁に粘土紐を貼付した小突起を

付けている。縦に２本粘土紐を貼付した小突起部が４か所にある。８０は口縁の小突起左側が指頭によ

りつままれ、突起直下に刺突文をもつ。口縁は棒状工具により刻まれる。７９・８１は弁状突起に、８３は

弁状突起と口縁に貼付文をもつ。８２は突起下の口縁器面にドーナツ状貼付文をもち、貼付隆帯で繋ぐ。

口唇と隆帯は縄により刻まれる。８４・８５は山形隆起部の下にボタン状貼付文をもつ。８６は口唇に隆線、

口縁部に把手状貼付をもつ。地文は結束第２種羽状縄文である。

第３類（６～８）：器面に地文のみのもの。

６は口縁に弁状突起をもち胴部から緩やかに立ち上がる器形である。口唇が縄で刻まれる。７は口

縁に小突起をもち、底部は胴の張りに比べてすぼまっている。胴が張り、頸部でくびれ口縁部が外反

する器形である。口唇は棒状工具により斜位に刻まれる。いずれも地文は結束第２種である。８は地

文に結束第１種羽状縄文をもつ胴下部～底部である。

�見晴町式に相当するもの（９・８７～１００）
縄文のみのものや口縁部に貼付文・沈線文をもつものである。次の第１類から第３類に分類される。

第１類（９・８７～９７）：地文のみのもの。

９は底部が張り出し、胴が張り、口縁が緩やかに外反する器形である。器面には魚骨回転文が施さ

れ、口唇は棒状工具により刻まれている。８７～９０・９２～９５は地文が結束第２種、９１・９６・９７は結束第

１種である。８９・９３・９５は突起頂部が指頭によりつままれる。９０は小突起をもつ。９６は山形隆起部を

もつ。８７・８８・９０～９２・９５は口唇に縄により刻み、８９・９３・９４・９７は口唇に縄の圧痕がある。

第２類（９９）：山形隆起部に貼付をもつもの。

９９は頂部が欠損しているが山形隆起部に縦位の貼付をもつ。器面には整った RLの縄文が施され、

口縁は縄により刻まれる。

第３類（９８・１００）：沈線文をもつもの。

９８は山形突起に貫通孔、LR縄文地の口縁部に弧状沈線文をもつ。口唇は縄により刻まれる。１００

は山形隆起部に刺突文、外傾する口唇に沈線をもつ。榎林式に近いものである。
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�群 a類土器（図�－２～７・１０～１６－１０～６１・１０１～２１７、写真図版３３～４４・４６～５１）
A 天祐寺式・涌元式に相当するもの（１０～６０・１０１～２０４）

隆帯をもつもの、縄文地に隆帯・貼付文・縄線文・沈線文・刺突文をもつもの、磨消技法による文

様をもつもの、無文地に縄線文・沈線文・刺突文をもつもの、折り返し口縁や多段の口縁部をもち器

面に縄文のみが施されるものや無文のもの、縄文のみのもの、撚糸文をもつもの、無文のものなど、

次の第１類～第８類に分類される。また、底部のみのものをまとめて第９類とした。

第１類（１０・１０１～１０８）：器面に縄文が施文され、隆帯をもつもの。

次の a種～c種に細分される。

a 種（１０・１０１）；隆帯と器面に縄文が施されるもの。

１０は隆帯と体部で RL縄文の施文方向を変える。１０１は隆帯と器面に RL縄文、口唇に縄の側縁圧

痕をもつ。

b 種（１０２～１０６）；隆帯間が無文のもの。

１０２・１０３・１０６は隆帯と体部で LR縄文の施文方向を変える。１０６は隆帯間の縄文がナデ消される。

１０４・１０５は隆帯間が無文で隆帯を縦位につなぐ。隆帯と体部で LR縄文の施文方向を変えている。１０４

は口唇にも縄文がある。１０５は口縁が多段で、隆帯に縄線文をもつ。

c 種（１０７・１０８）；隆帯と隆帯に沿った沈線文・縄線文をもつもの。

１０７は隆帯とその直下の器面に横位の沈線が引かれ、隆帯上半と器面は無文、隆帯下半には LR縄

文が施される。１０８は無文地の器面と隆帯に LRの縄線文が施される。

第２類（１１～１８・２０～２６・２８・２９・１０９～１４２・１４４～１５３）：器面に縄文が施され隆帯・貼付文・縄線

文・沈線文・刺突文をもつもの。

次の a種～f種に細分される。

a 種（１０９）；隆帯をもち、器面に沈線文をもつもの。

１０９は胴上部が張り、頸部がくびれて口縁部が外反する。無文地の口縁から胴上部に貼付帯と沈線

文により文様を構成する。貼付帯には丸棒状工具による刺突が施文される。胴下部の地文は LR縄文

である。

b 種（２０・２１・１１３）；貼付文をもつもの。

２０は口縁部に耳状の縦位の貼付が４か所ある。LR縄文地の器面に沈線文をもつ。２１は小波状口縁

をもつ。無文地の器面の貼付文により文様が構成され、口縁にのみ RL縄文が施される。１１３は山形

隆起部直下の口縁部に耳状の縦位の貼付をもつ。地文は LR縄文で、口縁の無文地部分に縄線文が２

条施されている。

c 種（１１～１８・１１０～１１２・１１４～１３５）；縄線文をもつもの。

１１～１５は口縁に山形隆起部をもつ。地文は LR縄文であり口縁の無文部分に縄線文が施文される。

１６～１８は平縁である。１６は無文地の口頸部に４条の縄線文をもつ。体部には無節 Lrの縄文が施され

る。１７・１８は縄文地の口縁部に縄線文が２条施文される。地文は１７が LR、１８が無節 Rl縄文である。

１１０は口縁に山形隆起部をもつ。縄線文で区画した口縁部の無文地部分に縦位の縄線文、口縁に LR

縄文をもつ。１１１は無文地口縁部を２本の縄線文で区画した間に鋸歯状に縄線文、体部・口唇に LR

縄文をもつ。１１２は山形隆起部をもつ。縄線文で区画した口縁部は無文、折り返し口縁と体部に LR

縄文を施す。１１４～１３３は口縁の無文部分もしくはおおむね無文となった部分に縄線文をもつものであ

る。１１４～１２５・１２７・１２８は２条、１２６・１２９～１３１は１条、１３２は３条、１３４は４条の縄線文をもつ。１１４

～１１６・１２９は口縁に山形隆起部をもち、口縁の形状に沿った縄線文をもつ。１１７は口縁に山形隆起部
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をもつが口縁の形状に関わらずに縄線文を横還させる。１１８～１２５・１２７・１２８・１３０～１３３は平縁である。

１２６は口縁の小突起頂部が縄で刻まれる。１３４・１３５は縄文地に縄線文をもつ。

d 種（１３６～１４２）；縄線文と沈線文をもつもの。

１３６～１４２は口縁に縄線文をもち、縄文地の体部に沈線により文様の描かれるものである。１３６・１３８

は口縁に山形隆起部をもち、口縁の形状に沿った縄線文を２条もつ。１３６は曲線的な文様、１３８には直

線的な文様が描かれる。１３７・１３９～１４１は平縁である。１３７・１４０は２条、１３９は１条の縄線文をもち、

１３７・１３９・１４０は曲線的な文様、１４１には直線的な文様が描かれる。１４２には入組文と思われる文様が

描かれる。

e 種（１４４）；刺突文と沈線文をもつもの。

１４４は口縁に振幅の大きい垂下する蛇行沈線の一部と思われる沈線文があり、沈線の間に刺突文を

施す。

f 種（２２～２６・２８・２９・１４５～１５３）；縄文地に沈線により文様が描かれるもの。

２２～２４は口頸部が無文地、体部が縄文地である。２２・２４は折り返し口縁をもち、頸部を沈線で区画

して縄文地の胴部に沈線で文様を描く。２２は波頭状曲線、２３は三角形と渦巻文の組み合わせである。

無文地とした口縁部に沈線文をもつ。２３は無文地とした頸部と縄文地の胴上部に弧線を逆 S字状に

組み合わせた簡素な沈線文をもつ。２５・２６は口縁・頸部・胴部の三つの文様帯をもつ。無文地の頸部

は沈線で窓状に区画され、縄文地の口縁の沈線は頸部の区画文の一部を構成する。胴部には三角形を

組み合わせた直線的な文様が描かれる。２８は無文地の口頸部に幅広の平たい把手状貼付を７か所もち、

体部に振幅の大きい S字状沈線と渦巻文が描かれる。２９には弧線が認められる。

１４５～１４８・１５０は口縁に山形隆起部をもつ。１４５は細い沈線により直線と曲線を組み合わせた不規則

な文様が描かれる。１４６～１４８は口縁に沿った沈線と S字状文・渦巻文もつ。１４８の文様構成は２４と類

似する。１４９は無文地の口縁部に隆帯をもち、隆帯の上下に沈線が引かれる。頸部３本の沈線で区画

され、体部に弧線と短い縦線を組み合わせた文様が描かれる。１５０・１５１は振幅の大きい垂下する沈線

文をもつ。１５２・１５３は隆帯をもつ。１５２は口縁部に窓状の区画、体部に弧線による文様をもつ。１５３の

器面には弧線が認められる。

第３類（２７・１５４～１５６）：磨消技法による文様をもつもの。

２７は口縁から胴下部までコの字を組み合わせた文様が描かれる。１５４～１５６は明瞭な磨消縄文をもつ

ものである。折り返し口縁をもつ。

第４類（１９・３０・１４３・１５７～１６４）：無文地に縄線文・沈線文・刺突文をもつもの。

次の a種～c種に細分される。

a 種（１９）；縄線文をもつもの。

１９は口縁に山形隆起部をもち、胴上部まで多段となる。口縁に縄線文を２条、口縁の形状に沿って

施す。

b 種（３０・１５７～１６４）；沈線文をもつもの。

３０は胴下部が張り、頸部がくびれて口縁部が開く器形である。口唇は外傾する。口縁に２本、頸部

・底部付近に３本の沈線を引き区画する。頸部は文様帯を区画した横位の沈線に連なる縦位の一本沈

線により細分される。胴部文様帯にはに３本一組の沈線により連弧状沈線を組み合わせた文様が描か

れる。１５７～１５９は折り返し口縁をもち、体部に２本一組の沈線により曲線的な文様を描く。１５７は連

弧状文、１５８は横線と弧線、１５９は区画文をもつ。１６０は単線により１５９に似た文様をもつ。１６１～１６４は
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直線的な文様をもつ。１６２は口縁が多段となる。

c 種（１４３）；沈線文と刺突文をもつもの。

１４３は口縁に２本沈線が巡り、そのうちの１本の末端は下がって渦巻文となる。口縁には竹管状工

具による刺突文が並ぶ。

第５類（３１～３９・１６５～１７８）：折り返し口縁や多段の口縁部をもち、器面に縄文が施されるものや無

文のもの。

次の a種～c種に細分される。

a 種（３１～３８・１６５～１７４）；無文の折り返し口縁をもつもの。

３１・３４は底部から口縁まで直線的に立ち上がる。３２・３３・３７は胴中央部、３５は胴上部がわずかに張

り、口縁部は直線的に立ち上がる。３６は胴中央部が張り、口縁部が内傾する。３１は体部に無節 Lrの

縄文をもつ。３２・３５には LR、３３・３４には RLの横走気味の縄文が施されている。３６は RL、３７は LR

斜行縄文をもつ。３８は口縁に二山の隆起部を４か所にもつ。肩が張り、頸部がくびれて口縁が開く。

体部に施された RL縄文は胴上半で施文方向を変えている。

１６５は口縁に山形隆起部をもつ。１７１は小波状口縁である。１６５・１７０には RL、１６６・１６７・１６９・１７１

～１７４には LR、１６８には無節 Lr縄文が施されている。

b 種（１７５）；体部と同じ縄文の施された折り返し口縁をもつもの。

１７５には LR縄文が施されている。口唇は外傾し内側に切り出し状となる。

c 種（３９・１７６～１７８）；多段の口縁部をもつもの。

３９・１７６～１７８は多段の口縁部が無文である。３９は体部に LR縄文が施されている。１７６は口唇が角

張り、外傾する。体部には RL縄文が認められる。１７７は口唇が薄く尖り気味である。１７８は口唇が切

り出し気味である。体部に LR縄文が施される。

第６類（４０～４８・１７９～１９３）：縄文のみのもの。

次の a種～d種に細分される。

a 種（４０・１７９・１８０）；口縁が無文のもの。

４０は口縁部に箆状工具による縦位の擦痕がある。体部には無節 Lrの縄文が施されている。１７９は

胴上部が張り、頸部がわずかにくびれて口縁部は垂直に立ち上がる。１８０は口縁部が内傾し、口縁が

わずかに外反する。１７９には LR、１８０は RL縄文が施されている。

b 種（４１～４３・４８・１８１～１８５）；口縁で縄文の施文方向を変えるもの。

４１は頸部がわずかにくびれ、口縁部が緩く外反する。４２・４３は口縁に山形隆起部をもつ。４１・４３に

は LR、４２には RL縄文が施されている。４８は口縁に頂部を６か所もち、付加条の縄文が施される。

１８２は頸部がわずかにくびれ口縁が外傾する。１８５は口縁が緩く外反する。１８１～１８４には LR、１８５に

は RL縄文が施されている。

c 種（４６・１８６～１９３）；口縁まで体部と同じ施文方向の縄文が施されるもの。

４６は口縁に山形隆起部をもち、器面に無節 Rl縄文が縦走気味に施される。１８６・１８７・１８９・１９１・

１９２は LR、１８８・１９０は RL、１９３は付加条の縄文をもつ。

d 種（４４・４５・４７）；口縁部を欠き、上記のいずれか不明のものを便宜上ここで記述する。

４４・４５・４７は器面に LR縄文をもつ。４５は底部の際まで縄文が施されている。

第７類（４９・５１・１９４～１９６）：撚糸文をもつもの。

４９は多段の口縁部をもつ。４９・５１は器面に撚糸文をまばらに施している。１９４～１９６は無節 Rlの撚
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糸文をもつ。１９４・１９５は斜格子状撚糸文、１９６は斜位の撚糸文である。

第８類（５０・５２～６０・１９７）：無文のもの。

次の a種・b種に細分される。

a 種（５２・５３）；多段となるもの。

５２は口縁に山形隆起部をもち、底部近くまで多段となる。５３は胴下部まで多段となる。

b 種（５０・５４～６０・１９７）；多段とならないもの。

５６・６０は口縁に頂部をもつ。５０・５４・５５・５７・５８・５９は平縁である。５９は頸部がくびれ口縁が外傾

する。１９７は口縁に山形隆起部をもつ。口縁部が緩やかに開き、口唇は外傾する。

第９類（１９８～２０４）：底部。

１９８は棒状工具による格子状沈線、１９９は半截竹管状工具による横位・縦位の沈線をもつ。２０１には

木葉痕がある。２００・２０２は器面に粗雑な縄文が施文される。２０３・２０４は底部まで整った LR縄文が施

文方向を変えて施される。涌元式～大津式に相当すると思われるが便宜上ここで扱った。

B トリサキ式・大津式に相当するもの（６１・２０５～２１７）

�トリサキ式に相当するもの（２０５～２０７・２１１～２１３）
２０５～２０７・２１１～２１３は無文地に沈線文をもつものである。無文地の器面に単線による沈線文が描か

れている２１３a・bは同一個体である。胴が張り、頸部がくびれ口縁部が外傾する器形である。胴部に

貼付をもつ。器面には S字状文・連結 S字状文が半肉彫的技法により描かれる。

	大津式に相当するもの（６１・２０８～２１０・２１４～２１７）
無文地に沈線文をもち口唇に刻みをもつものと磨消縄文をもつものがある。第１類と第２類に分類

される。

第１類（２０８～２１０）：無文地に沈線文をもち口唇に刻みをもつもの。

２０８～２１０は無文地の器面に単線により沈線文が描かれている。口縁の頂部や口唇には棒状工具によ

る刻みをもつ。

第２類（６１・２１４～２１７）：磨消縄文をもつもの。

６１は胴上部が張り頸部がくびれ口縁部が開く器形である。底部を欠く。口縁から胴部に RL縄文を

施し、頸部と胴下部に沈線を引いて文様帯を区画する。胴下部は無文となる。口縁部には弧線、波状

沈線文により文様が描かれる。体部には磨消技法により大きな角形の渦巻文が描かれ、肩には鋸歯状

文、胴下部には稲妻文が配されている。２１４・２１５は口頸部が太沈線で区画される。２１４は頸部、２１５は

口縁が無文となる。２１４は口縁に逆くの字状沈線文、２１５は頸部に稲妻状沈線文が施されている。２１７

は磨消縄文によりカニのハサミ状の文様が描かれる。２１６は LR縄文地の口縁に６１の口縁部と同様の

波状沈線文が描かれている。

�群 b類土器（図�－１７－２１８・２１９、写真図版５１）
２１８・２１９はいずれも LR縄文地である。口縁際を沈線で区画し口縁部に斜位の沈線により鋸歯状・

入子状三角形の文様を描く。ウサクマイ C式に相当する。
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�群 b類土器（図�－７－６２～６７・２２０～２２３、写真図版５１）
６２～６５・２２０・２２１は擬縄貼付文で菱形が描かれる。擬縄貼付文には刻目をもつ。後北 B式に相当

する。６６は隆起線文により紡錘形・円形が描かれ、隆起線文によりさらに上下に分割される。菱形部

分は隆起線により十文字に分割される。隆起線には刻目をもつ。後北 C１式に相当する。いずれも器

面には刻目列や０段多条 Rlの帯縄文、縞縄文が施される。６７は器面に刻目列と０段多条 Rlの帯縄

文、縞縄文が施される。２２２には隆起線と器面に刻目をもつ。２２３は０段多条 Rl縞縄文が施される。

後北 C２－D式に相当する。

土製品（�－１７－２２４～２３１、写真図版５１）
２２４・２２５は円盤状土製品、２２６～２２８は三角形土製品である。いずれも�群 a類土器の破片を加工
したものである。２２４・２２６・２２７には LR縄文が認められる。２２５は無文、２２８には無文地に渦巻状沈

線文がある。２２９は耳栓、２３０・２３１は鐸形土製品である。

（２）D・E地区出土の土器・土製品（図�－１８～３０－２３２～３８２）
�群 b類土器（図�－１８・２４－２３２・２３３・２７５～２８８、写真図版５２・６０）
２３２・２３３・２７５～２８８は円筒土器下層 d２式に相当するものである。２３２・２３３は体部にオオバコ回転

文をもつ。２３２は頸部に円形刺突文を巡らせている。２３３は頸部に隆帯をもつ。口縁部には２３２は Lr、

２３３は Rlの縄による斜位・横位の縄線文で文様を構成する。２７５～２７７・２８０～２８４は口縁部、２７８・２７９

は口縁部と胴部である。２７５・２７６は口縁部に Rl縄線文をもつ。体部には２７５は結束第２種、２７６は結

束第２種と撚糸文が施されている。２７７は口縁部に Lr縄線文、単軸絡条体の側縁圧痕と竹管状工具

による刺突文、体部は結束第１種である。２７８は口縁部に Rl、２７９は口縁部に Lr縄線文、体部に結束

第１種と撚糸文をもつ。２８０は口縁部に Rl縄線文、体部に結束第２種と撚糸文、２８１は口縁部に結束

第１種、体部に撚糸文、２８２は口縁部に結束第１種と Rl縄線文をもつ。２８３は口縁部に Lr縄線文、

体部に結束第２種と撚糸文をもつ。２８４は口縁部に Rl縄線文と単軸絡条体圧痕文をもつ。２８５・２８６は

胴部、２８７・２８８は底部である。２８５には結束第１種、２８６には結束第２種と撚糸文がある。２８７には R

と Lの組紐側縁圧痕文、２８８には撚糸文が施されている。

�群 a類土器（図�－１８・２４－２３４・２８９、写真図版５２）
２３４・２８９はサイベ沢�式に相当するものである。２３４は底部がすぼまり胴が張り口縁部がゆるやか
に外反する器形である。口縁の弁状隆起部に隆帯をもつ。口唇と隆帯は縄により刻まれる。体部には

結束第２種羽状縄文が施される胎土に少量の海綿骨針を含む。２８９は結束第２種の RL縄文を施した

器面に隆線とボタン状貼付文により文様を描く。口縁の山形隆起部には隆線とボタン状貼付文をもつ。

口唇は縄により刻まれる。

�群 a類土器（図�－１８・２３・２４・３０－２３５～２７４・２９０～３７６、写真図版５２～６５）
A 天祐寺式・涌元式に相当するもの（２３５～２５７・２９０～３２６）

隆帯を持つもの、縄文地に縄線文・沈線文をもつもの、無文地に貼付文と沈線文をもつもの、縄文

のみのもの、無文のものなど、次の第１類～第７類に分類される。

第１類（２３５・２３６・２９０～２９６）：器面に縄文が施文され、隆帯を持つもの。

次の a種～c種に細分される。

a 種（２３５・２３６・２９０～２９３）；隆帯と器面に縄文が施されるもの。
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２３５は口縁に隆帯を１本もつ。２３６は口縁と口縁部に隆帯をもち、２本の隆帯を縦の隆帯でつないで

いる。２９０～２９３は口縁に隆帯を１本巡らすもの。いずれも口縁部と体部で縄文の施文方向を変える。

２９２は RL、ほかは LR縄文が施される。

b 種（２９４・２９５）；隆帯間が無文ものもの。

２９４は口縁と口縁部、２９５は口縁部に隆帯をもち、隆帯間は無文となる。口縁部と体部で LR縄文の

施文方向を変えている。２９５は口唇にも縄文が施される。

c 種（２９６）；隆帯に縄線文をもつもの。

２９６は口縁に隆帯をもち、隆帯には縄線文が施される。口縁部には LR縄文が施される。

第２類（２９７）：器面に縄文が施され縄線文をもつもの。

２９７は器面に RL縄文が施され、口縁に縄線文が２条巡る。

第３類（２３９・２５６・２９８・２９９）：器面に縄文が施文され沈線文をもつもの。

２３９は口縁に山形隆起部をひとつだけもつ。半截竹管状工具による沈線で不規則な曲線的文様が描

かれる。２５６は口縁から胴上部に粗雑に縄文を施し、口縁と頸部に数本の沈線を引き区画する。これ

らの沈線は途中で途切れて、区画は部分的なものである。肩から胴上部には沈線により４～５本一組

の弧線を引き、曲線的文様を構成する。２９８は頸部に２本の沈線を引き、頸部から胴上部に３～４本

一組の弧線文を描く。２９９は胴上部に２本の沈線を引き、頸部と胴上部に弧線により曲線的な文様を

描く。地文は２３９・２５６・２９８は LR、２９９は RL縄文である。

第４類（２３７・２３８・２５７・３００～３１３）：無文地に沈線文をもつもの。

２３７・２３８・２５７は口縁に緩やかな山形隆起部をもつ。２３７は器面に箆状工具による横位・斜位の沈線

が引かれている。２３８は口縁部と胴上部に２本の沈線を引いて区画し、その間に角ばった波頭状沈線

とコの字状沈線を組み合わせた文様が横方向に展開する。器面には部分的に LR縄文がみられるが、

ほとんど無文地である。２５７は口縁部から胴上部に横位の沈線が引かれている。３００・３０１・３０５・３０６

には横位沈線と弧線、３０２には横・縦位沈線と弧線、３０３には横・斜・縦位沈線、３０４には横位沈線が

認められる。３０７・３０８には横位沈線と鋸歯状沈線があり、３０８では蛇行沈線により鋸歯状沈線をつな

いでいる。３０９・３１０は横・斜位沈線により文様が構成される。３１１～３１３は斜格子状沈線文をもつもの

である。

第５類（３２７～３２９）：無文地に貼付文と沈線文をもつもの。涌元式に相当する。

３２７～３２９は口縁に耳状の縦位の貼付をもち、器面に沈線により文様が描かれる。

第６類（２４０～２４６・３１５～３２１）：縄文のみのもの。

次の a種～c種に細分される。

a 種（２４６・３１７）；口縁が無文のもの。

２４６は胴が張り口縁部が内湾し、緩く外反する口縁に山形隆起部をもつ。体部には無節 Lrの縄文

が施される。３１７は口縁部が外反する。LR縄文をもつ。

b 種（３１４・３１５）；口縁で縄文の施文方向を変えるもの。

３１４・３１５は口縁まで LR縄文が施され、口縁で施文方向を変えている。

c 種（２４０～２４５・３１６・３１８～３２１）；口縁まで体部と同じ施文方向の縄文が施されるもの。
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２４０・２４１は胴上部が張り頸部がくびれ口縁部が外反する器形である。口縁に山形隆起部をもつ。器

面には RL縄文が施される。胴下部は無文となる。２４２は口縁が欠損する。器面には RL縄文が施さ

れる。２４３は底部と胴部で LR縄文の施文方向を変える。２４４・２４５は LR縄文が施される。３１６・３１８

・３１９・３２１には LR、３２０には RLの縄文が施されている。

第７類（２４７～２５５・３２２～３２６）：無文のもの。

２４７は胴が張り頸部がくびれて口縁部が外傾する器形である。復元したところ体部が歪んでいた。

２４７・２４９・２５０・２５４の内面調整は口縁部が横ナデ、体部は縦ナデである。２４７の内面調整は丹念であ

る。２４８・２５２は丹念な縦ナデ、２５１・２５３・２５５は横ナデにより内面が調整される。２５５は舟形を呈した

小型の鉢である。３２２は折り返し口縁、３２３は口縁が多段となる。３２４・３２６は口縁に山形隆起部をもつ。

３２４は器面には縦位の擦痕がある。３２３・３２５は部分的に LR縄文が認められるがほとんどが無文なの

でここで扱う。

B トリサキ式・大津式・白坂３式に相当するもの（２５８～２７４・３２７～３７４）

�トリサキ式に相当するもの（２５８～２６４・３２７～３４９）
無文地に耳状の貼付文や沈線文をもつもの、口縁に８の字状貼付文をもつものがある。次の第１類

・第２類に分類される。

第１類（２５８・３２７～３３４）：無文地に耳状の貼付文や沈線文をもつもの。

次の a種・b種に細分される。

a 種（３２７～３２９）；無文地に沈線文と口縁に縦位の耳状の貼付文をもつもの。３２７は平縁、３２８・３２９は

口縁に山形隆起部をもつ。３２７は胴が張り頸部がくびれて口縁部が緩く外反する。口縁～頸部に縦位

の貼付をもち、口縁と頸部を２本の沈線で区画する。体部には縦線・弧線・斜線がある。３２８は口縁

部が外傾する。山形隆起部の部分では緩やかに外反する。口縁に縦位の貼付をもち、口縁部に２本一

組の沈線が引かれている。３２９は山形隆起部外面に短い縦位の貼付があり口縁に口縁形状に沿った沈

線が２本引かれている。口縁部には弧線により曲線的な文様が描かれる。

b 種（２５８・３３０～３３４）；沈線文をもつもの。２５８は体部に弧線により曲線的な文様を描く。３３０～３３３

は垂下する蛇行沈線をもつ。３３４は口縁部に横線・弧線をもつ。

第２類（２５９～２６４・３３５～３４９）：口縁に８の字状貼付文をもつもの。

次の a種～d種に細分される。

a 種（２５９～２６２・３３６～３４０・３４２～３４４）；無文地に沈線文と８の字状の貼付文をもつもの。

２５９は頸部と胴部に横線を引いて区画する。口縁部には２本一組の横線が引かれる。胴部文様帯の

上下には３本一組の弧線により半円状の重複連弧文、その間に２本一組の沈線により垂下する沈線文

をもつ。２６０は口縁部に横線、体部に振幅の大きい垂下する沈線をもつ。２６１は細い沈線により横線・

S字状沈線・斜線が描かれる。２６２は口縁～頸部に横線、体部に斜格子状沈線文をもつ。３３６は口縁に、

３３７は口縁と頸部に２本一組の沈線文をもつ。３３８は口縁・頸部・胴上部を２本一組の沈線により区画

する。口縁部文様帯には２本一組の弧線により縦に区画される。胴部文様帯は３本一組の縦線により

区画され、区画の中には２本一組の弧線・斜線により文様が描かれる。３３９～３４０・３４２～３４４は８の字

状の貼付文を付け、口縁に横線を引く。弧線文や垂下する沈線文をもつ。

b 種（２６３・２６４・３４５～３４９）；無文地に８の字状の貼付文をもつもの。

２６３は口縁部が外傾する。内面調整は丹念であり口縁部は横ナデ、体部は縦ナデである。２６４は胴が
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張り頸部がくびれ口縁が外反する。内面調整は口縁～肩は横ナデ、体部は丹念な縦ナデである。３４５

は口縁が多段、３４６は折り返し口縁である。３４７・３４８は８の字状の貼付文の輪が三連になる。３４９は器

面に擦痕がみられる。

c 種（３４１）；縄文地に沈線と８の字状貼付文をもつもの。

３４１は RL縄文地に半截竹管状工具による横線・垂下する蛇行沈線と８の字状貼付文をもつ。

d 種（３３５）；縄文地に８の字状貼付文をもつもの。

３３５は口縁に山形隆起部、LR縄文地に８の字状貼付文をもつ。

	大津式に相当するもの（２６５～２７１・２７３・２７４・３５０～３６２・３６４～３６８）
口縁の隆起部頂部に刻みをもつもの、条線によって文様を描くもの、クランク文・稲妻文などの沈

線文をもつもの、磨消縄文をもつものなど、次の第１類～第４類に分類される。

第１類（３５０・３５１）：無文地に沈線文をもち、口縁の隆起部頂部に刻みをもつもの。

３５０は胴が張り頸部がわずかにくびれ口縁が緩く外反する。口縁に粘土を貼付し、その口唇を棒状

工具により刻んでいる。器面には渦巻文が描かれている。３５１は頂部が刻まれ、口縁部に曲線的な文

様が描かれる。

第２類（３５２～３５７）：条線によって文様を描くもの。

３５２～３５７は条線によって文様を描くものである。そのうち、３５６・３５７は条線によって文様を描いた

のち太い沈線で縁取りされているものである。

第３類（２６５～２６７・２６９～２７１・２７３・３７５・３７６）：クランク文・稲妻文などの沈線文をもつもの。

次の a種・b種に細分される。

a 種（２６５・３７５・３７６）；無文地に沈線により文様を描くもの。

２６５は頸部と胴上部を区画してクランク状沈線文を施す。口縁部と頸部は無文帯となる。３７５は肩の

部分に己の字状沈線文、３７６は頸部に弧線文をもつ。

b 種（２６６・２６７・２６９～２７１・２７３）；縄文地に沈線により文様を描くもの。

２６６・２６７は LR縄文地にクランク文をもつ。部分的に縄文を施し、沈線で区画して磨消縄文風の文

様を描く。２６９は胴上部に LR縄文を施し、頸部・肩・胴下部に沈線を引いて区画する。頸部には稲

妻文を描く。胴上部には稲妻文を左右対称に施して、その中に斜線で菱形を描く。その文様間の胴下

部の区画に接して２本一組の弧線を配する。口縁部・胴下部は無文となる。２７０は肩、２７１は胴上部が

張り頸部がくびれ口縁部が外反する。いずれも RL縄文地に沈線文をもつ。２７０は稲妻文をもち、口

縁に打ち欠きがある。２７１は口縁～頸部は無文で、頸部と肩を区画して稲妻文を施す。胴上部の一部

では区画よりも下にクランク文がある。２７３は口縁～胴下部まで LR縄文を施し、頸部と肩を区画し

てクランク文を配する。体部には大小の曲線的な波頭文、ハート形文を描く。

第４類（２６８・２７４・３５８～３６２・３６４～３６８）：磨消縄文をもつもの。

次の a種～c種に細分される。いずれも LR縄文地に磨消縄文をもつ。

a 種（２６８・３５８～３６２）；口縁が無文帯となるもの。

２６８は頸部・胴上部・胴下部に沈線で区画した文様帯がある。クランク文・天地が入れ子状となっ

た凸の字状沈線文・稲妻文が施文される。３５８は頸部にクランク文をもつ。３５９は頸部と胴部が区画さ

れクランク文をもつ文様帯となる。３６０は体部に曲線的な文様・稲妻文・くの字状文が描かれる。３６１
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図－１ 包含層出土の土器（１）
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図－２ 包含層出土の土器（２）
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図－３ 包含層出土の土器（３）
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図－４ 包含層出土の土器（４）
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図－５ 包含層出土の土器（５）
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図－６ 包含層出土の土器（６）
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図－７ 包含層出土の土器（７）
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図－８ 包含層出土の土器（８）
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図－９ 包含層出土の土器（９）
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図－１０ 包含層出土の土器（１０）
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図－１１ 包含層出土の土器（１１）
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図－１２ 包含層出土の土器（１２）
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図－１３ 包含層出土の土器（１３）
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図－１４ 包含層出土の土器（１４）
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図－１５ 包含層出土の土器（１５）
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図－１６ 包含層出土の土器（１６）
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図－１７ 包含層出土の土器（１７）・土製品
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図－１８ 包含層出土の土器（１８）
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図－１９ 包含層出土の土器（１９）
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図－２０ 包含層出土の土器（２０）
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図－２１ 包含層出土の土器（２１）
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図－２２ 包含層出土の土器（２２）
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図－２３ 包含層出土の土器（２３）
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図－２４ 包含層出土の土器（２４）
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図－２５ 包含層出土の土器（２５）
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図－２６ 包含層出土の土器（２６）
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図－２７ 包含層出土の土器（２７）
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図－２８ 包含層出土の土器（２８）
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図－２９ 包含層出土の土器（２９）
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図－３０ 包含層出土の土器（３０）・土製品

１８６



はカニのハサミ状文様・逆くの字状文をもつ。３６２は頸部に区画文をもつ。

b 種（３６４～３６８）；縄文地の口縁にクランク文・稲妻文・鋸歯状文をもつもの。

３６４は口縁にクランク文、体部に渦巻文をもつ。３６５は口縁に稲妻文、口縁部・頸部に逆くの字状文

をもつ。３６６は頸部が沈線で区画され、口縁部に鋸歯状文、体部に渦巻文・菱形文が描かれる。３６７は

稲妻文とカニのハサミ状文様をもつ。３６８には鋸歯状文と曲線的な文様が描かれる。

c 種（２７４）；渦巻文・カニのハサミ状の文様が描かれるもの。

２７４は LR縄文地に磨消技法により渦巻文とカニのハサミ状文様が描かれ、胴下部に逆くの字状文

をもつ。

�白坂３式に相当するもの（２７２・３６３・３６９～３７４）
２７２は口縁に山形隆起部を２か所もつ。３６３は無文地に沈線により、口縁頂部に半円状の多重弧状沈

線文、口縁部に己の字状文が描かれる。３６９～３７１は口縁内面にも半円状の多重弧状沈線文をもつ。３７２

はくの字・逆くの字状文、波頭文が描かれる。３７３は頸部・肩にクランク文、胴部に天地入れ子に

なった凸字状文をもつ。３７４は肩に渦巻文、胴部に波頭文をもつ。

土製品（図�－３０－３７７～３８２、写真図版６５）
３７７は円形土製円板である。表裏両面の中央が凹む。３７８～３８１は三角形土製品である。３７８～３８０は

無文、３８１には RL縄文が認められる。３７７・３７８は D地区から出土した。３８２は鐸形土製品である。

（鎌田）

２ 石器・石製品
石槍またはナイフ（図�－３１－１～３、写真図版６６）
１・３は両面に剥離調整が施されている。１は先端が破損した後に再加工が施されている。２は背

面にのみ全面に加工が施され、腹面は周縁のみが剥離調整されている。３は石鏃の可能性もある。先

端を若干欠損している。石材は、１・３は黒曜石、２は頁岩である。

石 鏃（図�－３１・３２－４～４５、写真図版６６）
４～６は平面形が二等辺三角形のものである。４・５は底辺が平坦（平基）で、６は底辺が内湾し

ている（凹基）。４は底辺の一端に欠損が見られる。

７～１１は平面形が木の葉形、柳葉形、菱形のものである。７は下端を８・１０は先端を、１１は上下両

端を欠損している。９は先端部側の両側縁が若干内湾し、尖頭部の調整が細かく入念である。

１２～２０は有茎でカエシ部分が不明瞭なものである。１４は柳葉形の基部に茎部が作り出されているが、

茎部分は欠損している。二次加工の剥離調整は周縁のみ施されている。茎部の根本部分周辺にアス

ファルト様の物質が付着している。１５は先端を、１６は上下両端を欠いている。１７～２０は基部の横断面

が厚い凸レンズ状である。

２１～４５は有茎でカエシが明瞭なものである。体部の平面形は三角形である。３４・３８・４０は凹基で、

体部の厚みが均一で薄手であり、両面の調整が入念である。基部側縁の形状が直線ではなく、緩やか

に外湾する。４４は基部側縁が若干内湾する。２１・２２・２５・２８・３２・４０・４５には茎部と根本周辺にアス

ファルト様物質の付着が見られる。

掲載品の石材は４・５・７・９・１２・３０・３５・３７が黒曜石、１３が片岩、２０が安山岩、２１・２４～２７・

３１・４４・４５はめのう、３３は鉄石英、それ以外は頁岩である。
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石 錐（図�－３２－４６～５０、写真図版６６）
４６・４７は持ち手部分がない細長い棒状タイプで、上下の両尖端部が錐部となるものである。４８～５０

は持ち手があり、錐部が突出して作り出されているタイプである。掲載品の石材はすべて頁岩である。

つまみ付きナイフ（図�－３２－５１～６０、写真図版６６）
５１～５９は縦長剥片、６０は横長剥片を素材とする。５１はつまみ部分側の周縁が両面調整されている。

５２と５９は素材の上下でみると下側につまみ部が作られている。５５はつまみ部が作り出されているのみ

で、本体に刃部の加工がなく、未製品である。掲載品の石材はすべて頁岩である。

スクレイパー（図�－３３・３４－６１～７９、写真図版６６・６７）
６１は急角度の刃部を持つ。６２・７７・７９は横長の素材を利用している。６３は両面を調整している。石

材は６８と７５が安山岩、７４・７７がめのう、それ以外は頁岩である。

石 斧（図�－３４～３６－８０～９６、写真図版６７・６８）
８０は擦り切り整形後全面研磨し、調整されている。偏刃である。８１は素材の形状をそのまま生かし

て全体の研磨のみで整形している。円刃である。８２は敲打調整による整形の後、全体を研磨して仕上

げている。刃部平面は緩やかに湾曲する。８３は基端部分に敲打調整痕が残る。基端の平面は基部の長

軸に対し傾いている。全体に研磨して仕上げてある。偏刃である。８４は打ち欠きによる整形後全体を

研磨している。平刃である。８５は全体の研磨調整が入念である。刃部は１／３ほどが破損している。

８６は打ち欠き・敲打による整形後、全体を研磨している。偏刃である。８７は打ち欠き整形の後、全体

を入念に研磨している。偏刃である。基部上端もよく磨かれ、刃部様に整形されている。８８は打ち欠

きによる大まかな整形の後、部分的に研磨している。刃部は基部に対して幅が狭く平刃で、石のみ様

に作られている。８９は全体に入念な研磨が施されている。刃部に最大幅を有する撥形である。刃部平

面は直線的である。９０は打ち欠き整形後、全体を研磨している。やや偏刃である。９１は敲打調整によ

る整形の後、研磨で仕上げている。横断面は厚みのある楕円形である。刃部平面は若干湾曲している。

９２は細長い礫の素材をそのまま利用し、刃部周辺のみを研磨している。偏刃である。９３は２点が接合

したものである。敲打・打ち欠き整形の後、全体を研磨している。やや偏刃である。９４は敲打調整の

後、全体を研磨している。刃部は破損している。横断面が楕円形で厚みのあるタイプである。９５・９６

は刃部が最も幅が広い、撥形である。９５は全体を入念に研磨している。若干の敲打調整痕が残る。９６

は全体を打ち欠きにより整形後、研磨して仕上げている。どちらも刃部は破損している。

石材は８８・９２～９４が片岩、９１が砂岩である。８４は一次整理段階では片岩とされていたが、従来蛇紋

岩と呼ばれていたものである。「蛇紋岩」という石材分類については、倉知川遺跡から出土した石斧

の考察（北埋調報１９６）によると、再考を必要とするもので、表には「？」を付した。

たたき石（図�－３６－９７・９８、写真図版６８）
９７は楕円礫の長軸上の両端を使用している。９８は扁平な礫の広い面両面、長軸に平行する両側縁、

４面を使用する。広い面の使用痕は凹んでいる。石材は２点とも安山岩である。

扁平打製石器（図�－３７～３９－９９～１１２、写真図版６８・６９）
掲載した１４点の石材はすべて安山岩である。９９～１０４は機能部分が刃部状で、機能部の短軸の断面

が V字形に近いものである。９９・１００・１０２・１０４は素材の周縁を打ち欠いて整形している。１０１は機

能部周辺の縁辺部と、それに対峙する縁辺部を打ち欠いている。機能部は未使用である。１０３は素材
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長軸上の一端を欠損している。周縁の打ち欠き調整中に破損したと思われる。

１０５～１１０は機能部分がすり面状に平坦になっている部分を持つものである。１０５・１０６・１０８・１１０～

１１２は打ち欠きによる周縁加工がほぼ素材を一周する。１０７は機能面付近と長軸上の一端、片面の広い

範囲を打ち欠いている。１０９は機能部付近と長軸上の両端に打ち欠きが見られる。１１０は機能面と対峙

する縁辺部に敲打調整痕を持つ。また周縁加工された部分は被熱により黒変している。１１１は素材の

切断面が残る縁辺部以外を打ち欠いて整形している。使用痕はなく、未製品あるいは未使用品である。

図示した上下が逆の可能性もある。１１２は機能面に敲打痕を持つ。また１１０同様、周縁が黒変する。

北海道式石冠（図�－４０～４３－１１３～１２９、写真図版６９・７０）
おおかたは素材の中程に鉢巻き状の敲打調整による加工が施されているものが多いが、１２１・１２５～

１２９は最もくびれた加工部分が、やや上端寄りに見られる。また１１３～１１５・１１８・１２０・１２４・１２９は、

上端部周辺も敲打調整している。とくに１２４は縁辺に沿って溝状に加工痕が残る。１１３・１１６・１１８・１２０

・１２３・１２５・１２７はすり面が図中の正面もしくは裏面側に傾く。１１９・１２１・１２６・１２８・１２９はすり面の

縦断面が平坦である。掲載品の石材はすべて安山岩である。

石 鋸（図�－４３－１３０、写真図版７０）
１３０は未使用の石鋸である。打ち欠きによる調整により、機能部分を刃部状に加工している。石材

は安山岩である。

砥 石（図�－４４－１３１、写真図版７０）
１３１は破損品ではなく、素材のそのままの表裏両面を使用している。図中、表側の砥面は、使用に

より数本の溝状に凹む。石材は安山岩である。

石 錘（図�－４４－１３２、写真図版７０）
１３２は扁平な素材の両端を打ち欠いたものである。石材は安山岩である。

加工痕のある礫（図�－４４－１３３、写真図版７０）
１３３は横長の素材の長軸に沿った片縁辺が打ち欠きによって加工されている。擦痕や敲打痕などの

使用痕はない。石材は安山岩である。

石 皿（図�－４４・４５－１３４～１３６、写真図版７０・７１）
いずれも片面を使用する。すり面は使用頻度により段状に凹んでいる。掲載品の石材はすべて安山

岩である。

台 石（図�－４５－１３７・１３８、写真図版７１）
いずれも石材は安山岩で、片面全面を使用している。使用面の断面はゆるやかな凸面になっている。

石製品（図�－４５・４６－１３９～１４１、写真図版７１）
いずれも軽石製品である。１３９は表面を削って若干加工している。両方向からの尖孔痕がある。貫

通はしていない。１４０は厚みのある円盤を１／４に分割した形の素材を使っている。擦って平らに調

整してある二つの面は直角に隣り合わせになっている。１４１は棒状の細長い素材の長軸に沿う一面を

平らに擦って仕上げている。断面はかまぼこ形に近い。素材両端は中程よりもすぼまる。 （新家）
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図－３１ 包含層出土の石器（３１）
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図－３２ 包含層出土の石器（３２）
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図－３３ 包含層出土の石器（３３）
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図－３４ 包含層出土の石器（３４）
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図－３５ 包含層出土の石器（３５）
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図－３６ 包含層出土の石器（３６）
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図－３７ 包含層出土の石器（３７）
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図－３８ 包含層出土の石器（３８）
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図－３９ 包含層出土の石器（３９）
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図－４０ 包含層出土の石器（４０）
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図－４１ 包含層出土の石器（４１）
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図－４２ 包含層出土の石器（４２）
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図－４３ 包含層出土の石器（４３）
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図－４４ 包含層出土の石器（４４）

� 包含層出土の遺物

２０３



図－４５ 包含層出土の石器（４５）・石製品

２０４



図－４６ 包含層出土の石器（４６）・石製品

� 包含層出土の遺物

２０５
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表
�
－
１

包
含
層
出
土
層
位
別
遺
物
点
数

分 類

層 位

土
器

土 製 品

土 器 計

剥
片

石
器

石 斧

礫
石

器

石 製 品

石 器 計

総 計

�
b
�
a
�
b

a

b


�
b
�

石 槍 ま た は ナ イ フ

石 鏃

石 錐

つ ま み 付 き ナ イ フ

ス ク レ イ パ ー

両 面 調 整 石 器

ヘ ラ 状 石 器

U フ レ イ ク

R フ レ イ ク

石 核

フ レ イ ク

た た き 石

扁 平 打 製 石 器

北 海 道 式 石 冠

石 鋸

す り 石

砥 石

石 錘

石 皿

台 石

原 石

有 孔 自 然 礫

礫

�
３０
３
５１
１

１３
２３
０

６
２
１９
３

３
７
１４
２５
５
２
１７

３
２
１７

１３
１０
１１
５８

９
８
１２

３
２

１
３

１０
１
１６
０
６
１４
３７
１５
６９
２


４０
０４
４７
０４
４
７４
８６
３

１０
０
２９

２１
３５
８３
７６
０
４
７３

６
１４
３７
２
２

１
２
５０

３８
６０
２２

７６
８８
１２
６
６３

３
２４

９
１
２９

２３
２４

７
１４
０８

１０
８４
７５
９２
２３
５

�
８

４
１２

２
１

１
４

１６

�
７

４
２３

３４
１

１
１５

１
１

２
１１

３２
６６

風
倒 木 攪
乱

表
採

排
土

不
明

２１
３６

７５
３

４
８１
４

１
２

１
３

４５
２

１
２

２
１

１
４

１１
７６

８９
０

計
４３
３５
５２
６３
４
８８
８７
３

６
１０
２
２２
２
２４

４６
９８
８７
５
７
９１

９
１７
３９
１
２

１
２
６４

５１
７２
４２

８７
９７
１４
２
６９

３
２６

１１
１
３５

２３
３８

８
１５
９１

１６
１０
０２
４
１０
８８
９９

２１０



表�－２ 包含層出土掲載土器・土製品一覧

図・掲載No.
図版

No.
器種・部位

出土位置 点 数 時期

分類

計測値（�）
備 考

調査区 層位 小計 合計 非掲載 器高 口径 底径

�－１－１ ３２ 深 鉢
E１２ � １８

２３ ０ �a （１７．０） １７．４ ―
貼付文、内面横・縦ミガキ、

海綿骨針G１４ � ５

�－１－２ ３２ 深 鉢
G１２ � １

１８ ９ �a （１７．０） ２４．０ ―
貼付文、内面横・縦ミガキ、

海綿骨針G１７ � １７

�－１－３ ３２ 深 鉢
F２２ � ３７

８４ １５ �a （２９．８） ２４．２ （１０．４）
貼付文、内面ミガキ、海綿

骨針F２２ � ４７

�－１－４ ３２ 深 鉢
E１７・１８ � ４

１６ １ �a １８．２ （１８．０） ７．８ 貼付の小突起、内面ミガキ
G１７ � １２

�－１－５ ３３ 深 鉢 G７ � ２８ ２８ ６ �a ― ― （６．３） 貼付に刺突文

�－１－６ ３２ 深 鉢
D９・１０ �・�・� １１

１３ ２ �a （２１．６） （２１．７） ―
口唇縄刻み、結束第２種、

海綿骨針E１１ � ２

�－１－７ ３３ 深 鉢

D８・９ �・� ６９

７１ １６ �a （４９．０） （３８．２） ―
口唇箆刻み、結束第２種、

内面ミガキ、海綿骨針
E９ � １

F１０ � １

�－１－８ ３３ 深 鉢 D１６ � ２３ ２３ ０ �a ― ― （１１．６） 底部張り出す、ミガキ

�－１－９ ３２ 深 鉢 G１１ � ３ ３ ０ �a １０．２ （９．７） ５．９ 魚骨回転文

�－２－１０ ３８ 深 鉢
H８・９ �・� ２２

３４ ３ �a （２６．２） （１８．５） ７．２
隆帯、RL、内面横ナデ、

細礫I８ � １２

�－２－１１ ３６ 鉢 H１４ � ７ ７ ０ �a １２．２ １０．３ ７．０ 縄線文、LR、角閃石

�－２－１２ ３７ 深 鉢 G２０ � ２４ ２４ ０ �a １５．３ （９．８） （６．４） 縄線文、LR、細礫

�－２－１３ ３６ 深 鉢 H１５ �・� ５３ ５３ ４ �a ２５．５ （１７．３） （７．７） 縄線文、LR、輝石

�－２－１４ ３６ 深 鉢 F１５ � ５５ ５５ ５ �a ３０．２ １８．５ （９．４） 縄線文、LR、角閃石

�－２－１５ ３６ 深 鉢
F１５ �・� ６

７８ １２ �a （３１．１） ２９．６ ― 縄線文、LR、輝石
G１５～１７ �・� ７２

�－２－１６ ３７ 深 鉢 G１９ �・� ３２ ３２ ２ �a （１４．７） （１２．５） ― 縄線文、無節 Lr

�－２－１７ ３５ 深 鉢
F１２ � １

３４ ２６ �a ３８．２ ２１．０ １０．６ LR縄文地に縄線文
G１２ �・� ３３

�－２－１８ ３６ 深 鉢 F１１ � １７ １７ ７ �a ― １４．７ ― 無節 Rl、縄線文

�－２－１９ ３６ 深 鉢
D１６ � １０

１１ １ �a （１４．４） （１２．９） ―
多段、無文地に縄線文、細

礫・角閃石E１６ � １

�－３－２０ ３５ 深 鉢 H１７ �・� ９ ９ ０ �a １３．７ （１１．４） ６．３ LR、沈線文、貼付文

�－３－２１ ３５ 深 鉢
G１９ �・� １４

１８ １ �a （１４．２） １４．１ ―
無文地に貼付文、口縁 RL、

海綿骨針H１９ �・� ４

�－３－２２ ３３ 深 鉢 F１８・１９ � ６ ６ ２ �a （１１．３） （１２．５） ― LR縄文地に沈線文

�－３－２３ ３３ 甕 F１８ � ３７ ３７ １ �a （３４．９） （１８．８） ― LR縄文地に沈線文

�－３－２４ ３４ 深 鉢

C７ � １

２６ １ �a （２１．３） （２１．０） ―

０段多条（LRLr）に沈線

文、内面丹念な横ナデ、胎

土に砂と微量のパミス・海

綿骨針・輝石

D１９ � １

E７・８ � ２

F１４ �・� １７

G１１・１３・１４ � ３

H１１・１２ � ２

�－３－２５ ３４ 深 鉢

D１６ � １

７ １ �a （１１．７） （１３．８） ―
LR縄文地に沈線文、内面

丹念な横ナデ、輝石・細礫
F１６ �・� ４

H１３・１４ �・� ２

�－３－２６ ３４ 深 鉢

E１８ �・� １１

１３ ３ �a （２２．６） １７．４ ―
LR縄文地に沈線文、内面

丹念ナデ、微量細礫・輝石
F１８ � １

H１４ � １

�－３－２７ ３５ 深 鉢 H２０ � ６３ ６３ ６ �a ３２．２ （２９．２） （１０．８） LR、磨消縄文

�－４－２８ ３４ 甕

D１３・１７・１８ �・� ５

４３ １７ �a （２４．０） （２１．５） ―

最大径（３６．８）、沈線文、

LR、横ナデ、砂多く少量

細礫・パミスと微量輝石

E１５～１８ �・� １１

F１５～１７ � １４

G１５～１７・２１ �・� １３

� 包含層出土の遺物

２１１



図・掲載No.
図版

No.
器種

出土位置 点 数 時期

分類

計測値（�）
備 考

調査区 層位 小計 合計 非掲載 器高 口径 底径

�－４－２９ ３４ 胴～底部 H２０ � ３７ ３７ ２ �a ― ― １３．２ RL縄文地に沈線文

�－４－３０ ３４ 深 鉢 H１４ � １８ １８ ０ �a １３．３ （１１．３） ７．５ 無文地に沈線文

�－４－３１ ３７ 深 鉢 H１９ �・� ８ ８ １ �a １１．１ ９．７ ５．２ 折返し口縁、無節

�－４－３２ ３７ 深 鉢 G１４ � ４１ ４１ ３ �a （１４．５） １４．３ ― 折返し口縁、LR

�－４－３３ ３７ 深 鉢 F１６ � ３０ ３０ １ �a １７．２ （１３．５） ７．３ 折返し口縁、RL

�－４－３４ 深 鉢 F１８ � ２８ ２８ ８ �a １８．８ （１３．０） ７．２ 折返し口縁、RL

�－４－３５ ３７ 深 鉢

F７・９～１２ �・� ７

６０ ４ �a （３４．０） ２７．４ ―

折返し口縁、LR、内面調

整丹念な縦ナデ、胎土にパ

ミス・砂と微量の細礫を含

む。

G７～１２ �・� ２０

H８～１２ �・� ２９

I９～１１ �・� ３

F１３ � １

�－４－３６ ３８ 深 鉢
G２０ �・� ３５

４１ １２ �a （３１．８） （１７．６） （１１．５）
折返し口縁、RL、横ナデ、

微量角閃石H２０ �・� ６

�－５－３７ ３８ 深 鉢 F１８ � ２８ ２８ ０ �a １９．５ １４．５ ７．０ 口縁無文帯、LR

�－５－３８ ３９ 深 鉢 G２０・２１ �・� ８１ ８１ ７ �a （４４．９） ２６．４ ― 口縁無文帯、RL

�－５－３９ ３８ 深 鉢 E１８ �・� ７２ ７２ ６ �a （３５．８） ２３．０ ― 口縁部多段、LR

�－５－４０ ３９ 深 鉢
F１５ �・� ８

１９ ６ �a ２４．６ １９．４ ８．７
口縁部無文帯、無節、微量

の輝石G１５ � １１

�－５－４１ ３９ 深 鉢
D１８・１９ �・� ６９

７５ １２ �a ４４．５ （２２．５） １２．８
LR、丹念なナデ、微量の

細礫・輝石E１８ � ６

�－６－４２ ３９ 深 鉢
C６・７ �・� １４

１７ ０ �a ２１．０ （１７．４） ８．１
RL、横ナデ、細礫と微量

の輝石D７ � ３

�－６－４３ ４０ 深 鉢 G１４ � １９ １９ ０ �a １４．８ （１１．９） （５．４） LR、横・縦ナデ

�－６－４４ ４０ 深 鉢 H７ � ２０ ２０ ４ �a （１０．０） ― ６．２ LR、横・縦ナデ

�－６－４５ ４１ 深 鉢
G９ � ４

５ ３ �a （９．１） ― （４．７）
LR、内面横ナデ、微量の

角閃石・石英H９ � １

�－６－４６ ４０ 深 鉢 F１８ � ５１ ５１ ２ �a （３４．８） （２５．７） ― 無節 Rl、横・縦ナデ

�－６－４７ ４０ 深 鉢 E１６ � ３９ ３９ ０ �a ― ― （１２．８） LR、縦ナデ、細礫

�－６－４８ ４０ 深 鉢 H２０ � ６７ ６７ １６ �a ２４．８ １９．３ ９．４ 頂部６か所、附加条

�－６－４９ ３８ 深 鉢

F１４ � １

４４ １３ �a ３１．３ （２０．５） １０．６

口縁部多段、体部撚糸文、

内面口縁横・口縁部斜位・

体部縦ナデ、胎土にパミス

・砂・微量輝石

G１１ �・� ２

H１４ �・� １０

I９・１４・１５ �・� ３１

�－６－５０ ４０ 深 鉢 F１８ � １１ １１ ０ �a ２０．３ １７．３ ９．２ 無文、角閃石・輝石

�－７－５１ ３９ 深 鉢 E１５ � ５ ５ ０ �a （９．４） ９．９ ― 撚糸文、角閃石

�－７－５２ ４２ 深 鉢 E１６ � ７ ７ ２ �a １０．２ （８．６） ５．３ 無文、頂部、多段

�－７－５３ ４２ 深 鉢 G１４ � ２０ ２０ ０ �a （９．８） ９．４ ― 無文、多段、輝石

�－７－５４ ４１ 深 鉢 H２０・２１ �・� １３ １３ ２ �a ９．２ （７．６） ３．８ 無文、海綿骨針

�－７－５５ ４１ 深 鉢 D１９ � ６ ６ ２ �a １０．１ （９．９） ４．０ 無文、角閃石

�－７－５６ ４１ 深 鉢 I１５ � １１ １１ ６ �a （９．６） （９．４） ― 無文、頂部、輝石

�－７－５７ ４１ 深 鉢 E１６・１７ � ６ ６ ０ �a （１０．１） （１０．５） ― 無文、角閃石

�－７－５８ ４１ 深 鉢 H１９・２０ �・� ２０ ２０ １ �a １３．１ （１０．７） （４．６） 無文、海綿骨針

�－７－５９ ４１ 深 鉢
H１０ � ３

８ ３ �a （１２．２） １０．９ ―
無文、多段、パミス・少量

砂・微量輝石I１０ �・� ５

�－７－６０ ４２ 深 鉢 E１８ � １７ １７ ０ �a １７．７ （１３．０） （８．１） 無文、角閃石・輝石

�－７－６１ ３５ 深 鉢

G１２ � １

１０２ ２３ �a （３９．４） （２７．１） ―

角形の渦巻状磨消縄文、内

面調整丹念な横ナデ、胎土

に砂・微量の細礫・パミス

・海綿骨針

G・H１６ �・� ８６

G１８ � １

H１４ �・� １４

�－７－６２ ４２ 深 鉢

D１４・１５ �・� ２２

３４ １２ �b １８．１ （１５．０） ６．１
貼付文、刻目、内面上半横

・下半縦ナデ
E１６ � ２

F１６ �・� １０

２１２



図・掲載No.
図版

No.
器種

出土位置 点 数 時期

分類

計測値（�）
備 考

調査区 層位 小計 合計 非掲載 器高 口径 底径

�－７－６３ ４２ 深 鉢

E１６ � １６

２０ ２ �b １５．３ （１２．４） （５．３）
貼付文、刻目、内面上半横

・下半縦ナデ

G１７ � １

H１４ � ２

O１６ � １

�－７－６４ ４２ 深 鉢
D１６ � ３７

３８ ０ �b （１４．９） （１９．０） ―
貼付文、刻目、内面上半横

・下半縦ナデE１６ � １

�－７－６５ ４３ 深 鉢
E１４ �・� １５

１６ ０ �b （１２．０） ― ５．８
貼付文、刻目、内面上半横

・下半縦ナデH１５ � １

�－７－６６ ４３ 深 鉢

E１６ �・� ７

２４ ４ �b （２０．２） （１８．５） ―

貼付文、刻目、内面上半横

・下半縦ナデ、胎土に砂・

少量のパミス・微量の角閃

石

F１６ � １０

G１７ � ３

H１４ �・� ４

�－７－６７ ４３ 深 鉢 E１５ � ４３ ４３ １ �b ２３．３ （１７．３） （５．１） 刻目、帯・縞縄文

図・掲載No.
図版

No.
部 位

出土位置 点 数 時期

分類
備 考

調査区 層位 小計 合計 非掲載

�－８－６８ ４４ 口縁部 H８ � １ １ ０ �b 撚糸・縄刻み、貼付文、LRR縄線文

�－８－６９ ４４ 口縁部 D１８ � １ １ ３ �b 結節回転文、単軸絡条体、Rと L組紐圧痕

�－８－７０ ４４ 口縁部 G９ � １ １
４５ �b

口縁部斜位 LR縄線で菱形、体部結束第２種羽状縄文と

単軸絡条体を縦方向に施文�－８－７１ ４４ 底 部 G１０ � ３ ３

�－８－７２ ４４ 口縁部 E９ � ２ ２ ３ �a 無文地に隆線文、LR縄圧痕、口唇刻み

�－８－７３ ４４ 口縁部 F１４ � ２ ２ ０ �a LR縄文地に隆線文、縄圧痕、口唇刻み

�－８－７４ ４４ 胴 部 D４７ � ７ ７ ３ �a RL縄文地に隆線文、縄圧痕

�－８－７５ ４４ 口縁部 I１５ � １ １ ２ �a LR縄文地に隆線文、縄圧痕

�－８－７６ ４４ 口縁部 E１５ � １ １ ２ �a LR縄文地に隆線文、縄圧痕、貫通孔

�－８－７７ ４４ 口縁部
D１０ � １

２ ８ �a LR縄文地に隆線文、貫通孔
F１１ � １

�－８－７８ ４４ 口縁部
D１１ � ２

４ １１ �a LR縄文地に隆線文、頂部刻み、口唇縄圧痕、貫通孔
E１０ � ２

�－８－７９ ４４ 口縁部
D９・１０ � ２

３ １３ �a LR縄文地に隆線文、縄圧痕、口縁縄刻み、貫通孔
E８ � １

�－８－８０ ４４ 口縁部 E１４ � １ １ ０ �a 突起左指頭つまみ、口唇棒刻み、刺突文

�－８－８１ ４４ 口縁部 H８ � １ １ ０ �a LR縄文地に隆線文、縄刻み、貼付文

�－８－８２ ４５ 口縁～胴部 D１４ � ７ ７ １３ �a 結束第２種、隆線文、縄刻み、貼付文

�－８－８３ ４４ 口縁～胴部
F９ � １

４ ４ �a 結束第２種、隆線文、縄刻み、貫通孔
G９ � ３

�－９－８４ ４５ 口縁部 E１０・１６ � ２ ２ ３３ �a 結束第２種、隆帯、貼付文、口唇縄刻み

�－９－８５ ４５ 口縁部 E１３ � ３ ３ １４ �a 結束第２種、貼付文、口唇縄刻み

�－９－８６ ４５ 口縁部 D２０ � １ １ ０ �a 結束第２種、把手状貼付文、口唇縄刻み

�－９－８７ ４５ 口縁～胴部 G１９ �・� ３ ３ １６ �a 結束第２種、口唇縄刻み

�－９－８８ ４５ 口縁～胴部 F８ � ２ ２ ９ �a 結束第２種、口唇縄刻み、貫通孔

�－９－８９ ４５ 口縁部 E１５ � ３ ３ ８ �a 結束第２種、口唇縄刻み、貫通孔

�－９－９０ ４５ 口縁部 H１７ � ３ ３ ０ �a 結束第２種、口唇縄刻み

�－９－９１ ４５ 口縁部 D１４ � １ １ ６ �a 結束第１種、口唇外傾縄刻み

�－９－９２ ４５ 口縁部 E１９ � ４ ４ １０ �a 結束第２種、口唇縄刻み

�－９－９３ ４５ 口縁部 D１６ � ５ ５ １４ �a 結束第２種、頂部指頭つまみ、口唇外傾

�－１０－９４ ４５ 口縁～胴部 D１５ � ５ ５ ０ �a 結束第２種、口唇外傾縄圧痕

�－１０－９５ ４５ 口縁～胴部 G１９ � ５ ５ ３ �a 結束第２種、頂部指頭刺突、口唇縄刻み

�－１０－９６ ４５ 口縁部 D１５ � ２ ２ ３ �a LRと RLの縄文、山形隆起部

�－１０－９７ ４５ 口縁部 E１５ � １ １ ３ �a 結束第１種、口唇外傾縄圧痕

�－１０－９８ ４５ 口縁部
D１０ � １

３ ３ �a RL縄文地に沈線文、口唇縄刻み、貫通孔
F１１ � ２

�－１０－９９ ４６ 口縁部 G１０ � １ １ ２ �a 山形隆起部に貼付、口縁縄刻み、RL縄文

�－１０－１００ ４６ 口縁部 G１２ � １ １ ０ �a 山形隆起部に刺突、口縁に沈線、LR縄文

� 包含層出土の遺物

２１３



図・掲載No.
図版

No.
部 位

出土位置 点 数 時期

分類
備 考

調査区 層位 小計 合計 非掲載

�－１０－１０１ ４６ 口縁～胴部 G７ � ４ ４ ２４ �a 隆帯、口唇縄線文、RL縄文

�－１０－１０２ ４６ 口縁部 C９ � １ １ ０ �a 隆帯、隆帯間無文、口唇縄、LR縄文

�－１０－１０３ ４６ 口縁部 H１０ � ２ ２ ２ �a 隆帯、隆帯間無文、LR縄文

�－１０－１０４ ４６ 口縁部 H９ � １ １ ０ �a 隆帯、縦位に繋ぐ、隆帯間無文、LR縄文

�－１０－１０５ ４６ 口縁部 E１６ � １ １ ０ �a 口縁多段、隆帯、縄線文、LR縄文

�－１０－１０６ ４６ 口縁部 E１７ � １ １ １１ �a 隆帯、隆帯間縄文ナデ消す、LR縄文

�－１０－１０７ ４６ 口縁部 H１４ � １ １ ０ �a 無文地に隆帯、沈線文、隆帯に LR縄文

�－１０－１０８ ４６ 口縁部 H２０ � １ １ ３６ �a 無文地に隆帯、LR縄線文

�－１０－１０９ ４６ 口縁～胴部 H１９・２０ �・� １１ １１ ６２ �a 無文地に刺突をもつ隆帯、沈線文、LR

�－１１－１１０ ４６ 口縁部 H１２ � １ １ １ �a 無文地に RL縄線文で区画、口縁 LR縄文

�－１１－１１１ ４６ 口縁部 F１４ � ２ ２ １７ �a 無文地に LR縄線文、外傾口唇に LR縄文

�－１１－１１２ ４６ 口縁～胴部 F１６ � ３ ３ ５ �a 無文地に縄線文、山形隆起部、、LR縄文

�－１１－１１３ ４６ 口縁部 H１４ � １ １ ０ �a 無文地に縄線文、貼付文、LR縄文

�－１１－１１４ ４６ 口縁部 E２４ � １ １ ０ �a 無文地に縄線文、山形隆起部、LR縄文

�－１１－１１５ ４６ 口縁～胴部 G２０ � １ １ ３ �a 無文地に縄線文、山形隆起部、RL縄文

�－１１－１１６ ４６ 口縁～胴部 H８ �・� ２ ２ ０ �a 無文地に縄線文、山形隆起部、LR縄文

�－１１－１１７ ４６ 口縁～胴部 I９ � ２ ２ ０ �a 無文地に縄線文、山形隆起部、LR縄文

�－１１－１１８ ４６ 口縁～胴部 F１８ � ５ ５ ２０ �a 無文地に縄線文、LR縄文

�－１１－１１９ ４６ 口縁～胴部 H１３ �・� ３ ３ ６０ �a 無文地に縄線文、LR縄文

�－１１－１２０ ４６ 口縁～胴部 G２０ � １ １ ８ �a 無文地に縄線文、LR縄文

�－１１－１２１ ４７ 口縁～胴部 D１４ � ２ ２ １４ �a 無文地に縄線文、LR縄文

�－１１－１２２ ４７ 口縁～胴部 D１８ � １ １ ２７ �a 無文地に縄線文、無節 Rl縄文

�－１１－１２３ ４７ 口縁部 F２３ � １ １ ０ �a 無文地に縄線文、LR縄文

�－１１－１２４ ４７ 口縁部 F２０ � １ １ １８ �a 無文地に縄線文、LR縄文

�－１１－１２５ ４７ 口縁部 D２１ � １ １ ０ �a 無文地に縄線文、LR縄文

�－１１－１２６ ４７ 口縁部 D１９ � １ １ ８ �a 無文地に縄線文、頂部縄刻み、LR縄文

�－１１－１２７ ４７ 口縁～胴部 G２１ � ８ ８ ４ �a 無文地に縄線文、LR縄文

�－１１－１２８ ４７ 口縁～胴部
E１８ � ３

８ １４０ �a 無文地に縄線文、LR縄文
F１８ � ５

�－１１－１２９ ４７ 口縁～胴部 F２５ � ２ ２ ０ �a LR縄文地に縄線文、山形隆起部

�－１１－１３０ ４７ 口縁～胴部 F１８ � １ １ ２０ �a LR縄文地に縄線文

�－１１－１３１ ４７ 口縁部 F１８ � １ １ ９ �a LR縄文地に縄線文

�－１１－１３２ ４７ 口縁部 D２５ � １ １ ０ �a LR縄文地に縄線文

�－１１－１３３ ４７ 口縁～胴部 F１９ � ３ ３ ２ �a 無文地に縄線文、RL縄文

�－１２－１３４ ４７ 口縁～胴部 H２０ � １ １ ０ �a LR縄文地に縄線文

�－１２－１３５ ４７ 口縁～胴部 G１８ � ６ ６ １８ �a 無文地に縄線文、器面部分的に LR縄文

�－１２－１３８ ４７ 口縁部 G２０ � １ １ ４ �a
無文地に縄線文、LR縄文地に沈線文

�－１２－１４１ ４８ 口縁～胴部 G２０ � １ １

�－１２－１３９ ４７ 口縁～胴部 F１８ � ８ ８ ０ �a 無文地に縄線文、LR縄文地に沈線文

�－１２－１４０ ４７ 口縁～胴部 H１４ � ６ ６ ４ �a 無文地に縄線文、LR縄文地に沈線文

�－１２－１４２ ４８ 口縁部 E１２ � １ １ ０ �a 無文地に縄線文、LR縄文地に沈線文

�－１２－１４３ ４８ 口縁部
F１０・１１ �・� ２

３ ０ �a 無文地に沈線文・刺突文、LR縄文
H１２ � １

�－１２－１４４ ４８ 口縁部 H２１ � １ １ ０ �a LR縄文地に沈線文・刺突文

�－１２－１４５ ４８ 口縁部 E１５ � １ １ ０ �a RL縄文地に沈線文、山形隆起部

�－１２－１４６ ４８ 口縁部 F１１ � １ １ ０ �a RL縄文地に沈線文、山形隆起部

�－１２－１４７ ４８ 口縁～胴部 G１４ � ３ ３ ０ �a RL縄文地に沈線文、山形隆起部

�－１２－１４８ ４８ 口縁～胴部
I１０ � １

２ ４ �a LR縄文地に沈線文、山形隆起部
J９ � １

�－１２－１４９ ４８ 口縁～胴部 F１５ � ３ ３ ０ �a 無文地に隆帯、LR縄文地に沈線文

�－１２－１５０ ４８ 口縁～胴部 F１８ � ４ ４ ０ �a RL縄文地に蛇行沈線文、山形隆起部

�－１２－１５１ ４８ 口縁～胴部 G２１ � １８ １８ １４ �a RL縄文地に蛇行沈線文、口縁無文

�－１３－１５２ ４８ 口縁～胴部 G２０ � ５ ５ ０ �a RL縄文地に沈線文、無文地口縁に隆帯

２１４
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出土位置 点 数 時期

分類
備 考

調査区 層位 小計 合計 非掲載

�－１３－１５３ ４８ 胴 部
G２１ �・� ３

４ ６ �a LR縄文地に沈線文、隆帯で無文帯区画
H２１ � １

�－１３－１５４ ４８ 口縁～胴部
E１７・１８ � ５

７ ４５ �a 磨消縄文、LR縄文
F１６・１８ � ２

�－１３－１５５ ４８ 口縁～胴部
E１３ � １

６ １７ �a 磨消縄文、RL縄文
F１３ � ５

�－１３－１５６ ４３ 口縁～胴部 H２０ �・� １７ １７ ３７ �a 磨消縄文、LR縄文

�－１３－１５７ ４９ 口縁～胴部 E１６ �・� ２ ２ ８ �a 無文地に沈線文、折り返し口縁

�－１３－１５８ ４９ 口縁部 F１５ � １ １ ０ �a 無文地に沈線文、折り返し口縁

�－１３－１５９ ４９ 口縁部 G１３ � １ １ ０ �a 無文地に沈線文、折り返し口縁

�－１３－１６０ ４９ 口縁部 F１２ � １ １ ０ �a 無文地に沈線文

�－１３－１６１ ４９ 口縁～胴部 G２０ � ３ ３ １３ �a 無文地に沈線文

�－１３－１６２ ４９ 口縁～胴部 H１３ � １ １ ０ �a 無文地に沈線文

�－１３－１６３ ４９ 口縁～胴部 H１４ � ２ ２ １９ �a 無文地に沈線文

�－１３－１６４ ４９ 口縁部 I１３ � １ １ ０ �a 無文地に沈線文

�－１４－１６５ ４９ 口縁部 E１６ � １ １ ７ �a RL縄文、折り返し口縁無文、山形隆起部

�－１４－１６６ ４９ 口縁～胴部 H２０ � ２ ２ １８ �a RL縄文、折り返し口縁無文

�－１４－１６７ ４９ 口縁～胴部 H２０ � ７ ７ ０ �a LR縄文、折り返し口縁無文

�－１４－１６８ ４９ 口縁～胴部
F１５・１７ � １０

１１ ８１ �a 無節 Rl縄文、折り返し口縁無文
G１６ � １

�－１４－１６９ ４９ 口縁部 E１６ � １ １ １０ �a LR縄文、折り返し口縁無文

�－１４－１７０ ４９ 口縁部 I７ � ３ ３ １ �a RL縄文、折り返し口縁無文

�－１４－１７１ ４９ 口縁部 E１６ � １ １ １ �a LR縄文、折り返し口縁無文

�－１４－１７２ ４９ 口縁部 H１０ � ２ ２ ８５ �a LR縄文、折り返し口縁無文

�－１４－１７３ ４９ 口縁～底部
E１１ � ２

３ ０ �a LR縄文、折り返し口縁無文
F１１ � １

�－１４－１７４ ４９ 口縁～胴部 G１３ � １ １ １ �a LR縄文、折り返し口縁・口頸部無文

�－１４－１７５ ４９ 口縁～胴部 I１４ � ２ ２ ２１ �a LR縄文、折り返し口縁

�－１４－１７６ ４９ 口縁～胴部
H１２・２１ � ３

５ ４ �a 口縁部多段・無文
I９ � ２

�－１４－１７７ ４９ 口縁～胴部 H１４ � ６ ６ １１ �a 口縁部多段・無文

�－１４－１７８ ５０ 口縁～胴部 G１４ � ９ ９ １１ �a 口縁部多段・無文、体部横走 LR縄文

�－１５－１７９ ５０ 口縁～胴部 E１５ � ５ ５ ５ �a LR縄文、口縁無文

�－１５－１８０ ５０ 口縁～胴部 G２０ � １ １ １９ �a RL縄文、口縁無文

�－１５－１８１ ５０ 口縁～胴部 G２１ � １ １ ４４ �a LR縄文、口縁で施文方向変える

�－１５－１８２ ５０ 口縁～胴部 E１０ � １ １ ０ �a LR縄文、口縁で施文方向変える

�－１５－１８３ ５０ 口縁～胴部 E１３ � １ １ ５３ �a LR縄文、口縁で施文方向変える

�－１５－１８４ ５０ 口縁部 F１８ � １ １ ３４ �a LR縄文、口縁で施文方向変える

�－１５－１８５ ５０ 口縁～胴部 F１８ � １ １ ２６ �a RL縄文、口縁で施文方向変える

�－１５－１８６ ５０ 口縁～底部 G１９ � ４ ４ ０ �a RL縄文

�－１５－１８７ ４３ 口縁～底部
H１３ �・� ７

１０ ３ �a LR縄文
I１３・１４ � ３

�－１５－１８８ ５０ 口縁～胴部 I１４ � １ １ ６ �a RL縄文

�－１５－１８９ ５０ 口縁～胴部 G１２ � １ １ １３ �a RL縄文

�－１５－１９０ ５０ 口縁～胴部 F１８ � １ １ ５ �a RL縄文、口唇に縄圧痕

�－１５－１９１ ５０ 口縁部 F８ � １ １ １６ �a RL縄文、口唇に縄圧痕

�－１５－１９２ ５０ 口縁部 H１９ � １ １ ４ �a LR縄文、横・縦回転口縁に混在

�－１５－１９３ ５０ 口縁～胴部 F・G１４ � ２ ２ ２１ �a 附加条の縄文

�－１６－１９４ ５０ 口縁部 I９ � １ １ １ �a 無節 Rl縄文による斜格子状撚糸文

�－１６－１９７ ５１ 口縁～胴部 H１４ � ２ ２ ２３ �a 無文、山形隆起部

�－１６－１９８ ５１ 底 部
F１２ �・� ３

４ ０ �a 底部に棒状工具による斜格子状沈線文
H１５ � １

�－１６－１９９ ５１ 底 部 F１７ � １ １ ０ �a 底部に半截竹管状工具の横・縦位沈線

�－１６－２００ ４３ 底 部 H１９ � ６ ６ ２ �a LR縄文

� 包含層出土の遺物

２１５



図・掲載No.
図版

No.
部 位

出土位置 点 数 時期

分類
備 考

調査区 層位 小計 合計 非掲載

�－１６－２０１ ５１ 底 部 E２１ � １ １ ０ �a 底面に木葉痕あり

�－１６－２０２ ４４ 底 部 H１９ � ４ ４ ４ �a LR縄文

�－１６－２０３ ５１ 底 部 G７ � ４ ４ ４５ �a 施文方向を変えた整った LR縄文

�－１６－２０４ ４４ 底 部 G７ � ８ ８ ０ �a 施文方向を変えた整った LR縄文

�－１７－２０５ ５１ 口 縁 H２７ � １ １ ０ �a RL縄文に沈線文、縄文ナデ消す

�－１７－２０６ ５１ 口 縁 H１５ � １ １ ０ �a 無文地に沈線文、赤色顔料付着

�－１７－２０７ ５１ 口 縁 F１４ � １ １ ０ �a 無文地に沈線文

�－１７－２０８ ５１ 口 縁 G１７ � １ １ ０ �a 無文地に沈線文、口唇棒刻み

�－１７－２０９ ５１ 口 縁 G１７ � １ １ ０ �a 無文地に沈線文、口唇棒刻み

�－１７－２１０ ５１ 口 縁 H１９ � １ １ ０ �a 無文地に沈線文、口唇棒刻み

�－１７－２１１ ５１ 胴 部 F１２ � １ １ ０ �a 無文地に沈線文

�－１７－２１２ ５１ 底 部 F１４ � １ １ ０ �a 無文地に沈線文

�－１７－２１３a ５１ 口縁～胴部
G１５・１６ � ３

５
８ �a 無文地に沈線文、隆帯、連結 S字状文・渦巻文H１５ �・� ２

�－１７－２１３b ５１ 胴 部 E１６ � ３ ３

�－１７－２１４ ５１ 口縁部
G１６ � １

２ ０ �a
太沈線で区画した LR縄文地口縁に逆「く」の字状沈線

文、口唇に縄、頸部無文帯H１７ � １

�－１７－２１５ ５１ 口縁部 G１２ � １ １ ３ �a LR縄文地に稲妻状沈線文、口縁無文帯

�－１７－２１６ ５１ 口縁部
D９ � １

２ ０ �a LR縄文地口縁に連弧波状文
I１０ � １

�－１７－２１７ ５１ 口縁～胴部 H１４ � １ １ ０ �a LR縄文地にカニのハサミ状沈線文

�－１７－２１８ ５１ 口縁部 E１１ � １ １ ０ �b LR縄文地口縁際沈線区画、鋸歯状沈線

�－１７－２１９ ５１ 口縁部 H８ � １ １ １ �a LR縄文地口縁際沈線区画、鋸歯状沈線

�－１７－２２０ ５１ 口縁部 I１４ � ２ ２ ０ �b 貼付文、刻目列、口唇刻み

�－１７－２２１ ５１ 口縁部 E１９ � １ １ ０ �b 貼付文、刻目列、口唇刻み

�－１７－２２２ ５１ 胴 部 E２０ � １ １ ０ �b 貼付文、刻目列

�－１７－２２３ ５１ 胴 部 H１４ � １ １ ０ �b 縞縄文

�－１７－２２４ ５１ 土製品 H１２ � １ １ ０ 土器片を円形に加工、LR縄文

�－１７－２２５ ５１ 土製品 H１９ � １ １ ０ 土器片を円形に加工、無文

�－１７－２２６ ５１ 土製品 G１０ � １ １ ０ 土器片を三角形に加工、LR縄文

�－１７－２２７ ５１ 土製品 H１０ � １ １ ０ 土器片を三角形に加工、LR縄文

�－１７－２２８ ５１ 土製品 H１０ � １ １ ０ 土器片を三角形に加工、無文地に沈線文

�－１７－２２９ ５１ 土製品 E１５ � １ １ ０ 耳栓？

�－１７－２３０ ５１ 鐸形土製品 F１４ � １ １ ０ 沈線による文様

�－１７－２３１ ５１ 鐸形土製品 G１６ � ２ ２ ０ 沈線による文様

図・掲載No.
図版

No.
器種

出土位置 点 数 時期

分類

計測値（�）
備 考

調査区 層位 小計 合計 非掲載 器高 口径 底径

�－１８－２３２ ５２ 深 鉢 C３１ � １８０ １８０ ９７ �b ４０．５ ３１．４ １７．３ オオバコ回転文

�－１８－２３３ ５２ 深 鉢

E４２ � ２８

３０ ３２ �b （３３．１） （２４．７） ―
口縁無節 Rl縄線文、口縁

部隆帯、オオバコ回転文
F４２ � １

不明 排土 １

�－１８－２３４ ５２ 深 鉢

A４６ � １

３１ ７ �a ２７．９ （２１．０） （８．５）
弁状隆起部に隆帯、縄刻み、

結束第２種、海綿骨針
B４６・４７ �・� ２９

Z４６ � １

�－１８－２３５ ５４ 深 鉢

B３５・３７ � ６

７０ ３７ �a （３２．０） ２６．４ ―
隆帯、LR縄文、口縁、隆

帯で施文方向変える
C３５～３７ �・� ６１

E３５ � ３

�－１９－２３６ ５４ 深 鉢
B４４ � ５２

５３ ０ �a （３２．６） （２８．６） ―
隆帯、LR縄文、口縁部施

文方向変る不明４２ � １

�－１９－２３７ ５３ 深 鉢
C３５

�・�
１１１

１１３ ６０ �a ３２．８ ２４．１ ９．６
無文、山形隆起部、器面擦

痕、上げ底未注記 ２

２１６



図・掲載No.
図版

No.
器種

出土位置 点 数 時期

分類

計測値（�）
備 考

調査区 層位 小計 合計 非掲載 器高 口径 底径

�－１９－２３８ ５２ 深 鉢

NP－１２７ 覆土 １２

２８ １４ �a ２３．４ １９．７ （１０．０）

無文地に沈線により横線・

直線的波頭文、部分的に器

面に LR縄文、輝石

C３５ �・� １０

D３５・３９ � ５

不明 排土 １

�－１９－２３９ ５２ 坏
E３５ � １

４ ０ �a ７．２ ７．８ ３．２
LR縄文地に半截竹管状工

具の沈線文未注記 ３

�－１９－２４０ ５５ 深 鉢
C３３・３５ � ３９

６９ １３ �a ３７．５ ２９．２ １１．３
RL縄文、山形隆起部、胴

～底部無文D３３ � ３０

�－１９－２４１ ５５ 甕

D４０ � １

２３ ７ �a （１８．８） １５．１ ―

RL縄文、山形隆起部、胴

下部無文、内面胴上半横・

下半縦ナデ、海綿骨針

E３６ � １６

F３５ � ４

不明 排土 ２

�－１９－２４２ ５５ 深 鉢
C４４ �・� ３

２５ ６ �a （２５．８） ― ８．８
RL縄文、口縁欠損、折り

返し口縁？D４４・４５ � ２２

�－１９－２４３ ５５ 胴部～底部
D４６・４７ �・� ９

１９ ３ �a （１６．０） ― ８．８
LR縄文、施文方向変える、

海綿骨針E４６ �・� １０

�－２０－２４４ ５５ 深 鉢

B３８・３９ � ４

７５ １１ �a ３６．３ ２３．１ １２．２

LR縄文、口縁外反、胴下

部～底部無文、口縁部横・

体部縦ナデ、海綿骨針

C３８ �・� ９

D３７・３８ � ５

E３８ �・� ５７

�－２０－２４５ ５５ 深 鉢

B３９ � ５

９１ ７ �a ３５．２ ２７．５ １１．８

LR縄文、口縁外反、胴下

部～底部無文、口縁内面縄

文・体部縦ナデ、角閃石・

輝石

C３８～４０ �・� ７５

D３３・３５ � ２

D３８・３９ �・� ８

D４１ � １

�－２０－２４６ ５６ 深 鉢 E４４ � ２１ ２１ ７ �a （２２．９） １９．９ ― 無節 Lr縄文、頂部

�－２０－２４７ ５７ 深 鉢

B４４・４５ �・� ７２

８５ ０ �a ３４．５ ２２．５ １１．３
無文、器面内面とも口縁部

斜～横位・体部縦位のナデ
C４４・４５ �・� １１

D４５ � ２

�－２０－２４８ ５７ 深 鉢 B４０ � ７ ７ ０ �a （１０．７） ― ５．４ 無文、内面縦ナデ

�－２０－２４９ ５６ 深 鉢 C４８ � ２５ ２５ ６ �a ２２．８ １６．０ ７．９ 無文、横・縦ナデ

�－２０－２５０ ５６ 深 鉢 C３８ �・� ３０ ３０ ５ �a １９．０ １７．４ ９．４ 無文、横・縦ナデ

�－２０－２５１ ５７ 深 鉢
C３９ � １６

１８ １ �a １６．３ １４．１ ６．６
無文、内面丹念な横ナデ、

角閃石未注記 ２

�－２０－２５２ ５６ 深 鉢
E３７・３８ �・� １０

１１ ４ �a （１５．４） １３．３ ―
無文、内面丹念な縦ナデ、

角閃石F３８ � １

�－２０－２５３ ５６ 深 鉢 E３７ � ９ ９ １ �a １４．２ １２．４ ６．４ 無文、内面横ナデ

�－２１－２５４ ５６ 深 鉢

B４０ � １

８ １ �a １３．０ １１．４ ９．１

無文、内面口縁部横・体部

斜位のナデ、胎土に少量の

パミス・微量の輝石

C４０ � ２

D４０・４１ � ３

E３８ � ２

�－２１－２５５ ５７ 鉢 D３３ � ２ ２ ０ �a ６．６ （１１．５） （１０．２） 無文、船形、輝石

�－２１－２５６ ５３ 甕
B４４・４５ �・� １８

１９ ４ �a （２４．１） （１２．７） （８．７）
LR縄文地に横線・弧線の

沈線文C４５ � １

�－２１－２５７ ５３ 深 鉢
B４４・４５ � ９

１０ ０ �a １８．９ １４．３ ６．９
無文地に沈線文、口縁内丹

念横ナデC４５ � １

�－２１－２５８ ５３ 深 鉢 B４１ � １０ １０ ０ �a （９．６） ― ５．６ 無文地に沈線文

�－２１－２５９ ５３ 深 鉢

B４４～４６ �・� ６

８３ １６ �a （２５．６） （２４．３） ―

無文地に沈線文・８の字状

貼付文、垂下する蛇行沈線

文

C４３・４５・４６ �・� ８

E４４・４６ �・� ６９

�－２１－２６０ ５３ 深 鉢 B４６・４７ �・� ６２ ６２ １９ �a （２６．６） ３０．４ ― 無文地に沈線文、８の字

�－２１－２６１ ５４ 深 鉢 E４６ � ２３ ２３ ７ �a （１５．８） ２３．４ ― 無文地に沈線文、８の字

� 包含層出土の遺物

２１７



図・掲載No.
図版

No.
器種

出土位置 点 数 時期

分類

計測値（�）
備 考

調査区 層位 小計 合計 非掲載 器高 口径 底径

�－２１－２６２ ５４ 深 鉢

B４６ � １

４７ ２３ �a （３０．８） ２７．２ ―
無文地に横線、斜格子状沈

線文、８の字状貼付文
C４３・４５・４７ �・� ８

D４６・４７ �・� ３８

�－２２－２６３ ５４ 深 鉢 B４１ � ２４ ２４ ４ �a （１７．７） ２０．６ ― 無文地に８の字状貼付文

�－２２－２６４ ５４ 深 鉢 B３９ �・� １８０ １８０ ２８ �a （３０．６） ３２．４ ― 無文地に８の字状貼付文

�－２２－２６５ ５８
深 鉢 C３５・３６ �・� ６７

７３ ３７ �a （３３．２） ２５．５ ―
無文地を直線で区画してク

ランク文深 鉢 D３５・３６ � ６

�－２２－２６６ ５８ 深 鉢 C３６ � ３６ ３６ ４ �a （２４．５） （２２．８） ― LR縄文地クランク文

�－２２－２６７ ５８ 深 鉢 E３８～４０ �・� ２８ ２８ ７ �a （２０．０） ２２．２ ― LR縄文地クランク文

�－２３－２６８ ５７ 深 鉢

C３６～４１ �・� ２４

４９ ９ �a （４６．６） （２６．５） ―
LR縄文地にクランク文・

入れ子状凸字文・稲妻文
D３８・４０・４１ �・�・表採 ２４

E３９ � １

�－２３－２６９ ５９ 甕 E４０ � ６１ ６１ ４９ �a （２２．２） （１２．０） ― RL縄文地に稲妻文

�－２３－２７０ ５８ 甕 C３５・３６ �・� ２５ ２５ ０ �a ２１．８ １１．８ ７．７ RL縄文地に稲妻文

�－２３－２７１ ５９ 甕

B４０ �・� ４

３８ ５ �a ２８．１ （１１．５） （９．１）

RL縄文地に稲妻文・クラ

ンク文、内面調整丹念で口

縁～肩まで横・肩から下は

縦ナデ、胎土に微量の角閃

石・輝石

C４０ �・� １９

D４２ � １

E４０ � １３

F４１ � １

�－２３－２７２ ５９ 鉢
C４０ � １

２０ １ �a １１．１ １３．０ ７．２
LR縄文地に波状文、磨消

縄文D４０ � １９

�－２３－２７３ ５８ 深 鉢

D３９・４０ �・� ３６

４７ ７ �a ２５．７ ２０．６ ―

LR縄文地にクランク文・

ハート形文、曲線的な波頭

文、口縁部内面に横走縄文

E３９・４０ � １０

F４１ � １

�－２３－２７４ ５８ 深 鉢

C３５・３６ �・� １３

２７ ２４ �a （２２．２） （２６．７） ―
LR縄文地にカニのハサミ

文様、磨消縄文
D３６・３７ � １２

F３５ � ２

図・掲載No.
図版

No.
部 位

出土位置 点 数 時期

分類
備 考

調査区 層位 小計 合計 非掲載

�－２４－２７５ ６０ 口縁部 E４５ � １ １ ０ �b 無節 Rl縄線文、結束第２種

�－２４－２７６ ６０ 口縁部 B４７ � １ １ ０ �b 無節 Rl縄線文、結束第２種、撚糸文

�－２４－２７７ ６０ 口縁部 B４７ � １ １ ３ �b 単軸絡条体圧痕文、刺突文、結束第１種

�－２４－２７８a ６０ 口縁部 C４６ � ２ ２
８８ �b 無節 Rl縄線文、結束第１種羽状縄文、撚糸文

�－２４－２７８b ６０ 胴 部 C４６ � １ １

�－２４－２７９a ６０ 口縁部 D４３ �・� ２ ２
４１ �b 無節 Lr縄線文、結束第１種羽状縄文、撚糸文

�－２４－２７９b ６０ 胴 部 D４３ � ２ ２

�－２４－２８０ ６０ 口縁～胴部 A４７ � １１ １１ ３１ �b 無節 Rl縄線文、結束第２種、撚糸文

�－２４－２８１ ６０ 口縁部 B４５ � １ １ ０ �b 結束第１種羽状縄文、無節 Rl撚糸文

�－２４－２８２ ６０ 口縁部 B４８ � １ １ ０ �b 結束第１種羽状縄文、無節 Rl縄線文

�－２４－２８３ ６０ 口縁部 C４７ � ２ ２ ４ �b 無節 Lr縄線文・結束第２種、撚糸文

�－２４－２８４ ６０ 口縁部 E４２ � ２ ２ ０ �b 無節 Rl縄線文・単軸絡条体圧痕文

�－２４－２８５ ６０ 頸部～胴部 C４６・４７ � ８ ８ ６２ �b 結束第１種羽状縄文

�－２４－２８６ ６０ 胴 部 D４３・４４ �・� ８ ８ ５１ �b 結束第２種、Rl撚糸文

�－２４－２８７ ６１ 底 部 C４６ �・� ４ ４ ２５ �b Rと Lの組紐側縁圧痕文

�－２４－２８８ ６１ 底 部 B４４ � ３ ３ １ �b 無節 Rl撚糸文

�－２４－２８９ ６１ 口縁部
C４５ � １

１１ １０ �a
RL縄文地に隆線文、ボタン状貼付文、口縁に山形隆起

部D４５ � １０

�－２４－２９０ ６１ 口縁～胴部 B４７ � １ １ １１ �a 隆帯、LR縄文、隆帯施文方向変える

�－２４－２９１ ６１ 口縁～胴部

C３８・３９ � ８

１５ ５３ �a
隆帯、LR縄文、隆帯から口縁部は体部と施文方向変え

る

D３９ � ２

E３９・４０ � ４

不明 １

�－２５－２９２ ６１ 口縁部 D４０ � ２ ２ １６ �a 隆帯、RL縄文、口縁部は施文方向変える

２１８
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�－２５－２９３ ６１ 口縁～胴部 D４２ � ２ ２ ４ �a 隆帯、LR縄文、口縁部は施文方向変える

�－２５－２９４ ６１ 口縁部 B４４ � １ １ ２ �a 隆帯、LR縄文、口縁部は施文方向変える

�－２５－２９５ ６１ 口縁部 D３７ � ２ ２ ０ �a 隆帯、LR縄文、口縁部は施文方向変える

�－２５－２９６ ６１ 口縁部 B４４ � ３ ３ １２ �a 隆帯、LR縄線文、LR縄文

�－２５－２９７ ６１ 口縁部 E３８ � １ １ １ �a RL縄文地に縄線文

�－２５－２９８ ６１ 口縁～胴部

B４４ � ２

６ ８ �a LR縄文地に横線・弧線文D４４ � ３

G４５ � １

�－２５－２９９ ６１ 口縁～胴部
C４３・４５・４６ �・� ５

８ ７ �a RL縄文地に横線・弧線文
D４６ � ３

�－２５－３００ ６１ 口縁～胴部 C４７ � １ １ ２ �a 無文地に横線・弧線文

�－２５－３０１ ６１ 口縁部
C４３ � １

２ ８ �a 無文地に横線・弧線文、山形隆起部
D４６ � １

�－２５－３０２ ６２ 口縁～胴部

B４１・４２ � ２

５ ２６ �a 無文地に横線・弧線文C４２ � １

E４６ � ２

�－２５－３０３ ６２ 口縁部 C４７ � ２ ２ ０ �a 無文地に横線・弧線文

�－２５－３０４ ６２ 口縁部 C３９ � ３ ３ ４２ �a 無文地に横線

�－２５－３０５ ６２ 口縁部 D４６ � ２ ２ ８ �a 無文地に横線・弧線文

�－２５－３０６ ６２ 口縁～胴部 B４５ � ８ ８ １８ �a 無文地に横線・弧線文、山形隆起部

�－２５－３０７ ６２ 口縁～胴部 C４４ �・� ３ ３ ２ �a 無文地に横線・鋸歯状沈線文

�－２６－３０８ ５９ 口縁～胴部
B４０ � １

２７ １０５ �a 無文地に鋸歯状沈線文・蛇行沈線文
C３９ � ２６

�－２６－３０９ ６２ 口縁部 B４４ � ３ ３ １１ �a 無文地に横線・斜線

�－２６－３１０ ６２ 口縁～胴部 E４７ � ２ ２ ０ �a 無文地に横線・斜線

�－２６－３１１ ６２ 口縁部 B４０ � ２ ２ ２８ �a 無文地に斜格子状沈線文

�－２６－３１２ ６２ 口縁部 D４７ � ２ ２ ２ �a 無文地に斜格子状沈線文

�－２６－３１３ ６２ 口縁部 E４６ � １ １ ２ �a 無文地に斜格子状沈線文

�－２６－３１４ ６２ 口縁部 B４４ � ３ ３ ６ �a LR縄文、口縁で施文方向変える

�－２６－３１５ ６２ 口縁部 E３７ � ４ ４ １１ �a LR縄文、口縁で施文方向変える

�－２６－３１６ ６２ 口縁部 C４８ � ２ ２ ２ �a LR縄文、口縁部内傾

�－２６－３１７ ６２ 口縁部 C３８ � ３ ３ ４３ �a LR縄文、口縁無文、口縁部外反

�－２６－３１８ ６２ 口縁～胴部 D３８ � ２ ２ １ �a LR縄文、口縁部内傾

�－２６－３１９ ６２ 口縁部 E４７ � １ １ ３ �a LR縄文、山形隆起部

�－２６－３２０ ６２ 口縁部 E４７ � ５ ５ １０ �a RL縄文

�－２６－３２１ ５９ 胴部～底部
B４４・４５ � ３

７ ５ �a LR縄文、施文方向変える
C４４・４５ � ４

�－２７－３２２ ６２ 口縁部 B４０ � ２ ２ ６ �a 無文、折り返し口縁

�－２７－３２３ ６３ 口縁部 B４０ �・� ３ ３ ２ �a 無文、多段、部分的に LR縄文

�－２７－３２４ ６３ 口縁～底部 F３６ � ４ ４ ０ �a 無文、縦位の擦痕、山形隆起部

�－２７－３２５ ６３ 口縁～胴部 B４１ � １ １ ２８ �a 無文、部分的に LR縄文

�－２７－３２６ ６３ 口縁～底部 G１９ �・� ６ ６ ０ �a 無文、山形隆起部

�－２７－３２７ ６３ 口縁～胴部 B４１ � ４ ４ ４６ �a 無文地に沈線文、貼付文

�－２７－３２８ ６３ 口縁部 C４５ � １ １ １ �a 無文地に沈線文、貼付文

�－２７－３２９ ６３ 口縁部 E４７ � ２ ２ ０ �a 無文地に沈線文、貼付文

�－２７－３３０ ６３ 口縁部 C４７ � ５ ５ １３ �a 無文地に沈線文、垂下蛇行沈線文

�－２７－３３１ ６３ 口縁～胴部 C４８ � ３ ３ ２９ �a 無文地に垂下蛇行沈線文、２本一組

�－２７－３３２ ６３ 口縁部 B４０ � ２ ２ ８ �a 無文地に垂下蛇行沈線文、山形隆起部

�－２７－３３３ ６３ 口縁部 B４１・４４ � ２ ２ ０ �a 無文地に垂下蛇行沈線文、折り返し口縁

�－２７－３３４ ６３ 口縁部 D４２ � ５ ５ １０ �a 無文地に横線、円・弧状沈線文

�－２７－３３５ ６３ 口縁部 C４４ � ２ ２ １０ �a LR縄文地に８の字状貼付文、山形隆起部

�－２７－３３６ ６３ 口縁部 C４４ � ２ ２ １３ �a LR縄文地に沈線文、８の字状貼付文

�－２７－３３７ ６３ 口縁部 D４８ � １ １ １ �a RL縄文地に沈線文、８の字状貼付文

�－２８－３３８ ６３ 口縁～胴部 E４７ � ８ ８ ０ �a 無文地に沈線文、８の字状貼付文

� 包含層出土の遺物

２１９
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�－２８－３３９ ６３ 口縁部 B４０ � １ １ １９ �a 無文地に沈線文、８の字状貼付文

�－２８－３４０ ６３ 口縁部 E４６ � ２ ２ ７ �a 無文地に沈線文、８の字状貼付文

�－２８－３４１ ６３ 口縁～胴部 E４６・４７ � ４ ４ １５ �a RL縄文地に沈線文、８の字状貼付文

�－２８－３４２ ６３ 口縁部 D４６ � ２ ２ ９ �a 無文地に蛇行沈線文、８の字状貼付文

�－２８－３４３ ６３ 口縁部
B４７ � １

３ ２５ �a 無文地に沈線文、８の字状貼付文
C３９ �・� ２

�－２８－３４４ ６４ 口縁部 C４５ � １ １ ７ �a 無文地に沈線文、８の字状貼付文

�－２８－３４５ ６４ 口縁部 C３９ � ２ ２ １２ �a 無文地に８の字状貼付文、多段

�－２８－３４６ ６４ 口縁部 D４７ � １ １ ３ �a 無文地に８の字状貼付文、折り返し口縁

�－２８－３４７ ６４ 口縁部 C４５ � １ １ １ �a 無文地に８の字状貼付文、部分的 LR縄文

�－２８－３４８ ６４ 口縁～胴部 B４６ � ５ ５ ４８ �a 無文地に８の字状貼付文

�－２８－３４９ ６４ 口縁～胴部 B４８ �・� ８ ８ ０ �a 無文地に８の字状貼付文、器面に擦痕

�－２８－３５０ ６４ 口縁～胴部 C４６ � ４ ４ ７ �a 無文地に渦巻文、口縁貼付、刻み

�－２８－３５１ ６４ 口縁～胴部 B４１ � ２ ２ ０ �a 無文地に横線・弧線文、口縁頂部刻み

�－２８－３５２ ６４ 口縁部 D４２ � １ １ ８ �a 無文地に箆状工具で文様、太沈線で縁取

�－２８－３５３a ６４ 口縁部 E３３ � ６ ６ １０ �a
無文地に箆状工具で文様、太沈線で縁取

�－２８－３５３b ６４ 胴部～底部 E３３ � ９ ９

�－２８－３５４ ６４ 口縁～胴部 D３３ � ３ ３ ９ �a 無文地に垂下蛇行沈線文、山形隆起部

�－２８－３５５ ６４ 口縁～胴部

E３３・３６ � ４

７ １０ �a 無文地に箆状工具で文様、太沈線で縁取F３５・３６ � ２

未注記 １

�－２９－３５６ ６４ 口縁部 B４０ �・� ２ ２ ８ �a 無文地に箆状工具で文様、太沈線で縁取

�－２９－３５７ ６４ 口縁部 A４８ � ４ ４ ５ �a 無文地に箆状工具で文様、太沈線で縁取

�－２９－３５８ ６４ 口縁部 D３６ � ６ ６ ２５ �a LR縄文地にクランク文

�－２９－３５９ ６４ 口縁～胴部 C・D４１ �・� ６ ６ １３ �a 文様帯区画、LR縄文地にクランク文

�－２９－３６０ ６４ 口縁～胴部 C３５ �・� ５ ５ ６８ �a LR縄文地に稲妻文・「く」字文、磨消縄文

�－２９－３６１a ６５ 口縁部 C３３ � １ １
８ �a

LR縄文地に逆「く」字文、カニのハサミ文様、磨消縄
文、山形隆起部�－２９－３６１b ６５ 胴 部 D３３ � １ １

�－２９－３６２ ６５ 口縁部 D４０ � １ １ １ �a LR縄文地に沈線文、磨消縄文

�－２９－３６３ ６５ 口縁～底部
D３９ � １

４ ４ �a 無文地に「己」字文、口縁に半円状文
E４０ � ３

�－２９－３６４ ６５ 口縁部 C４０ �・� ６ ６ ２２ �a LR縄文地にクランク文、渦巻文、磨消縄文

�－２９－３６５ ６５ 口縁部 F３８ �・� １０ １０ ０ �a LR縄文地に稲妻文・逆「く」字文

�－２９－３６６ ６５ 口縁部 C３６ � ２ ２ ０ �a LR縄文地に鋸歯文・渦巻文

�－２９－３６７ ６５ 口縁部 E・F４１ � ２ ２ ９ �a LR縄文地に稲妻文、カニのハサミ文様

�－２９－３６８ ６５ 口縁部 E４０ � ４ ４ ２ �a LR縄文地に鋸歯文、カニのハサミ文様

�－２９－３６９ ６５ 口縁部

C３９ � １

３ ８ �a
LR縄文地に半円文、クランク文、カニのハサミ文様、
磨消縄文

D３７ � １

E３９ � １

�－３０－３７０ ６５ 口縁部 E４１ � １ １ ７ �a LR縄文地に半円文、山形隆起部

�－３０－３７１ ６５ 口縁部 E４０ � １ １ ３ �a LR縄文地に半円文、クランク文

�－３０－３７２ ６５ 口縁部 C３５ �・� １３ １３ ５２ �a LR縄文地に半円文、「く」字文・逆「く」字文

�－３０－３７３a ６５ 口縁部 C３１・３９ � ２ ２
４ �a LR縄文地に半円文、クランク文、山形隆起部

�－３０－３７３b ６５ 胴 部 C４０ � １ １

�－３０－３７４ ６０ 口縁～胴部 C３６ � ２８ ２８ ６８ �a 半円文、LR縄文地に渦巻文、磨消縄文

�－３０－３７５ ６０ 口縁～底部
C３６ � ４８

５３ ６ �a 無文地に「己」字文
D３６ � ５

�－３０－３７６ ６５ 口縁～胴部 B４１ � ３ ３ ０ �a 無文地に沈線文

�－３０－３７７ ６５ 土製円板 E３３ � １ １ ０ ― 土器片を円形に加工、中央に凹み

�－３０－３７８ ６５ 土製品 E３３ � １ １ ０ ― 土器片を三角形に加工、無文

�－３０－３７９ ６５ 土製品 D４４ � １ １ ０ ― 土器片を三角形に加工、無文

�－３０－３８０ ６５ 土製品 D４１ � １ １ ０ ― 土器片を三角形に加工、無文

�－３０－３８１ ６５ 土製品 C４１ � １ １ ０ ― 土器片を三角形に加工、RL縄文

�－３０－３８２ ６５ 土製品 C３５ � １ １ ０ ― 鐸形土製品？

２２０



表�－３ 包含層出土掲載石器一覧

挿図・
掲載No.

図版
No.

器 種 名
調査
区名

層位
長さ×幅×厚さ
（cm）

重量
（g）

石 材 備 考

�－３１－１ ６６－１６４ 石槍またはナイフ H１３ � １２．２×３．５５×１．２５ ４７．１ 黒曜石

�－３１－２ ６６－１６４ 石槍またはナイフ D１３ � ９．５×３．０×１．０５ ３４．０ 頁岩

�－３１－３ ６６－１６４ 石槍またはナイフ D１１ � （５．２５）×２．０×０．７ （５．９） 黒曜石

�－３１－４ ６６－１６４ 石 鏃 H１７ � ２．１×０．９×０．１９ ０．２５ 黒曜石

�－３１－５ ６６－１６４ 石 鏃 D１５ � １．７５×１．５５×０．２７ ０．５６ 黒曜石

�－３１－６ ６６－１６４ 石 鏃 F１４ � ２．７５×１．５×０．３２ ０．９９ 頁岩

�－３１－７ ６６－１６４ 石 鏃 G９ � （３．２５）×１．６×０．３４ （１．２８） 黒曜石

�－３１－８ ６６－１６４ 石 鏃 G９ � （４．３）×１．１×０．３４ （１．５９） 頁岩

�－３１－９ ６６－１６４ 石 鏃 E４４ � ４．２５×１．４×０．３３ １．３２ 黒曜石

�－３１－１０ ６６－１６４ 石 鏃 E１５ � （３．３）×１．９×０．５６ （１．７３） 頁岩

�－３１－１１ ６６－１６４ 石 鏃 E３３ � （３．１）×２．３５×０．５ （２．９９） 頁岩

�－３１－１２ ６６－１６４ 石 鏃 C４０ � ２．２×１．２５×０．４６ ０．９５ 黒曜石

�－３１－１３ ６６－１６４ 石 鏃 E２２ � ２．７×１．２５×０．３１ ０．８５ 片岩

�－３１－１４ ６６－１６４ 石 鏃 G１６ � （２．９５）×０．９５×０．３ （０．７８） 頁岩 アスファルト？

�－３１－１５ ６６－１６４ 石 鏃 B４５ � （３．１５）×１．３×０．４６ （１．３６） 頁岩

�－３１－１６ ６６－１６４ 石 鏃 C３８ � （３．１）×１．６×０．４ （１．２７） 頁岩

�－３１－１７ ６６－１６４ 石 鏃 H９ � ３．７×１．４×０．６９ ３．２９ 頁岩

�－３１－１８ ６６－１６４ 石 鏃 G７ � ３．９×１．４×０．５４ １．９４ 頁岩

�－３１－１９ ６６－１６４ 石 鏃 D１５ � ４．２５×１．７×０．７９ ３．８２ 頁岩

�－３１－２０ ６６－１６４ 石 鏃 E３７ � ４．５×１．８×０．６５ ４．５４ 安山岩

�－３１－２１ ６６－１６４ 石 鏃 D４５ � （２．１）×１．０×０．３２ （０．４３） めのう アスファルト

�－３１－２２ ６６－１６４ 石 鏃 H２０ � ２．４×１．０×０．４ ０．７５ 頁岩 アスファルト

�－３１－２３ ６６－１６４ 石 鏃 C４８ � （２．４）×１．３×０．３７ （０．７４） 頁岩

�－３１－２４ ６６－１６４ 石 鏃 H１４ � ２．５×０．９×０．３ ０．４７ めのう

�－３１－２５ ６６－１６４ 石 鏃 C４５ � ２．５５×１．３×０．３６ ０．７８ めのう アスファルト？

�－３１－２６ ６６－１６４ 石 鏃 D１６ � ２．６×１．２×０．５４ １．０７ めのう

�－３１－２７ ６６－１６４ 石 鏃 D３７ � （２．６）×１．２×０．３ （０．６） めのう

�－３１－２８ ６６－１６４ 石 鏃 H１３ � ２．７５×１．２５×０．４４ １．１１ 頁岩 アスファルト

�－３１－２９ ６６－１６４ 石 鏃 C４０ � ２．９×１．２×０．３７ ０．９７ 頁岩

�－３１－３０ ６６－１６４ 石 鏃 H１８ � ２．９×１．３×０．４ ０．８７ 黒曜石

�－３１－３１ ６６－１６４ 石 鏃 E１７ � ３．０×１．２×０．３４ ０．８６ めのう

�－３１－３２ ６６－１６４ 石 鏃 H２０ �２ ３．０×１．３×０．４３ １．１ 頁岩 アスファルト

�－３２－３３ ６６－１６４ 石 鏃 H１２ � ３．０×１．４×０．４４ １．３２ 鉄石英

�－３２－３４ ６６－１６４ 石 鏃 B４０ � （３．０）×１．４５×０．２９ （０．９３） 頁岩

�－３２－３５ ６６－１６４ 石 鏃 H１３ � ３．１×１．６×０．６５ ２．０３ 黒曜石

�－３２－３６ ６６－１６４ 石 鏃 C３９ � ３．１×１．５×０．７２ ２．６６ 頁岩

� 包含層出土の遺物
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挿図・
掲載No.

図版
No.

器 種 名
調査
区名

層位
長さ×幅×厚さ
（cm）

重量
（g）

石 材 備 考

�－３２－３７ ６６－１６４ 石 鏃 C４０ � （３．１５）×１．３×０．３１ （０．８４） 黒曜石

�－３２－３８ ６６－１６４ 石 鏃 D４１ � ３．２×１．８×０．２７ ０．９６ 頁岩

�－３２－３９ ６６－１６４ 石 鏃 B３９ � ３．２×１．７×０．４ １．２７ めのう

�－３２－４０ ６６－１６４ 石 鏃 D３８ � ３．３×１．３×０．２２ ０．６４ 頁岩 アスファルト

�－３２－４１ ６６－１６４ 石 鏃 D４０ � ３．４×１．３５×０．４２ １．５４ 頁岩

�－３２－４２ ６６－１６４ 石 鏃 F１０ � ３．４×１．５×０．６２ ２．５７ 頁岩

�－３２－４３ ６６－１６４ 石 鏃 E１７ � ３．５×１．３×０．４７ １．８４ 頁岩

�－３２－４４ ６６－１６４ 石 鏃 G１９ � ３．５５×１．２×０．３６ １．０７ めのう

�－３２－４５ ６６－１６４ 石 鏃 E４６ � ３．７×１．５×０．４４ １．５２ めのう アスファルト

�－３２－４６ ６６－１６４ 石 錐 E２２ � ４．６×１．８×０．４５ ４．１ 頁岩

�－３２－４７ ６６－１６４ 石 錐 D３９ � ４．２×２．８５×０．８５ ７．５ 頁岩

�－３２－４８ ６６－１６４ 石 錐 B３７ � ６．１×３．２５×０．８５ １２．５ 頁岩

�－３２－４９ ６６－１６４ 石 錐 B４０ � ４．８×１．２×０．７ ４．１ 頁岩

�－３２－５０ ６６－１６４ 石 錐 F１６ � ８．６×１．４×０．８ ６．３ 頁岩

�－３２－５１ ６６－１６４ つまみ付きナイフ C４６ � ３．９×１．５×０．７７ ４．３２ 頁岩

�－３２－５２ ６６－１６４ つまみ付きナイフ F１５ � （４．２）×（２．０５）×（０．４６）（４．８５） 頁岩

�－３２－５３ ６６－１６４ つまみ付きナイフ D１６ � ５．４×１．９×０．４５ ５．５ 頁岩

�－３２－５４ ６６－１６４ つまみ付きナイフ B３９ � ６．３×３．２×０．７８ １８．２５ 頁岩

�－３２－５５ ６６－１６４ つまみ付きナイフ D１３ � ６．３×２．４５×０．７６ ９．９５ 頁岩

�－３２－５６ ６６－１６４ つまみ付きナイフ H１５ � ７．０×１．４５×０．６７ ７．９８ 頁岩

�－３２－５７ ６６－１６４ つまみ付きナイフ D１５ � ７．０×２．１×０．８３ １０．７３ 頁岩

�－３２－５８ ６６－１６４ つまみ付きナイフ D３８ � ７．０５×２．４×０．９ １３．４１ 頁岩

�－３２－５９ ６６－１６４ つまみ付きナイフ D２４ � ９．５５×２．４×０．８ ２２．７ 頁岩

�－３２－６０ ６６－１６４ つまみ付きナイフ E３６ � ４．６×５．９×０．８９ １８．４２ 頁岩

�－３３－６１ ６６－１６４ スクレイパー B４６ � ３．１５×１．７５×１．１５ ４．９ 黒曜石

�－３３－６２ ６６－１６４ スクレイパー D８ � ３．９５×６．０×０．７５ １７．４ 頁岩

�－３３－６３ ６７－１６５ スクレイパー A４８ � ６．５×３．２×０．７ １５．９ 頁岩

�－３３－６４ ６７－１６５ スクレイパー F１９ � ６．８５×３．２５×０．７ １９．５ 頁岩

�－３３－６５ ６７－１６５ スクレイパー C４６ � ７．５×２．４×０．６５ １６．５ 頁岩

�－３３－６６ ６７－１６５ スクレイパー Z４７ � ７．７×４．７５×０．８ ２１．８ 頁岩

�－３３－６７ ６７－１６５ スクレイパー C４６ � ６．４×６．４×１．３ ３８．５ 頁岩

�－３３－６８ ６７－１６５ スクレイパー H１６ � ８．２×４．７×０．７５ ３４．１ 安山岩

�－３３－６９ ６７－１６５ スクレイパー D３７ � ７．８×４．２×０．９ ３２．６ 頁岩

�－３３－７０ ６７－１６５ スクレイパー E１５ � ８．５×３．３×１．３５ ３８．６ 頁岩

�－３３－７１ ６７－１６５ スクレイパー G１３ � ７．７×４．７×１．１ ４６．０ 頁岩

�－３３－７２ ６７－１６５ スクレイパー D４５ � ８．２×４．８×１．１ ３９．６ 頁岩

２２２



挿図・
掲載No.

図版
No.

器 種 名
調査
区名

層位
長さ×幅×厚さ
（cm）

重量
（g）

石 材 備 考

�－３３－７３ ６７－１６５ スクレイパー E１２ � ８．０×６．０×１．２ ５９．３ 頁岩

�－３４－７４ ６７－１６５ スクレイパー E１５ � ８．４×４．８×１．７ ８３．４ めのう

�－３４－７５ ６７－１６５ スクレイパー H１２ � ８．４×５．８×１．６ ８２．１ 安山岩

�－３４－７６ ６７－１６５ スクレイパー E１７ � ９．０×４．７×１．４ ５４．６ 頁岩

�－３４－７７ ６７－１６５ スクレイパー D８ � ６．５×７．６×２．１５ ８６．０ めのう

�－３４－７８ ６７－１６５ スクレイパー G１８ � １０．３×５．２５×１．４ ５８．２ 頁岩

�－３４－７９ ６７－１６５ スクレイパー E１２ � ９．７×７．４×２．３ １３１．２ 頁岩

�－３４－８０ ６７－１６５ 石 斧 C４４ � ５．４×２．５５×１．１ ２８．０ 泥岩

�－３４－８１ ６７－１６５ 石 斧 E１１ � ６．１×３．３５×１．３ ４６．０ 泥岩

�－３５－８２ ６７－１６５ 石 斧 D３６ � ６．３５×３．４×１．６５ ５８．０ 泥岩

�－３５－８３ ６７－１６５ 石 斧 D３６ � ６．５×４．０５×１．６ ７６．０ 泥岩

�－３５－８４ ６７－１６５ 石 斧 D３８ � ７．２×３．８５×１．１ ４０．０ 蛇紋岩？

�－３５－８５ ６７－１６５ 石 斧 D４６ � ７．３×３．５５×１．６５ ８０．０ 泥岩

�－３５－８６ ６７－１６５ 石 斧 H１２ � ７．８×３．６×１．４ ７４．０ 泥岩

�－３５－８７ ６７－１６５ 石 斧 H１２ � ７．９×２．８×１．０ ４０．０ 泥岩

�－３５－８８ ６７－１６５ 石 斧 E１９ � ８．１×２．７×１．５ ５６．０ 片岩

�－３５－８９ ６７－１６５ 石 斧 G１７ � ９．２５×２．９×１．５ ６６．０ 泥岩

�－３５－９０ ６７－１６５ 石 斧 G１２ � ９．３×３．９×１．３ ７２．０ 泥岩

�－３５－９１ ６７－１６５ 石 斧 E１５ � ９．３×３．９×２．１ １１６．０ 砂岩

�－３５－９２ ６７－１６５ 石 斧 E１５ � ９．４×２．８×１．１ ５０．０ 片岩

�－３５－９３ ６８－１６６ 石 斧 G２０
�１

９．８×３．８×１．６ ８８．０ 片岩 ２点接合
�３

�－３６－９４ ６８－１６６ 石 斧 B４２ � １１．７×４．７×２．８５ ２８０．０ 片岩

�－３６－９５ ６８－１６６ 石 斧 G１２ � １３．５５×４．３×１．７ １５４．０ 泥岩

�－３６－９６ ６８－１６６ 石 斧 G１２ � １５．２×４．２×１．１ １１６．０ 泥岩

�－３６－９７ ６８－１６６ たたき石 D１１ � １２．０×９．２５×６．６ １０８０．０ 安山岩

�－３６－９８ ６８－１６６ たたき石 H１１ � １５．２５×１０．５×５．７ １４６０．０ 安山岩

�－３７－９９ ６８－１６６ 扁平打製石器 E１１ � １３．６×７．６×２．４ ３４８．０ 安山岩

�－３７－１００ ６８－１６６ 扁平打製石器 B４４ � １４．１×８．１×１．８ ２７８．０ 安山岩

�－３７－１０１ ６８－１６６ 扁平打製石器 H１０ � １４．２×９．６×１．９ ３２０．０ 安山岩

�－３７－１０２ ６８－１６６ 扁平打製石器 D４５ � １４．５×８．２×２．２ ３０８．０ 安山岩

�－３７－１０３ ６８－１６６ 扁平打製石器 E１４ � １３．８×１０．３×３．４５ ５３６．０ 安山岩

�－３８－１０４ ６８－１６６ 扁平打製石器 D１５ � １６．２×１１．３×３．７ ８４０．０ 安山岩

�－３８－１０５ ６８－１６６ 扁平打製石器 D１１ � １４．１×８．４×２．９ ４９４．０ 安山岩

�－３８－１０６ ６８－１６６ 扁平打製石器 G１９ � １４．１×９．１×２．８５ ５１０．０ 安山岩

�－３８－１０７ ６８－１６６ 扁平打製石器 D１８ � １４．３×８．８×２．２ ３６８．０ 安山岩

� 包含層出土の遺物
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挿図・
掲載No.

図版
No.

器 種 名
調査
区名

層位
長さ×幅×厚さ
（cm）

重量
（g）

石 材 備 考

�－３８－１０８ ６８－１６６ 扁平打製石器 H１７ � １４．０×９．０５×３．１ ６０２．０ 安山岩

�－３９－１０９ ６８－１６６ 扁平打製石器 F１７ � １５．３５×８．４５×３．１ ６３０．０ 安山岩

�－３９－１１０ ６９－１６７ 扁平打製石器 D１６ � １４．８×９．０×３．２５ ６１４．０ 安山岩

�－３９－１１１ ６９－１６７ 扁平打製石器 C４６ � １７．４×１１．０×３．０ ７００．０ 安山岩

�－３９－１１２ ６９－１６７ 扁平打製石器 F１１ � １９．２×１３．６×４．０ １４６０．０ 安山岩

�－４０－１１３ ６９－１６７ 北海道式石冠 E１４ � ９．２×６．４×４．０ ２９８．０ 安山岩

�－４０－１１４ ６９－１６７ 北海道式石冠 G７ � ９．３×７．７×４．８５ ５０２．０ 安山岩

�－４０－１１５ ６９－１６７ 北海道式石冠 H７ � １０．４×８．７×７．１ ８９２．０ 安山岩

�－４０－１１６ ６９－１６７ 北海道式石冠 H９ � １０．７×８．７×５．８ ６９０．０ 安山岩

�－４０－１１７ ６９－１６７ 北海道式石冠 E１１ � １１．４５×８．７×４．４ ６２８．０ 安山岩

�－４０－１１８ ６９－１６７ 北海道式石冠 H１１ � １１．３×９．２×６．１ ６８８．０ 安山岩

�－４１－１１９ ６９－１６７ 北海道式石冠 D２０ � １２．０５×９．５×７．４ ９６０．０ 安山岩

�－４１－１２０ ６９－１６７ 北海道式石冠 E１４ � １２．１×９．６×４．９ １０１０．０ 安山岩

�－４１－１２１ ６９－１６７ 北海道式石冠 C３１ � １１．７×９．１×６．０５ １０９０．０ 安山岩

�－４１－１２２ ６９－１６７ 北海道式石冠 H１７ � １３．５×１０．０×７．５ １０８０．０ 安山岩

�－４２－１２３ ６９－１６７ 北海道式石冠 F２０ � １３．４×１０．６５×３．５ ６８０．０ 安山岩

�－４２－１２４ ６９－１６７ 北海道式石冠 D１６ � １３．２×９．４×５．７ ９８８．０ 安山岩

�－４２－１２５ ６９－１６７ 北海道式石冠 H８ � １３．０５×１０．２×７．１ １１３０．０ 安山岩

�－４２－１２６ ７０－１６８ 北海道式石冠 E４０ � １３．２×１０．６５×９．７ １３１０．０ 安山岩

�－４３－１２７ ７０－１６８ 北海道式石冠 D７ � １３．０５×１１．２５×６．６ １４５０．０ 安山岩

�－４３－１２８ ７０－１６８ 北海道式石冠 G６ � １３．５×１０．７×８．２５ １５７０．０ 安山岩

�－４３－１２９ ７０－１６８ 北海道式石冠 D４０ � １６．７×１１．１５×９．１ １５９０．０ 安山岩

�－４３－１３０ ７０－１６８ 石 鋸 C４５ � １６．２×９．９×１．６５ ２８２．０ 安山岩

�－４４－１３１ ７０－１６８ 砥 石 E１１ � ３５．５×１９．１×１２．５ ８０００．０ 安山岩

�－４４－１３２ ７０－１６８ 石 錘 F２１ � １６．５×１０．１×４．７ １１３０．０ 安山岩

�－４４－１３３ ７０－１６８ 礫 H８ � １６．０×１０．１×６．７ １６２０．０ 安山岩 加工痕のある礫

�－４４－１３４ ７０－１６８ 石 皿 F１５ � ２９．８×２５．１×１１．６ １００００．０ 安山岩

�－４４－１３５ ７０－１６８ 石 皿 H１９ � （２６．５）×（２４．２）×７．４（７０００．０） 安山岩

�－４５－１３６ ７１－１６９ 石 皿 H１０ � ４４．０×２７．０×９．５ １８１００．０ 安山岩

�－４５－１３７ ７１－１６９ 台 石 C３６ � ２７．５×２４．９×１０．７ １００００．０ 安山岩

�－４５－１３８ ７１－１６９ 台 石 F１９ � ３７．４×２７．９×１４．１ ２１５００．０ 安山岩

�－４５－１３９ ７１－１６９ 石製品 H１１ � ７．７５×４．５５×５．２ ８５．０ 軽石

�－４６－１４０ ７１－１６９ 石製品 B４０ � １２．７×１１．９×８．１ ７５０．０ 軽石

�－４６－１４１ ７１－１６９ 石製品 C４０ � ２６．２×６．９５×６．６５ ８５０．０ 軽石 ２点接合
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濁川左岸遺跡の放射性炭素年代測定について
パレオ・ラボAMS年代測定グループ＊

（＊小林紘一・丹生越子・伊藤茂・山形秀樹・Zaur Lomtatidze・Ineza Jorjoliani）

１ はじめに
濁川左岸遺跡より検出された試料について、加速器質量分析法（AMS法）による放射性炭素年代

測定を行った。

２ 試料と方法
測定試料の情報、調整データは表１のとおりである。試料は調整後、加速器質量分析計（パレオ・

ラボ、コンパクトAMS : NEC製１．５SDH）を用いて測定した。得られた１４C濃度について同位体分別

効果の補正を行った後、１４C年代、暦年代を算出した。

３ 結 果
表２に、同位体分別効果の補正に用いる炭素同位体比（δ１３C）、同位体分別効果の補正を行った１４C
年代、１４C年代を暦年代に較正した年代を、図１に暦年代較正結果をそれぞれ示す。
１４C年代はAD１９５０年を基点にして何年前かを示した年代である。１４C年代（yrBP）の算出には、１４C

の半減期として Libbyの半減期５５６８年を使用した。また、付記した１４C年代誤差（±１σ）は、測定
の統計誤差、標準偏差等に基づいて算出され、試料の１４C年代がその１４C年代誤差内に入る確率が６８．２％

であることを示すものである。なお、暦年代較正の詳細は以下の通りである。

暦年代較正

暦年代較正とは、大気中の１４C濃度が一定で半減期が５５６８年として算出された１４C年代に対し、過去

の宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の１４C濃度の変動、及び半減期の違い（１４Cの半減期５７３０

±４０年）を較正することである。
１４C年代の暦年代較正には OxCal３．９を使用した。なお、１σ暦年代範囲は OxCalの確率法を使用
して算出された１４C年代誤差に相当する６８．２％信頼限界の暦年代範囲であり、同様に２σ暦年代範囲
は９５．４％信頼限界の暦年代範囲である。カッコ内の百分率の値は、その範囲内に暦年代が入る確率を

意味する。グラフ中の縦軸上の曲線は１４C年代の確率分布を示し、二重曲線は暦年代較正曲線を示す。

それぞれの暦年代範囲のうち、その確率が最も高い年代範囲については、表中に下線で示してある。

４ 考 察
試料について、同位体分別効果の補正及び暦年代較正を行った。得られた暦年代範囲のうち、その

確率の最も高い年代範囲に着目すると、それぞれより確かな年代値の範囲が示された。
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・中村俊夫（２０００）放射性炭素年代測定法の基礎．日本先史時代の１４C年代、p．３－２０

・Stuiver M., P.J. Reimer, E. Bard, J.W. Beck, G.S. Burr, K.A. Hughen, B. Kromer, G. McCormac, J. van der

Plicht and M. Spurk１９９８ INTCAL９８Radiocarbon Age Calibration，２４０００－０cal BP Radiocarbon ４０

（３）１０４１－１０８３

・Bronk Ramsey C．１９９５Radiocarbon Calibration and Analysis of Stratigraphy : The OxCal Program Ra-

diocarbon３７（２）４２５－４３０

・Bronk Ramsey C．，２００１，Development of the Radiocarbon Program OxCal, Radiocarbon，４３（２A）３５５－
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図�－１ 暦年代較正結果（１）
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図�－２ 暦年代較正結果（２）
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表�－１ 測定試料及び処理

測定番号 遺跡データ 試料データ 前処理 測定

PLD－３３８５

北海道 濁川左岸遺跡
地点：NF－３９
層位：焼土内
その他：NS－１

試料の種類：炭化物・材
試料の性状：最外以外年輪
状態：dry
カビ：無

超音波煮沸洗浄
酸・アルカリ・酸洗浄
（塩酸１．２N、水酸化ナトリウム
１N、塩酸１．２N）

PaleoLabo :
NEC製コ ン パ ク ト
AMS・１．５SDH

PLD－３３８６

北海道 濁川左岸遺跡
地点：NF－４０
層位：焼土内
その他：NS－２

試料の種類：炭化物・材
試料の性状：最外以外年輪
状態：dry
カビ：無

超音波煮沸洗浄
酸・アルカリ・酸洗浄
（塩酸１．２N、水酸化ナトリウム
１N、塩酸１．２N）

PaleoLabo :
NEC製コ ン パ ク ト
AMS・１．５SDH

PLD－３３８７

北海道 濁川左岸遺跡
地点：NF－４１
層位：焼土内
その他：NS－３

試料の種類：動物骨片
状態：dry
カビ：無

コラーゲン抽出処理時の知見：骨
片は焼かれていたため、コラーゲ
ンが焼失したものと見られる

PaleoLabo :
NEC製コ ン パ ク ト
AMS・１．５SDH

PLD－３３８８

北海道 濁川左岸遺跡
地点：NF－５８
層位：焼土内
その他：NS－４

試料の種類：炭化物・材
試料の性状：最外以外年輪
状態：dry
カビ：無

超音波煮沸洗浄
酸・アルカリ・酸洗浄
（塩酸１．２N、水酸化ナトリウム
１N、塩酸１．２N）

PaleoLabo :
NEC製コ ン パ ク ト
AMS・１．５SDH

PLD－３３８９

北海道 濁川左岸遺跡
地点：NH－２９
層位：床面直上
その他：NS－５

試料の種類：炭化物・材
試料の性状：最外以外年輪
状態：dry
カビ：無

超音波煮沸洗浄
酸・アルカリ・酸洗浄
（塩酸１．２N、水酸化ナトリウム
１N、塩酸１．２N）

PaleoLabo :
NEC製コ ン パ ク ト
AMS・１．５SDH

表�－２ 放射性炭素年代測定及び暦年代較正の結果

測定番号
年代値

（yrBP±１σ：
同位体補正無）

δ１３C
（‰）

１４C年代
（yrBP±１σ）

１４C年代を暦年代に較正した年代範囲

１σ暦年代範囲 ２σ暦年代範囲

PLD－３３８５ １５２０±２５ －２３．２ １５５０±２５

４３０AD（６８．２％）５６０AD ４３０AD（９５．４％）６００AD

PLD－３３８６ ２０００±２５ －２５．４ １９９０±２５

４０BC（７．９％）３０BC、

２０BC（１０．２％）１０BC、

AD（３６．９％）３０AD、

４０AD（１３．２％）５５AD

５０BC（９５．４％）７０AD

PLD－３３８８ ３６８０±２５ －２４．８ ３６８５±２５

２１４０BC（４４．８％）２０７０BC、

２０６０BC（１８．５％）２０２０BC、

１９９０BC（４．９％）１９８０BC

２１５０BC（９５．４％）１９６０BC

PLD－３３８９ ４４５５±２５ －２５．１ ４４５５±３０

３３１０BC（３２．６％）３２３０BC、

３１８０BC（４．３％）３１６０BC、

３１２０BC（１０．８％）３０８０BC、

３０７０BC（２０．４％）３０２０BC

３３４０BC（４３．７％）３２１０BC、

３１９０BC（８．８％）３１５０BC、

３１４０BC（４２．９％）３０１０BC
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� まとめ

この調査報告書は濁川左岸遺跡の３冊目の調査報告書である。
今回報告する C・D・E地区は平成１６年に３，６６０�を調査した。濁川に面する段丘を C地区、中央
付近の沢地形を D地区、無名沢に面する段丘を E地区と呼称した。D地区は過年度の調査結果から
遺構確認調査区とした。
検出遺構は住居跡８軒、土坑９４基、石組炉５か所、焼土２３か所、小ピット２１２基、配石１か所、剥
片集中１か所、埋設土器１か所である。住居跡は縄文時代前期と推定されるもの１軒、中期前半のも
の２軒、後期前葉のもの５軒である。NH－２２～２４・２７・２９は C地区、NH－２５・２６・２８は E地区で
検出した。NH－２８はベンチ構造をもつ前期後半円筒土器下層 d２式期の所産と考えられる。地床炉
をもつ。NH－２７・２９は中期前半サイべ沢�式期のものである。地床炉をもつ。NH－２９床面直上か
ら出土した炭化物の１４C年代測定の結果、４４５５±３０の値が得られた。NH－２９は NP－１４５に切られる。
NH－２２～２６は後期のものである。C地区で検出した NH－２２～２４は後期初頭涌元式期のもの、E地
区で検出した NH－２５は後期前葉トリサキ式～大津式期、NH－２６は後期初頭涌元式期のものである。
NH－２２・２３・２５は石組炉と立石をもつ。NH－２４は石組炉と地床炉、NH－２６は立石をもつが炉は検
出されていない。土坑９４基のうち、土壙墓および土壙墓の可能性のある土坑としたものは４２基である。
このうち C地区で検出したものは３４基、E地区で検出したものは８基である。いずれも、覆土は埋
め戻しの土であり、土器、石斧、扁平打製石器、たたき石、北海道式石冠、石皿・台石、砥石、拳大
～人頭大の礫などの遺物を伴う。また、土坑墓や土坑墓の可能性のある土坑以外のもの５２基を、その
他の土坑としてまとめた。このうち C地区で検出したものは４３基、E地区で検出したものは９基で
ある。これらの土坑の掘られた時期は、縄文時代前期後半、前期後半あるいは中期前半、前期後半あ
るいは後期前葉、中期前半、中期前半あるいは後期前葉、後期前葉、不明のものがある。小ピットは
C地区で１９２基、E地区で２０基検出した。C地区で検出した１１基と E地区で検出した２０基は縄文時代
後期前葉のものである。C地区で検出した１８１基は時期不明であるが同時期と推定される。石組炉は
C地区で２か所、E地区で３か所検出した。これらのうち４か所は縄文時代後期前葉の所産である。
C地区で検出した時期不明の１か所も当該期の所産であろう。焼土は C地区で２０か所、E地区で３
か所検出した。C地区で検出した５か所は続縄文時代、９か所は中期前半あるいは後期前葉、６か所
は時期不明である。E地区で検出した３か所は時期不明である。配石は縄文時代後期前葉の墓の可能
性のある土坑 NP－１７６に伴う。埋設土器は中期前半サイベ沢�式に相当する。剥片集中は縄文時代
後期前葉の所産である。 （鎌田）

表�－１ 検出遺構時期別一覧

時 期
住 居 跡

土 坑
石 組 炉 焼 土 小ピット

土 坑 墓 その他の土坑
C地区 E地区 C地区 E地区 C地区 E地区 C地区 E地区 C地区 E地区 C地区 E地区

続縄文時代 ５

縄
文
時
代

前期後半 １ １
前期後半ある
いは中期前半

１

前期後半ある
いは後期前葉

４ １

中期前半 ２ １４ ６
中期前半ある
いは後期前葉

９ ５ １ ９

後期前葉 ３ ２ １１ ４ ３１ ４ １ ３ １１ ２０
不明 １ １ １ ６ ３ １８１

合 計
５ ３

３４ ８ ４３ ９
２ ３ ２０ ３ １９２ ２０

４２ ５２
８ ９４ ５ ２３ ２１２

２２９
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�北海道埋蔵文化財センター ２００４c『森町 石倉３遺跡・石倉５遺跡』（北埋調報第２０５集）

�北海道埋蔵文化財センター ２００４d『森町 濁川左岸遺跡－A地区－』（北埋調報第２０８集）

�北海道埋蔵文化財センター ２００５e『森町 上台２遺跡』（北埋調報第２１６集）

�北海道埋蔵文化財センター ２００５f 『森町 上台１遺跡』（北埋調報第２１７集）

�北海道埋蔵文化財センター ２００５g『森町 森川４遺跡』（北埋調報第２１８集）

�北海道埋蔵文化財センター ２００５h『森町 三次郎川左岸遺跡・石倉５遺跡（２）・石倉４遺跡』

（北埋調報第２１９集）

�北海道埋蔵文化財センター ２００５i 『森町 森川３遺跡』（北埋調報第２２２集）

�北海道埋蔵文化財センター ２００６a『北斗市 矢不来７遺跡・矢不来８遺跡』（北埋調報第２３２集）

�北海道埋蔵文化財センター ２００６b『森町 三次郎川右岸遺跡』（北埋調報第２３３集）

�北海道埋蔵文化財センター ２００６c『森町 森川３遺跡（２）』（北埋調報第２３４集）

�北海道埋蔵文化財センター ２００６d『北斗市 矢不来６遺跡・矢不来１１遺跡・館野４遺跡』

（北埋調報第２３５集）

�北海道埋蔵文化財センター ２００７a『森町 濁川左岸遺跡（３）－C～E－地区』

（北埋調報第２４６集）

�北海道埋蔵文化財センター ２００７b『森町 石倉１遺跡』（北埋調報第２４７集）

２３２



写真図版１

１ 調査風景

２ 斜面作業状況



写真図版２

３ NH－２２ 調査状況

４ NH－２２ 遺物出土状況

６ NH－２２ 石組炉（HF－１）、立石出土状況５ NH－２２ HP－１ セクション



写真図版３

７ NH－２２ HP－１ 遺物出土状況 ８ NH－２２ HP－８ セクション ９ NH－２２ 立石 セクション

１０ NH－２２ 完掘状況

１１ NH－２３ 完掘状況



写真図版４

１３ NH－２３ HP－３ セクション

１２ NH－２３ 石組炉（HF－１）、立石

１５ NH－２４ HP－３・４ セクション

１４ NH－２３ HP－６ セクション １６ NH－２４ HP－５ セクション

１７ NH－２４ 遺物出土状況



写真図版５

１８ NH－２４ 立石 セクション １９ NH－２５ 立石 セクション

２０ NH－２４ 完掘状況

２１ NH－２５ 完掘状況



写真図版６

２２ NH－２６ 完掘状況

２３ NH－２６ HP－２ セクション ２４ NH－２７ 遺物出土状況

２５ NH－２７ セクション



写真図版７

２６ NH－２７ HP－７・１０・８セクション ２７ NH－２７ 埋設土器 検出状況 ２８ NH－２７ 埋設土器 内面検出状況

２９ NH－２７ 完掘状況

３０ NH－２８ 完掘状況



写真図版８

３１ NH－２８ HP－１ セクション ３２ NH－２９ HP－１ セクション ３３ NH－２９ HP－２ セクション

３４ NH－２９ 検出状況

３５ NH－２９ 遺物出土状況



写真図版９

３６ NH－２９ 完掘状況

３７ NP－９７ セクション ３８ NP－９９ セクション

４０ NP－１０１ セクション３９ NP－９９ 完掘状況



写真図版１０

４１ NP－１０１ 完掘状況 ４２ NP－１０３ 完掘状況

４３ NP－１０５ セクション ４４ NP－１０６ 遺物出土状況

４５ NP－１０８ 遺物出土状況 ４６ NP－１１０ 遺物出土状況

４８ NP－１１２ 遺物出土状況４７ NP－１１１ 遺物出土状況



写真図版１１

４９ NP－１１３ セクション ５０ NP－１１３ 遺物出土状況

５１ NP－１１４ セクション ５２ NP－１１６ 遺物出土状況

５３ NP－１１７ 遺物出土状況 ５４ NP－１１８ 遺物出土状況

５６ NP－１２５ セクション５５ NP－１２４ セクション



写真図版１２

５７ NP－１２５ 遺物出土状況

５８ NP－１２６ 遺物出土状況

５９ NP－１２７ セクション

６０ NP－１２７ 完掘状況

６１ NP－１２８ セクション

６２ NP－１２８ 完掘状況６３ NP－１２５～１２８ 調査状況



写真図版１３

６５ NP－１３３ セクション

６４ NP－１２９ 遺物出土状況

６７ NP－１３４ 遺物出土状況

６６ NP－１３３ 完掘状況

６８ NP－１３６・１３７ セクション

７０ NP－１３６ 完掘状況６９ NP－１３８ 遺物出土状況



写真図版１４

７１ NP－１４１ セクション ７２ NP－１４１ 完掘状況

７３ NP－１４２ セクション ７４ NP－１４２ 完掘状況

７６ NP－１４３ 完掘状況７５ NP－１４３ セクション



写真図版１５

７７ NP－１４４ セクション

７８ NP－１４４ 完掘状況

７９ NP－１４８・１４９・１６０ セクション

８０ NP－１４８ 完掘状況

８１ NP－１４９ 完掘状況

８３ NP－１５０ 遺物出土状況８２ NP－１５１ セクション



写真図版１６

８５ NP－１５２ セクション

８４ NP－１５１ 遺物出土状況

８７ NP－１５３ セクション

８６ NP－１５２ 遺物出土状況

８９ NP－１５４ 遺物出土状況

９０ NP－１５５ セクション８８ NP－１５３ 遺物出土状況



写真図版１７

９１ NP－１５６ セクション ９２ NP－１６３ セクション ９３ NP－１６４ 遺物出土状況

９５ NP－１６２ セクション

９４ NP－１５７ セクション

９６ NP－１６６・１６７ 遺物出土状況

９７ NP－１５９ 遺物出土状況 ９８ NP－１６８ 遺物出土状況



写真図版１８

９９ NP－１６９ 遺物出土状況 １００ NP－１７０ 遺物出土状況

１０１ NP－１７１ セクション １０２ NP－１７２ 遺物出土状況

１０４ NP－１７６ セクション１０３ NP－１７３ 遺物出土状況



写真図版１９

１０５ NP－１８０ 遺物出土状況

１０６ NP－１８２ セクション

１０７ NP－１８６ 遺物出土状況

１０８ NP－１８９ 遺物出土状況

１０９ NP－１９１ セクション

１１１ NP－１９１ 遺物出土状況１１０ SP－４２６・４２７ セクション



写真図版２０

１１２ SP－４５１ 遺物出土状況 １１３ 埋設土器 検出状況 １１４ 遺物出土状況

１１５ FC－１ 検出状況 １１６ 遺物出土状況

１１７ NS－１ 検出状況



写真図版２１

１１８ E地区 完掘状況

１１９ C地区 完掘状況



写真図版２２

NH－２３の土器（図�－４３－５）

NH－２２の土器（図�－４３－１）

NH－２４の土器（図�－４４－８）

NH－２３の土器（図�－４３－４）

１２０ 遺構出土の土器（１）



写真図版２３

NH－２４の土器（図�－４４－９）

NH－２７の土器（図�－４６－２３）

H－２７の土器（図�－４６－２５）

NH－２７の土器（図�－４６－２４）

NH－２７の土器（図�－４６－２６） NP－１０６の土器（図�－５１－４９）

１２１ 遺構出土の土器（２）



写真図版２４

NP－１１３の土器（図�－５２－５４）

NP－１２５の土器（図�－５４－６２）

NP－１２７の土器（図�－５５－６４）

NP－１３８の土器（図�－５５－６７）

NP－１２９の土器（図�－５５－６６）

１２２ 遺構出土の土器（３）



写真図版２５

NP－１４４の土器（図�－５６－６９）NP－１４４の土器（図�－５６－６８）

NS－１の土器（図�－６０－９２） 埋設土器１の土器（図�－６０－９４）

NH－２４の土器（図�－４４－１０） NP－１１２の土器（図�－５１－５１）

１２３ 遺構出土の土器（４）
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写真図版２６

NP－１８６の土器（図�－５８－８６）NP－１７０の土器（図�－５７－８１）

NH－２２～２６の土器（図�－４３～４６）
１２４ 遺構出土の土器（５）
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写真図版２７

NH－２７～２９、NP、SP出土の土器（図�－４６・４９・５１・５５～５９）
１２５ 遺構出土の土器（６）
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写真図版２８

NH－２９の石器（図�－４９）NH－２２・２４の石器（図�－４３・４５）

NH－２７の石器（１）（図�－４７・４８）

１２６ 遺構出土の石器（１）
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写真図版２９

NH－２７の石器（２）（図�－４８）

NP出土の石器（１）（図�－５０～５３）
１２７ 遺構出土の石器（２）
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80
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写真図版３０

NP出土の石器（２）（図�－５３・５４・５６・５８）
１２８ 遺構出土の石器（３）
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写真図版３１

NP出土の石器（３）（図�－５７～５９）

SF－４の石器（図�－５９） NS－１の石器（図�－６０）
１２９ 遺構出土の石器（４）



写真図版３２

�群 a類土器（図�－１－１）�群 a類土器（図�－１－３）

�群 a類土器（図�－１－２）

�群 a類土器（図�－１－４）

�群 a類土器（図�－１－６） �群 a類土器（図�－１－９）

１３０ 包含層C地区出土の土器（１）



写真図版３３

�群 a類土器

�群 a類土器（図�－１－７）

�群 a類土器（図�－３－２３）

�群 a類土器（図�－１－８）

�群 a類土器（図�－１－５） �群 a類土器（図�－３－２２）

１３１ 包含層C地区出土の土器（２）



写真図版３４

�群 a類土器（図�－３－２６）�群 a類土器（図�－３－２５）

�群 a類土器（図�－３－２４） �群 a類土器（図�－４－２９）

�群 a類土器（図�－４－３０） �群 a類土器（図�－４－２８）

１３２ 包含層C地区出土の土器（３）



写真図版３５

�群 a類土器（図�－３－２７）

�群 a類土器（図�－７－６１）

�群 a類土器（図�－３－２０）

�群 a類土器（図�－２－１７）

�群 a類土器（図�－３－２１）

１３３ 包含層C地区出土の土器（４）



写真図版３６

�群 a類土器（図�－２－１５）�群 a類土器（図�－２－１８）

�群 a類土器（図�－２－１４）

�群 a類土器（図�－２－１３）

�群 a類土器（図�－２－１９） �群 a類土器（図�－２－１１）

１３４ 包含層C地区出土の土器（５）



写真図版３７

�群 a類土器（図�－２－１６）�群 a類土器（図�－２－１２）

�群 a類土器（図�－４－３４） �群 a類土器（図�－４－３５）

�群 a類土器（図�－４－３３） �群 a類土器（図�－４－３２）

１３５ 包含層C地区出土の土器（６）



写真図版３８

�群 a類土器（図�－２－１０）�群 a類土器（図�－４－３１）

�群 a類土器（図�－４－３６） �群 a類土器（図�－５－３９）

�群 a類土器（図�－６－４９） �群 a類土器（図�－５－３７）

１３６ 包含層C地区出土の土器（７）



写真図版３９

�群 a類土器（図�－７－５１）

�群 a類土器（図�－５－４１）

�群 a類土器（図�－５－４０）

�群 a類土器（図�－５－３８） �群 a類土器（図�－６－４２）

１３７ 包含層C地区出土の土器（８）



写真図版４０

�群 a類土器（図�－６－４３）�群 a類土器（図�－６－４８）

�群 a類土器（図�－６－４６） �群 a類土器（図�－６－４７）

�群 a類土器（図�－６－４４） �群 a類土器（図�－６－５０）

１３８ 包含層C地区出土の土器（９）



写真図版４１

�群 a類土器（図�－６－４５） �群 a類土器（図�－７－５５） �群 a類土器（図�－７－５４）

�群 a類土器（図�－７－５８） �群 a類土器（図�－７－５７）

�群 a類土器（図�－７－５９） �群 a類土器（図�－７－５６）

１３９ 包含層C地区出土の土器（１０）



写真図版４２

�群 a類土器（図�－７－５２） �群 a類土器（図�－７－５３）

�群 a類土器（図�－７－６０）
�群 b類土器（図�－７－６３）

�群 b類土器（図�－７－６２） �群 b類土器（図�－７－６４）

１４０ 包含層C地区出土の土器（１１）



写真図版４３

�群 b類土器（図�－７－６６）�群 b類土器（図�－７－６５）

�群 b類土器（図�－７－６７） �群 a類土器（図�－１３－１５６）

�群 a類土器（図�－１５－１８７） �群 a類土器（図�－１６－２００）

１４１ 包含層C地区出土の土器（１２）
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写真図版４４

�群 a類土器（図�－１６－２０４）�群 a類土器（図�－１６－２０２）

�群 b類、�群 a類土器（図�－８）
１４２ 包含層C地区出土の土器（１３）
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写真図版４５

�群 a類土器（図�－８～１０）
１４３ 包含層C地区出土の土器（１４）
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写真図版４６

�群 a類、�群 a類土器（図�－１０・１１）
１４４ 包含層C地区出土の土器（１５）
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写真図版４７

�群 a類土器（図�－１１・１２）
１４５ 包含層C地区出土の土器（１６）
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写真図版４８

�群 a類土器（図�－１２・１３）
１４６ 包含層C地区出土の土器（１７）
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写真図版４９

�群 a類土器（図�－１３・１４）
１４７ 包含層C地区出土の土器（１８）
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写真図版５０

�群 a類土器（図�－１４～１６）
１４８ 包含層C地区出土の土器（１９）
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写真図版５１

�群 a類土器、土製品（図�－１６・１７）
１４９ 包含層C地区出土の土器（２０）
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１５４ 包含層 E地区出土の土器（５）
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１５６ 包含層 E地区出土の土器（７）
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�群 a類土器（図�－２６－３２１） �群 a類土器（図�－２６－３０８）

１５７ 包含層 E地区出土の土器（８）



275
276 277

278a

278b

281

282

279a 279b
284

283

280 286 285

写真図版６０
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�群 a類土器（図�－２５～２７）
１６０ 包含層 E地区出土の土器（１１）
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�群 a類土器（図�－２７・２８）
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�群 a類土器（図�－２８・２９）
１６２ 包含層 E地区出土の土器（１３）
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�群 a類土器・土製品（図�－２９・３０）
１６３ 包含層 E地区出土の土器（１４）・土製品
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写真図版６６

１６４ 包含層出土の石器（１）（図�－３１～３３）
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１６５ 包含層出土の石器（２）（図�－３３～３５）
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１６６ 包含層出土の石器（３）（図�－３５～３９）
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１６７ 包含層出土の石器（４）（図�－３９～４２）
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１６８ 包含層出土の石器（５）（図�－４２～４４）
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１６９ 包含層出土の石器（６）・石製品（図�－４５・４６）
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要 約

本遺跡は濁川カルデラから流れ出る濁川の河岸段丘上に立地する。海岸線からは約７００

m内陸に位置する。調査地点の標高は約３６～４５mである。遺跡は縄文時代前期前半・

中期前半・後期前葉の集落・墓域である。主体となる時代は縄文時代後期である。住居

跡８軒のうち、縄文時代前期後半と推定されるものは１軒、中期前半のものは２軒、後

期前葉のものは５軒である。土坑９４基のうち土壙墓もしくはその可能性のあるものは４２

基である。これらは縄文時代前期後半あるいは中期前半のもの４基、中期前半のもの１４

基、中期前半あるいは後期前葉のもの９基、後期前葉のもの１５基である。出土遺物は土

器１０２，３８４点、石器等１１，５０３点、合計１１３，８８７点である。土器で最も多く出土しているの

は縄文時代後期前葉のもの９１，２９７点、次いで中期前半のもの６，２３７点、前期後半のもの

４，４９１点となっている。
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