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例 言

1 ．本書は北海道開発局札幌開発建設部が行う一般国道337号新千歳空港関連工事に伴い、財団法人
北海道埋蔵文化財センターが平成13年度に実施した千歳市チフ．ニー1 ･チプニー2遣跡の埋蔵文
化財発掘調査報告書である。

2．調査は第2調査部第3調査課が担当した。

3．本書の執筆はⅥ章を除いて佐川俊一、笠原興、富永勝也、山中文雄が分担した。編集は笠原
興と山中文雄(V章）が行い、笠原興がこれを統括した。文責は各項の文末に記してある。

4．遺物の整理はチプニーl遺跡の土器を笠原興、石器等を山中文雄、鉄製品を冨永勝也、木製品
を佐川俊一が担当した。チプニー2遺跡は土器・石器等を山中文雄が担当した。

5．現地調査の写真撮影は笠原興、冨永勝也、山中文雄が撮影し、室内での遺物撮影は笠原興、
菊地慈人が担当した。

6．各種同定、分析などは下記に依頼した。

黒曜石の原材産地分析：有限会社遺物分析研究所

放射性炭素年代測定：株式会社地球科学研究所

土曠に残存する脂肪の分析：株式会社ズコーシャ総合科学研究所
動物遣存体：高橋理

植物珪酸体：パリノ ・サーヴェイ （株）

植物遺体の同定：札幌国際大学吉崎昌一、 椿坂恭代

花粉分析：北海道開拓記念館山田悟郎

鉄製品の保存処理： （株）ニツテツ・フアイン・プロダクツ釜石文化財保存処理センター

7．石器の石材鑑定は第1調査部第1調査課花岡正光の指導のもと山中文雄が行った。
8．樹種同定は、農林水産省森林総合研究所の平川泰彦氏の指導のもと、第2調査部第5調査課の菊

地育子が行った。

9．遺物・記録類は整理及び報告書作成後、北海道教育委員会が保管する。

10．調査に当たっては下記の諸機関、各氏からご指導、協力をいただいた（順不同、敬称略)。
北海道教育庁文化課、千歳市教育委員会、千歳市埋蔵文化財センター、恵庭市教育委員会、北海
道開拓記念館平川善祥・右代啓視・山田悟郎、渡辺重建工業株式会社、札幌開発建設部千歳道
路維持事業所、椿坂恭代
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記号等の説明

1 ．文および図表中では、次の略号を使用した。

P :土坑TP:Tピット F:焼土、灰集中 S :集石C:炭化物集中SP:柱穴様ピット
2．実測図の縮尺は、原則として次のとおりであり、すべてにスケールを付けている。
遺構 1 :40復原土器 1 :4 土器拓本 l :3 土製品 1 :3
剥片石器 l :2 磨製・礫石器 l :3 鉄製品 1 :3

3．遺構図中の方位は真北を、 レベルは標高（単位m) を示す。

4．遺構の規模については、次の要領で示した。尚、一部破壊されているために推定の困難なものな
どは、現存長を （ ）で示した。

確認面での「長軸の上端／下端×短軸の上端／下端×確認面からの最大深・最大厚」
5．土層の標記で基本土層はローマ数字、遺構の覆土についてはアラビア数字で表した。
6．土層の記述には下記の記号、略称を用いた場合がある。

榑前a降下軽石堆積物:Ta-a 白頭山一苫小牧火山灰:B-Tm
樽前c降下火砕堆積物:Ta-c 恵庭a降下軽石堆積物:En-a
恵庭a降下軽石堆積物起源のローム層:En-L

恵庭a降下軽石堆積物のうち未風化の軽石礫:En-P

7．土層の混在状態は、基本土層や上記の略号などを用いて主に下記のように表してある。
A+B:AとBがほぼ同量混じる。

A>B:AにBが少量混じる。

A>B:AにBが微量混じる。

8．土層説明には『新版標準土色帖1997年版』 と 『土壌調査ハンドブック改訂版』 日本ペトロジー学
会編を引用した。

堅密度しよう ：指が土層内にたやすく深くはいる。

軟 ：はっきりと深い指の跡が容易にできる。

堅 ：強く押しても指の跡がわずかしか残らない。
すこぶる堅 ：強く押しても指の跡が残らない。

’粘着性 なし ：土壌がほとんど指に付着しない。

弱 ：土壌が一方の指に付着するが、他方の指には付着しない。指を離した時
に土壌は延びない。

中 ：両指頭に付着する。指を離した時に土壌が多少のびる傾向を示す。
強 ：両指頭に強く付着する。指を離したときに土壌が糸状にのびる。

9．遺構図中の焼土、灰集中、炭化物、粘土塊については、その範囲を下記のスクリーントーンで示
1ナー

ー'~・鰯…焼土蝿…灰集中霞~~炭化物隠溺~粘土塊
10.石器・土製品・石製品等の大きさは「最大長×最大幅×最大厚」の順で記してある。

破損しているもの についてはその数値を （ ）で囲ってある。
石器は機能部に こだわらず長軸を長さ、短軸を幅、厚さは最大値を採用した〔
尚、遺物実測図中でたたき痕はV－V、すり痕は←崖で範囲を表した。



目 次

口絵

例言

記号等の説明

目次

挿図目次

表目次

図版目次

I 調査の概要

1 調査要項……．．………………･…………･…………．．…･…･……………………..…….…………．

2 調査体制…･…………･……･………．．……………･………･…． ｡………….………･…………….…

3 調査の経緯…･…………･…･…･…………･………………………….….………….………….……

4 調査結果の概要……･…………･…………………･……･…．．……….……….……….……………

Ⅱ遺跡の位置と環境

1 遺跡周辺の環境………………･……･……． ｡………………．．………………………….…･…….…

2 周辺の遺跡………………………･…･……･……･……．．……･………….…………….…･……….．

Ⅲ調査の方法

1 調査区の設定…･…………･…･……･……………………･………………….…･……….…………．

2 基本土層……………･………･……･……………………･…･･….………….…･….…….…･………

3 調査の方法．．……………･…．．…………………………･……….….………….……………………

4 整理の方法………………………………………･……･…．．………･…….…………………………

5 遺物の分類………･……………………･…･…･………………….………..………………….….…

（1） 土器…･…･…･…………･………･…………………･………….….…..…..….…..……･…….…．

（2） 石器･…………………･…………．．………………･………….………….………….….…………

（3） その他…………………･…･…．．……………………･………………………. .….….……………

Ⅳチプニーl遺跡の調査

1 調査の概要…………･…･…･…･…･………･…･……………･………..…………….……..….……．

2 Ⅲ層の調査…･………･…………･………………………･………………….…..….………………

（1） 遺構と出土遺物…………………･……･…………･………….….…………….．…･….…………

a，焼土…………………………………･…………．．………………….……………………..…

b.集石…………………………………………………･…･……….….….……………………．

（2） 包含層出土の遺物……………．．…･ ･ ･……･……………………….…….………………………．

a・土器………………･…･…………･ ･……･………………………….…………………………

b.石器等．…………･…．．…･…………･…．．………………………………….….….…･………

c，鉄製品…･･………………………………･……………･…….………………….……………

1

1

1

2

８

９

２

２

４

４

５

５

６

８

１

１

１

１

１

１

１

１

３

１

１

１

２

３

３

１

６

２

３

３

３

４

４

４

６

６



’
3 V層の調査…．．……･…･…･…･………………………………………．．…･…………………………69

（1） 遺構と出土遺物……………･…･……．．……………………………･…………･…･…………．．…69
a.土曠…･…………………･………………………………･……………“……･………．．………･ 69
b. Tピット………･………･………･ ･…………･…･…･……･………･………･……･………….…69
C.焼土………………….…………….….……………………….…………………. .……….….、 ヮ1

d.柱穴様ピット……………．．…………………………｡．…………･…………………………･…77
（2） 包含層出土の遺物…･…………………･……･………･…･…･…………･…………,．……………79
a.土器…･………･………………………･……………………．．…………．．…………･…･………79
b.石器等………･……………･…………………………………………………･……….………･ ･ 85

4 河道跡の調査…………………“…………．．……………………………………･………．．………・・ 99
(1) 遺構と出土遺物･…･……･……………･…………………………………･……………･…………99
a・土曠･………………･…･……･………………………………………･…………………………・ 99
b.焼土・炭化物集中…･…･……”………………･･……･…………･…………….….．…･………100

（2） 河道跡出土の遺物…………………………………………･･ ･……．．……………………………･ 105
a.土器･…………･…………･……･…･……･……･……………･…………･………･…………．．…105
b.石器等………･…･…………………………………………･……･……･……………………･…105
C.流木等．…………･･………………………･……･………･………･…･………．．…･……･…･…･･ 111
d.木製遺物の樹種同定……･……･……………･……………･…･……･･………．.………………114

チプニー2遺跡の調査

1 調査の概要･･…………･…･…･……･………･ ･ ･ .………･…….…………………･…………………・・ 119
2 遺構……．．……………………･…………．．…．．…………………………･……･…･………･……･…123

（1） 焼土…………･………･………．．……………･………．．…………………･…………･………･…・・ 123
3 包含層出土の遺物……･…･………･…………･……･…･………………･……･………･…．．……･…125

（1） 土器･………………･….……･………･……………………･…･…………………･……………･…125
（2） 石器等…･…･…………………………………………………………･…･………･……･…………134
自然科学的手法による分析結果

l チプニー1 ． 2遺跡出土の黒曜石製石器・剥片の原材産地分析………･･……･……･…･……･ 139
2 チプニーl遺跡放射性炭素年代測定結果･………･……．．…･………･………………･…･……･ 153
3 チプニーl遺跡から出土した土曠に残存する脂肪の分析･･……･……………………･…．．……159
4 千歳市チプニーl遺跡・チプニー2遺跡出土動物遣存体……･…………．．…･………………・ ・ 171
5 チプニー1遺跡の植物珪酸体分析………………………………･…･…･…．．……………………･ 175
6 北海道チプニー1遺跡から出土した炭化植物種子…･…………………･･………………………179
7 チプニー1遺跡の土曠内堆積物の花粉分析結果について………･……………･…………･……187

’

１
１

~

V

Ⅵ

Ⅶ まとめ

l まと

2 チプ

3 チフ。

一覧表……

引用・参考

写真図版

報告書抄録

め…･…．．……………･…･……･………….…….….…….…….….….….…….….……….…．

二－1遣跡出土の擦文土器について……..……….….…………………………………….．

ニー1 ． 2遺跡の黒曜石について…･………..……….……….…………..……………｡ .…

■●●●■ ■ ｡ ■ ■ p ､●①●e ● p●●■ ■ ｡ ■ ● ●● ｡e●● ■ ■ 凸●● ■ ●■ ■ ● ､●■●e巳●O ● ■●G申 ■ ■ ● ■ ■●岳●寺■ ■ 由 ■ ■ ｡ ● ■ ● ●｡●●●｡ ■ ●■ ■ ｡ ●●■ ■ ､ ､口争●■■ ■ ■ 由｡ ■●●■ ■ ｡●●■ ■ ■ ● C ■ ■ ● ●

文献．．………．．…･…･……･…･………….…….…………………….….…………………….．

191

196

200

204

223

~



図目次
３

４

５

７

８

０

２

３

４

５

８

０

１

２

３

４

７

８

９

０

１

２

３

４

５

６

７

８

１

２

３

４

６

７

８

９

０

６

６

６

６

６

７

７

７

７

７

７

８

８

８

８

８

８

８

８

９

９

９

９

９

９

９

９

９

０

０

０

０

０

０

０

０

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

■

■

■

。

①

■

■
■
守
り
町
■
●
Ｇ
■
■
●
凸
■
■
。
●
◆
◆
固
■
■
●
●
●
●
■
Ｂ
Ｇ
■
伊
●

■

●

ｐ

○

早

口

■
●
●
●
◆
？
●
●
■
■
●
甲
■
◆
●
■
■
■
Ｐ
■
巳
①
●
●
■
■
■
Ｇ
●
●
？

■

●

凸

■

■

■

●
Ｇ
■
①
●
●
■
◆
◆
■
●
Ｂ
Ｇ
●
●
■
Ｂ
●
●
早
早
●
①
●
●
■
●
Ｇ
●
①
寺

●

◆

Ｂ

■

●

●

●
■
●
■
●
七
Ｇ
い
ら
●
■
Ｇ
凸
ｂ
●
■
Ｇ
●
●
●
申
●
■
ｇ
■
●
早
凸
ｂ
■
●

◆

早

■

早

由

早

早
■
。
●
？
■
口
●
①
◆
●
■
●
■
早
●
■
七
◆
Ｂ
●
Ｇ
ｇ
Ｇ
●
①
●
■
■
●
■

凸

■

■

■

①

●

●
■
Ｂ
■
●
■
■
■
◆
■
■
？
■
■
Ｇ
①
申
由
■
■
●
■
■
●
●
●
Ｂ
甲
固
●
■

■

●

①

●

■

①

■
●
Ｂ
●
■
■
。
◆
■
■
◆
■
ゆ
り
●
■
ゆ
り
■
■
■
巳
●
●
◆
■
■
●
Ｇ
口
や

ｂ

ｅ

●

●

。

■

■
凸
■
？
●
■
●
や
■
巳
の
ｂ
●
今
●
。
●
Ｇ
ａ
ｅ
？
●
●
●
●
■
甲
。
●
■
。

■

●

●

■

●

９

Ｆ
■
■
口
。
●
Ｇ
●
●
①
。
■
①
●
■
■
■
ｇ
■
●
①
や
り
●
■
●
Ｇ
●
●
■
●

④

①

■

■

巳

Ｇ

■

●

■

Ｇ

心

も

●

●

■

■

■

④

●
■
。
■
品
■
合
■
今
。
■
伊
凸
凸
町
Ｇ
●
●
●
●
●
●

●

。

■

■

Ｇ

●

■

■

■

Ｇ

●

①

●
ｄ
ｂ
■
令
Ｇ
●
Ｆ
●
や
、
。
■
■
Ｇ
●
◆
■
■
■
Ｂ
Ｇ

●

■

ｇ

Ｇ

●

●

Ｇ

●

●

凸

●

■

甲
■
④
。
■
。
■
。
Ｇ
■
◆
●
■
■
Ｇ
■
や
早
口
町
■
■

●

寺

●

ｐ

ｐ

Ｄ

、

１

１

ノ

、

Ｉ

Ｉ

Ｊ

ノ

、

ｌ

１

ｊ

Ｆ

●

ｇ

■

■

与

ら

●

●

心

●

①

■

Ｇ

■

．

・

・

．

・

・

・

・

・

・

、

・

・

》

１

１

岬

》

唖

一

睡

岬

ｕ

⑫

⑬

》

一

一

一

物

７

一

一

一

一

一

一

◆
Ｆ
■
Ｇ
申
■
●
●
①
■
●
①
。
■

も

■

白

●

ｇ

①

●
口
。
●
●
●
■
。
。
■
●
●
■
■

２

一

一

一

一

一

岬

》

岬

叩

》

》

図

睡

Ｉ

１

．

．

．

・

図

図

図

唖

》

遺

図

中

軸

》

麺

》

■
巳
●
①
●
●
■
Ｄ
も
●
■

●
●
■
●
■
●
■
Ｇ
■
■
◆

．

１

２

無

恥

酢

岬

・

・

》

》

》

》

皿

況

図

図

》

》

一

一

図

図

布

布

布

、

帥

》

韮

と

況

集

》

図

》

ｊ図

》

》

一

睡

》

２

．

状

図

布

布

況

況

分

分

分

く

く

《

》

訓

錐

鋤

一

祁

山

四

姉

唖

ｆ

Ｉ

１

恥

■

■

■

●

Ｕ

●

①

■

①

ｇ

布

岬

》

》

｜

岬

弱

》

図

図

土

況

分

分

、

鋤

訓

図

状

状

土

土

土

器

器

分

図

品

Ｐ

《

一

》

置

置

出

状

土

土

ｉ

ｉ

ｉ

況

合

合

出

出

出

石

石

図

》

Ｃ

咄

Ｌ

一

鎧

壗

鋳

雌

礁

土

器

図

布

製

図

、

銘

軸

位

位

８

土

出

出

器

器

器

状

接

接

等

等

等

の

の

況

、

１

出

石

況

分

鉄

置

物

２

、

卜

中

・

出

器

器

土

土

土

合

器

器

器

器

器

土

土

状

物

物

．

’

出

の

の

等

の

等

の

状

土

の

位

遺

・

釦

心

ヅ

集

６

９

土

土

の

の

の

接

土

土

石

石

石

出

出

土

遺

遺

７

Ｃ

図

器

士

土

器

土

器

土

士

出

土

構

と

１

－

一

ピ

物

中

中

層

層

士

土

土

器

類

類

層

層

層

層

層

出

と

と

中

、

況

土

出

出

石

出

石

出

出

品

出

造

１

｜

調

鍋

様

遺

集

集

Ⅵ

Ⅵ

出

出

出

土

Ｃ

ｂ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

塊

３

兜

集

記

状

跡

跡

跡

跡

跡

層

層

礫

製

層

層

一

Ｐ

’

｜

穴

居

物

物

．

・

層

層

層

群

群

群

．

．

．

・

・

土

一

物

一

合

道

道

道

道

道

Ⅲ

Ⅲ

小

鉄

Ⅲ

Ｖ

Ｐ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

柱

Ｖ

遺

遺

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ⅳ

Ⅳ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

粘

Ｐ

Ｆ

遺

Ｆ

接

河

河

河

河

河

６

７

８

９

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

２

２

２

２

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

５

５

５

５

５

５

５

５

５

５

６

６

６

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

I章

図1－1 遺跡の位置………………･…･･…･…･…・

図1－2 「漁(いざり)」の一部……･･…･…･…･ ･…

図1－3 遺跡周辺の地形と調査区 ・………･”･…．

Ⅱ章

図Ⅱ－1 周辺の遺跡 ・……･ ･……･･……………･…

Ⅲ章

図Ⅲ－1 基本土層模式図……･ ･ ･……･･…………・

図Ⅲ－2 調査区の設定……･ ･ ･………”……･……

図Ⅲ－3 チプニーl遺跡の地形(1) ……………

図Ⅲ－4 チプニー1遺跡の地形（2） ．．…………・

図Ⅲ－5 チプニーl遺跡の地形（3） …･……･ ･ ･“

Ⅳ章

図Ⅳ 1 土居断面図（1） ． ･ ･･……･………･………

図Ⅳ－2 土層断面図（2） “…“”…………………

図Ⅳ－3 土層断面図（3） ……･…． .…･…． ．…･…・ ・

図Ⅳ 4 土層断面図（4） ・・…･……･……･…･……

図Ⅳ－5 河道跡の地形 ・“･……“…･････ ･･…． ．……

図Ⅳ 6 河道跡土層断面図 ・…･…“……….…･…

図Ⅳ－7 Ⅲ層遺構位置図 ・……･…………………・

図Ⅳ－8 F-1～8 ･…･……' ･……･…………･…

図Ⅳ－9 F-9～16 ･･ ･ ･ ･………･ ･ ･．……･ ･…･……

図Ⅳ－10 F-17～24…･………．．…． ．………･……

図Ⅳ－11 F-25～28, S－1 ……………･…･…・

図Ⅳ－12 Ⅲ層遺物集中位置図 ．．……………….”・

図Ⅳ－13遺物集中l～5出土状況図 ・………･…・

図Ⅳ－14 Ⅲ層土器出土分布図(1) ………･……“

図Ⅳ－15 Ⅲ層土器出土分布図(2) …･…･………‘

図Ⅳ－16 m層出土の土器(1) ･ ･………･”…･…･“

図Ⅳ－17 m層出土の土器(2) ………･…･ ･ ･ ･……

図Ⅳ－18 m層出土の土器(3) "……． ．…………・

図Ⅳ－19 Ⅲ層出土の土器(4) …･…． ．…………・ ・

図Ⅳ－20 m層出土の土器（5） …･･…･…････…･…

図Ⅳ－21 Ⅲ層出土の土器（6） 。…･…･………･…・

図Ⅳ－22 Ⅲ層出土の土器（7） ． ．……･…･………・

図Ⅳ－23 Ⅲ層出土の土器・土製品（8） .……･･ ･ ・

図Ⅳ－24 Ⅶ群土器接合状況図…“…“…･…･…･ ‘

図Ⅳ－25 m層石器等出土分布図(1) …･…･･ ･…‘

３

1

５

10

３

９

１

１

20

１

２

２

２

25

26

27

28

29

30

32

38

39

40

41

44

45

46

47

49

50

51

52

53

54

55

56

57

62



２

３

６

０

０

１

１

２

４

４

６

７

９

０

１

２

５

６

７

８

８

４

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

３

３

３

３

３

３

３

３

４

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

。

●

。

１

●

巳

早

①

町

●

凸

●

■

①

甲

①

■

◆

凸

合

●

■

Ｂ

ｅ

Ｃ

Ｂ

●

●

。

①

●

●

七

Ｇ

句

●

。

○

む

ら

や

凸

早

口

■

■

。

■

。

Ｇ

■

■

■

■

町

●

固

自

●

①

●

◆

■

●

”

和

》

一

一

一

一

一

》

一

一

一

一

一

一

一

一

》

一

一

一

ｂ

●

●

●

。

■

●

■

■

●

Ｇ

や

■

●

■

■

◆

■

図

岬

》

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

況

》

咄

恥

》

咄

》

岬

》

唖

》

岬

》

》

岬

恥

》

呼

癖

恥

岬

状

》

》

》

》

恥

》

》

唖

》

》

》

》

》

小

》

》

》

》

軸

士

酔

図

》

》

』

》

唖

岬

》

唖

》

》

》

恥

睡

一

出

蝿

況

唖

砿

》

》

》

咄

》

皿

叩

叩

”

唖

図

》

》

》

状

》

》

咄

》

》

》

一

一

ｊ

ｊ

１

１

ｊ

布

布

⑤

土

》

皿

一

一

一

一

一

恥

ｕ

⑫

⑬

“

幅

図

分

ｊ

ｊ

器

地

分

木

出

．

．

．

・

器

器

器

器

器

布

土

ｕ

⑫

石

産

土

流

⑤

ｐ

幻

鋤

梱

》

》

》

図

土

土

土

土

土

分

出

器

器

の

原

出

の

、

〃

！

．

〃

‐

、

く

布

の

の

の

の

の

土

器

石

石

土

石

木

土

③

形

形

形

図

図

図

３

分

土

土

土

土

土

出

石

の

の

出

曜

流

出

一

地

地

地

式

面

置

一

土

出

出

出

出

出

器

層

土

土

層

黒

跡

跡

①

の

の

の

模

断

位

１

出

層

層

層

層

居

石

Ⅵ

出

出

Ⅵ

道

道

木

跡

跡

跡

層

層

構

一

器

含

含

含

含

含

層

・

層

層

．

１

河

河

流

些

垣

遺

竺

遅

土

土

遺

Ｆ

土

包

包

包

包

包

Ⅲ

Ｖ

Ⅲ

Ⅲ

Ｖ

図

３

４

５

１

２

３

４

５

６

７

８

９

ｍ

ｕ

吃

Ｂ

皿

賜

略

Ⅳ

肥

６

６

６

１

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

章

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

章

Ⅵ

図

図

図

Ｖ

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

Ⅵ

図

図VI-2 １

２

３

４

１

図

図

図

図

図

分析結果(1) …･…･ ･…･･…･…･ ･ ･ 155

分析結果（2） ． ｡“･……･…………156

分析結果（3） ．…･…･…･…･……･ 157

分析結果（4） ……･……"………158

P-1 ･ 2脂肪酸分析試料採

取地点 . ．……･･･…･…･ ･ ･“･ ･･･……166

試料中に残存する脂肪の脂肪

酸組成……･……………”………167

試料中に残存する脂肪のステ

ロール組成……･ ･ ･ ･･…･…………168

試料中に残存する脂肪の脂肪

酸組成樹状構造図…………. .…･ 169

試料中に残存する脂肪の脂肪

酸組成による種特異性相関 ・…･･ 170

試料採取地点の土層断面およ

び試料採取層位…．．………･……175

植物珪酸体群集の層位分布……177

図VI-3

図2

’
図3

図4

~
図5

図Ⅵ 5 図1

図2

Ⅶ章

図Ⅶ－1 チプニーl遺跡焼土出土の動植物

遺存体(Ⅲ層） …･………………･………・ 195

チプニーl遺跡Ⅶ群復元土器の分布…198

チプニーl遺跡Ⅶ群復元土器の接

合関係.…. .….……･…“･……･…． .………・ 199

チプニー1 ･ 2黒曜石分類別点数……202

図Ⅶ－2

図Ⅶ－3

図Ⅶ－4

表目次
１

２

１

１

２

３

~
~
~
~
~
~

１

１

Ⅱ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

表

表

表

表

表

表

遺構数一覧 ・………………･…･…． ．…･… 6

遺物点数一覧……………………“…･… 7

周辺の遺跡一覧 ・………･……………･… ll

S-1礫一･覧…“……………･…………41

Ⅶ群土器属性表 ・……………･ ･ 58･59･60

小礫-一覧………………．．……………･…65

鉄製品一覧 ・“…………･……･…･ ･ ･……・ 66

木製遺物の樹種同定結果“…･ ･･…･……115

表1－3 各黒曜石の原産地における原石群の

元素比の平均値と標準偏差値…．．……･ 147

表1－4 各黒曜石の原産地における原石群の

元素比の平均値と標準偏差値 ・………･･ 148

表1－5 各黒曜石の原産地における黒曜石製

遺物群の元素比の平均値と標準偏差値 149

表1－6 各黒曜石の原産地における黒曜石製

遺物群の元素比の平均値と標準偏差値 150

表2 チプニー1 ･ 2遺跡出土黒曜石製石器、

剥片の元素比分析結果…･…･･……･…．．……151

表3 チプニー1 ･ 2遺跡出土の黒曜石石器、

石片の原産地推定結果…･ ･･ ･ ･…･……………152

表Ⅵ－2 表1 放射性炭素年代測定分析試料

４

５

１

１

~
~
~
~

Ⅳ

Ⅳ

Ⅵ

１

表

表

表

表 各黒曜石の原産地における原石群の

元素比の平均値と標準偏差値…. . ．

各黒曜石の原産地における原石群の

元素比の平均値と標準偏差値……

145

表1－2

146



表Ⅵ－7

表l チプニーl遺跡の土曠から検出された

花粉と胞子…“……………‘

表Ⅶ－1 チプニーl遺跡フローテーション

資料一覧 ・………･……“………･…

表Ⅶ 2 黒曜石の分類と産地の関係“……

表Ⅶ－3 遺跡別黒曜石原材産地分析結果 ・ ・

表Ⅶ－4 チプニー1 ． 2遺跡黒曜石産地同

定の分析資料一覧……･…･…"…‘

……. . ･ ･ ･ ･…･…･…･…･･………･ ･ ･…・ 154

土壌試料の残存脂肪抽出量…･･ ･ 163

試料中に分布するステロール

の割合…･…． .…“…･ ･…･……･…163

チプニー1 ･ 2遺跡出土動物遺存

体“……･……･“･ ･ ･……… 173･174

植物珪酸体分析結果……………176

チプニー1遺跡出土のヒエ計測

一覧 ・…･……･ ･ ･……･ ･ ･…“･ ･……182

チプニーl遺跡炭化種子出土表 183

寛

１

２

－

表

表

表Ⅵ－3
189

４

１

１

９

０

０

１

２

２

表Ⅵ－4 表1

１

１

表

表

５

６

~

Ⅵ

Ⅵ

表

表
…203

表2

目次別表
215

216

216

217

217

217

チプニーl石材一覧(磨製・礫石器） ・…・

チプニー1石器残存状態一覧 ・…･･ ･･ . .…・

チプニーl被熱黒曜石製石器集計表 ．…．

チプニー2焼土一覧 ．．….……….………．

チプニー2出土遺物点数 ．……‘…“.…“．

チプニー2土器集計表 ．…….………“…‘

チプニー2包含層出土掲載拓本土器

一覧………………………･……･….….…

チプニー2Ⅲ層掲載石器一覧……….…

チプニー2V･Ⅵ層掲載石器一覧 ・……

チプニー2石器集計表 ・ ・….…. . . .….…. 、

チプニー2石材一覧（剥片石器．フレ

イク） ．．…･…. ．…………･ ･ ･･……･….…. 、

チプニー2石材一覧（磨製．礫石器） ‘

チプニー2石器残存状態一覧…. . .…“”

チプニー2被熱黒曜石製石器集計表…

別表14

別表15

別表16

別表17

別表18

別表19

別表20

別表l チプニーl遺構規模一覧…….．…･………204

別表2 チプニーl土器・石器出土総計 ・………”205

別表3 チフ°二一l遺構出土土器・石器一覧……205

別表4 チプニーl包含層出土土器・石器一覧…205

別表5 チプニーl遺構・包含層出土掲載復原

土器一覧……･…･･ ･“………･･…･…･…･…・ 206

別表6 チフ.二－1遺構出土掲載拓本土器一覧 ･･ ･ 210

別表7 チプニーl包含層出土掲載拓本土器一

覧 ． .………･…･…･………･……･･･ ･…･……･ 210

別表8 チフ･ニーl遺構掲載石器一覧 ・…”………211

別表9 チプニーlⅢ層掲載石器一覧……･……･ ･ 211

別表10チプニー1V･Ⅵ層掲載石器一覧………212

別表l1 チプニーl河道跡掲載石器一覧…………212

別表12 チプニー1石器集計表…･…･…………･…213

別表13 チプニーl石材一覧（剥片石器・フレイク・

石製品） ”“…“……．．…･…………･･ ･……･･ ･ 214

218

219

219

220

別表21

別表22

別表23

別表24

221

222

222

222

別表25

別表26

別表27

目次図版
E32北西壁セクション

(南東から）

E40北西壁セクシヨン

(南東から）

S32南東壁セクション

(北西から）

S40南東壁セクション

(北東から）

図版5 1Ⅲ層上面全景（南から）

Ⅲ層調査風景（南から）

V層上面全景（南から）

V層調査風景（南から）

河道跡斜面調査風景（東から）

河道跡Ta-a除去風景（西から）

河道跡調査風景（南から）

遺跡完掘（南から）

図版1 1

2

図版2 1

2

図版3 1

２

３

２

図版6 1
図版4 1

２

I



2 河道跡Kラインセクション

（東から）

3 河道跡Pラインセクション

（南東から）

図版7 1 P-1セクション （南東から）

2 P-1完掘（南から）

3 P-1遺物出土状況

4 P-2セクション

図版8 1 P-2セクション2回目 （東から）

2 P-2完掘（東から）

3 P-3セクション （北西から）

4 P-3木製品出土状況（北から）

5 P-3木製品部分セクション ~

（南西から）

6 P-3完掘（南から）

図版9 1 TP-lセクション （北東から）

2 TP-1完掘（北東から）

3 TP-2セクション （南から）

4 TP-2完掘（南から）

図版10 1 F-1検出（東から）

2 F-1セクション （東から）

3 F-2検出（南から）

4 F-2セクション （南東から）

5 F-3検出（南から）

6 F-3セクション （南東から）

図版11 1 F-4 ･ 5検出（北東から）

2 F-4検出（南東から）

3 F-4セクション （南東から）

4 F-5検出（南東から）

5 F-5セクション （南東から）

6 F-6検出（北から）

図版12 1 F-6セクション （南東から）

2 F-7検出（北東から）

3 F-7セクション （北東から）

4 F-8検出（南から）

4 F-11検出（西から）

5 F-11セクション （南東から）

6 F-12検出（北から）

図版14 1 F-12セクション （南から）

2 F-13検出（南から）

3 F-13セクション （南から）

4 F-14検出（南から）

5 F-14セクション （南から）

6 F-15検出（東から）

図版15 1 F-15セクシヨン （東から）

2 F-16検出（東から）

3 F-16セクション （東から）

4 F-17検出（東から）

5 F-17セクション （東から）

6 F-18検出（西から）

図版16 1 F-18セクション （東から）

2 F-19検出（南東から）

3 F-19セクション （東から）

4 F-20検出（南から）

5 F-20セクション （東から）

6 F-21検出（南から）

図版17 1 F-21セクション （東から）

2 F-22検出（東から）

3 F-22セクション （東から）

4 F-23検出（東から）

5 F-23セクション （南東から）

6 F-24検出（南東から）

図版18 1 F 24セクション （南東から）

2 F-25セクション （東から）

3 F-26検出（南東から）

4 F-26セクション （南東から）

5 F-27検出（南東から）

6 F-27セクション （南東から）

図版19 1 F 28検出（東から）

2 F-28セクション （東から）

3 F-29検出（北から）

4 F-29セクション （南から）

5 F-30検出（東から）

6 F-30セクション （東から）

図版20 1 F-31検出（南から）

’

５

６

１

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

－8セクション （南東から）

－9検出（西から）

－9セクション （西から）

-10検出（南東から）

-10セクション （西から）

図版13

2

３

’



4 遺物集中7 （東から）

5 遺物集中7 （南東から）

6 遺物集中8 （南東から）

図版27 1 遺物集中9 （北から）

2 遺物集中10 （南から）

3 擦文式土器出土状況（東から）

4 指頭圧痕のある焼成粘土塊

（北東から）

5 粘土塊出土状況セクション

（北から）

図版28 1 河道跡調査風景（西から）

2 河道跡南北セクション （南東から）

3 河道跡東西セクション （南西から）

図版29 1 F47流木①出土状況（北西から）

2 F47流木②出土状況（南から）

3 F47流木③出土状況（北西から）

4 G47流木④出土状況（北から）

5 P47･48流木⑤出土状況（南から）

2 F-31セクション （南から）

3 F-32検出（北西から）

4 F-32セクション （南から）

5 F-33セクション （北東から）

6 F-34セクション （南から）

図版21 1 F-35セクション （南から）

2 F-36セクション （東から）

3 F-37セクション （東から）

4 F-38セクション （東から）

5 F-39セクション （南から）

6 F-40検出（南東から）

図版22 1 F-40セクション （北から）

2 F-41セクション （南から）

3 C-1検出（北から）

4 C-1セクション （北東から）

5 S-1検出1回目 （西から）

6 S-1検出2回目 （東から）

図版23 1 SP-1 (南東から）

2 SP-2 (南東から）

3 SP-3 (南東から）

4 SP-4 (南東から）

5 SP－5 (南西から）

6 SP－7 (南東から）

7 SP-9 (南東から）

8 SP-10 (南東から）

図版24 1 SP-11 (南東から）

2 SP-13 (南東から）

3 SP-16 (南東から）

4 SP-23 (南から）

5 SP－27 (南東から）

6 SP-29 (南東から）

7 SP-30 (南東から）

8 SP－31 (南東から）

図版25 1 B Tm検出（東から）

2 遺物集中1 (南から）

3 遺物集中2 （南東から）

4 遺物集中3 （東から）

図版26 1 遺物集中4 (南から）

2 遺物集中5 （東から）

3 遺物集中6 （西から）

１
－
１

図版30 1 鉄鍋（北から）

2 鉄鍋（東から）

3 刀子片（西から）

4 刀子片（北から）

5 刀子（東から）

図版31 1 P-1出土の遺物

2 P 3出土の遺物

3 F-35出土の遺物

4 C-1出土の遺物

5 F-32出土の遺物

図版32 Ⅲ層出土のⅦ群土器(1)

1 (図Ⅳ－16－1)

2 （図Ⅳ－16-3)

3 （図Ⅳ 16-2)

4 （図Ⅳ－16-2) 底部木葉痕

図版33 Ⅲ層出土のⅦ群土器（2）

1 （図Ⅳ－16-4)

2 （図Ⅳ－16-5)

3 （図Ⅳ 16－6）

4 （図Ⅳ－17－8）

図版34 Ⅲ層出土のⅦ群土器（3）

1 （図Ⅳ－17-9)



2 （図Ⅳ－17-10)

3 （図Ⅳ－17-11)

4 （図Ⅳ－17-11) 260底部木葉痕

図版35 Ⅲ層出土のⅦ群土器（4）

I (図Ⅳ－17-12)

2 （図Ⅳ－17-14)

3 （図Ⅳ－17-13)

4 （図Ⅳ－17-13) 底部木葉痕

図版36 Ⅲ層出土のⅦ群土器（5）

1 (図Ⅳ-17-15)

2 （図Ⅳ－17-16)

3 （図Ⅳ－16-7)

図版37 1 Ⅲ層出土のⅦ群土器(6)

（図Ⅳ－18)

図版38 1 m層出土のⅦ群土器(7)

（図Ⅳ-19)

図版39 1 Ⅲ層出土のⅦ群土器（8）

（図Ⅳ-20）

図版40 Ⅲ層出土のⅦ群土器（9）

1 (図Ⅳ-21-54)

2 （図Ⅳ-21-55)

3 （図Ⅳ-21-56)

4 （図Ⅳ21-57)

5 （図Ⅳ-21-58)

2 （図Ⅳ-22-82）

3 m層出土のV群土器(1)

（図Ⅳ－22．23）

図版44 1 Ⅲ層出土のV群土器(2)

（図Ⅳ－22．23）

2 指頭圧痕のある焼成粘土塊

（図Ⅳ-23）

図版45 1 V層出土のV群土器（図Ⅳ-42)

2 V層出土のⅣ群b類土器(1)

（図Ⅳ－42-109)

図版46 1 V層出土のⅣ群b類土器(2)

（図Ⅳ43）

2 （図Ⅳ-43-122)

図版47 1 V層出土のⅣ群b類土器(3)

（図Ⅳ-43）

2 V層出土のⅢ群b類土器

（図Ⅳ-44）

3 V層出土のI群土器（図Ⅳ-44)

4 V層出土の土製円盤（図Ⅳ44)

図版48 1 （図Ⅳ-59-138)

2 河道跡出土のⅣ群c類土器(1)

（図Ⅳ-59）

図版49 1 河道跡出土のⅣ群c類土器(2)

（図Ⅳ-59）

2 河道跡出土のⅣ群b類土器

（図Ⅳ 60）

3 河道跡出土のⅢ群b類土器

（図Ⅳ-60)

4 河道跡出土の土製円盤

（図Ⅳ-60)

図版50 1 石錐（Ⅲ層）

2 石錐・スクレイパー （Ⅲ層）

3 礫石器（Ⅲ層）

図版51 1 異形石器（Ⅲ層）

2 石錐(VE)

3 石槍・つまみ付きナイフ・スクレ

イパー(VE)

図版52 1 石斧(VE)

2 黒色物質の付着した石斧(V層）

3 たたき石・すり石(V層）

’

6 （図Ⅳ-21-59)

7 （図Ⅳ 21-60)

8 （図Ⅳ-21-61)

図版41 Ⅲ層出土のⅦ群土器(10)

1 (図Ⅳ-21-62)

2 （図Ⅳ-21-63)

3 （図Ⅳ-21-64)

4 （図Ⅳ-21 65)

5 （図Ⅳ-21-66)

6 （図Ⅳ-21-67)

7 （図Ⅳ-21-68)

8 （図Ⅳ-21-70)

図版42 Ⅲ層出土のⅦ群土器(11)

1 (図Ⅳ 21-69)

2 （図Ⅳ-21)

図版43 1 Ⅲ層出土のⅥ群土器（図Ⅳ-22)



142束壁セクション(北西から）

137束壁セクション(北西から）

東壁セクション （西から）

G40Ⅲ層遺物出土状況（南東から）

F－lセクション （西から）

F－2セクション （南西から）

F－3セクション （南東から）

包含層出土土器(1)

包含層出土土器（2）

包含層出土土器（3）

石雛

スクレイパー・石斧

矢柄研磨器

矢柄研磨器

石雛・石錐

すり石

スクレイパー

動物遺存体(S=1 : 1)

黒曜石原材産地同定試料

ワ

］

ｑ

Ｊ

１

１

ワ

］

Ｑ

叩

０６
反片図

石製品(V層）

石雛（河道跡）

石槍・スクレイパー（河道跡）

礫石器（河道跡）

石製品（河道跡）

P－3出土の木製品

河道跡出土の木製品

刀子（Ⅲ層）

刀子のX線写真

刀子片

刀子片のX線写真

刀子片

刀子片のX線写真

鉄鍋

鉄鍋のX線写真

Ⅲ層上面全景（南から）

Ⅲ層調査風景(G37区)(東から）

V層上面全景（南から）

V層調査風景（南から）

最終面全景（南から）

図版53 1

2

3

4

5

図版54 1

2

図版55 1

2

3

4

5

6

図版56 1

2

図版57 1

2

図版58 1

2

図版59 1

4

５

１

１

１

１

図版61

図版62

図版63

図版64

２

３

4

図版65 1

2

3

4

図版66 1





I 調査の概要

1 調査要項

事業名：一般国道337号新千歳空港関連工事用地内埋蔵文化財発掘調査
委託者：国土交通省北海道開発局札幌開発建設部

受託者：財団法人北海道埋蔵文化財センター
一

所在地

千歳市中央1018-5

千歳市中央1026-13

遺跡名

プニー1遺跡

プニー2遺跡

｜

4,36011f

L－4型L
｜

’9月3日～10月31日~~－278 ~

~

2 調査体制

理 事 長

専務理事

常務理事

第2調査部長

第3調査課長

主 任

文化財保護主事

文化財保護主事

文化財保護主事

満

勝

尚俊（平成13年7月17日死去）

忠春

俊一（発掘担当者）

興（発掘担当者）

明義

勝也

文雄（発掘担当者）

大澤

宮崎

木村

大沼

佐川

笠原

阿部

冨永

山中

3 調査の経緯

札幌開発建設部が実施あるいは計画している道央圏連絡道路(一般国道337号）は千歳市を起点とし、
長沼町、南幌町、江別市、当別町、札幌市、石狩市を結び、小樽市に至る延長80kmの地域高規格道
路である。この道路は沿線自治体相互の連携強化と新たな地域ネットワークを構築するとともに、現
在ある高速道路と新千歳空港、石狩湾新港の広域交通拠点、物流拠点相互を結ぶものである。なお現
在、供用されているのは起点側（千歳市）の1.6Kmと一般国道275号線（当別町）から終点（小樽市）
までの23.8kmである。 （道央圏連絡道路事業概要2001から）

この事業に関連する発掘調査は、 これまでに当センターが平成9年と翌10年におこなった千歳市柏
台l遺跡がある。この調査では恵庭a降下軽石層(En-a)の下位から旧石器時代のブロック15カ
所と遺物約32,000点が出土した（北埋調報138)。

今回、発掘調査を実施したチプニー1 ･ 2遺跡は柏台1遺跡の北北東約6Kmにあるチプニー川両
岸に位置している。

まず左岸にあるチプニー1遺跡の範囲確認調査が北海道教育委員会により平成12年6月20日～22日
にかけて実施された。調査範囲は道路予定地のうちチプニー川から千歳市街地に向かって幅約60m、
長さ約400mである。この結果、チプニー川から約80mのところまで遺物が出土した。このため面積
約4,800㎡について発掘調査が必要との判断がなされた。
一方、チプニー川右岸については、平成12年度の段階で道路予定地が未買収であったが、翌13年度
に入りチプニー川から長さ約90mまでの部分の買収が終了した。このため平成13年5月30日～31日に
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かけ北海道教育委員会による範囲確認調査が実施された。この結果、川から約50m離れた標高約20m
の段丘上約2,500㎡について発掘調査が必要との判断がなされた｡遺跡名はチプニー2遺跡と命名され
た。

これを受け、平成13年6月札l幌開発建設部は北海道教育委員会に対して、チフ．二－2遺跡の発掘調
査範囲のうち約400㎡は、平成14年度に橋台の工事が予定されており、右岸側については工事用道路
を造成することからこの部分(400㎡）の調査を平成13年度内に終了させてほしいとの要望がなされた。
平成13年7月、道教委からセンターに対してチフ．ニー2遺跡調査相当分をチプニーl遺跡調査予定か
ら減じて(500㎡）調査することになった。 しかし、最終的にはチプニーl遺跡についても遺構・遺
物が予想より希薄であったため両遺跡ともに調査を終了した。

センター側は5月からチプニー1遺跡の調査に入っており、 8月のお盆明けからチフ．二－2遺跡の
調査準備にかかった。 9月からはチフ．ニー1遺跡とチプニー2遺跡の2カ所に分かれ10月末まで両遺
跡とも並行して調査を行った。 （佐川）

’

4 調査結果の概要

千歳市は札||屍－苫小牧低地帯の南端部に市街地が形成されている。チプニー1 ． 2遺跡は千歳市の
市街地から北東へ約6km、馬追丘陵の西側斜面を流れるチフ．ニー川の両岸段丘上の標高約18m～22
mに位置している。

チプニー1遺跡の調査は大きく台地上のⅢ層調査とV層以下の調査、 さらに斜面、低湿部である河
道跡の調査に分けて実施した。台地上の調査は25％調査を行い、遺構、遺物の分布状況をもとに調査
を実施した。

河道跡の調査では、湧き水や樛水に対処する必要があったため、必要に応じて排水用の釜場を設定
し、排水を継続しながら調査を行った。調査方法は主にトレンチ調査を行い、包含層の残存状況と遺
構、遺物の有無の確認に努めた。

調査の結果、遺構及び遺物の分布は主に台地上から河道部の縁辺部にかけて多く検出された。遺構
は土曠が3基Tピット2基、焼土41カ所、炭化物集中1カ所、集石1カ所、柱穴様ピットが31基で
ある。出土遺物は土器が13,615点、石器等2,040点である。これらの遺物の中には縄文時代後期中葉
から擦文時代までの遺物集中域10カ所から出土したものが含まれている。また河道跡からは木製品の
出土も予想されたが見つからなかった。

今回の調査では多くの焼土が検出された。これらの焼土は大きく3タイプに分ける事ができる。
一つは比較的強く赤化が認められるその場で人為的に形成された焼土。 もう一つは赤化の弱い投棄さ
れたと考えられる焼土。残るもう一つは焼土粒等を伴わない灰集中である。これら灰集中の中にはう
ローテーションによる選別作業の結果、動物遺体が含まれる場合がある事もわかった。
検出した遺構、遺物の概要を層位順に以下に記した。

Ta-a直下のⅢ層からは、アイヌ文化期のものと判断される灰集中を含む焼土2カ所、擦文～続
縄文時代の焼土26カ所、集石1カ所を検出した。Ⅲ層出土の遺物の内訳は10,184点のうち、Ⅶ群土器
が最も多く7,399点を占めている。次いでV群c類が1,760点、Ⅵ群が169点、Ⅳ群c類7点、Ⅳ群b
類6点、Ⅳ群a類3点となっている。石器等は838点で、礫が最も多く620点を占め、次にフレイクが
173点となっている。成品では石雛の14点が最も多く、次いでたたき石の12点がある。
遺物は主に調査区の中央Mラインより北西側に出土分布が目立っていた。
Ta-c除去後のV層以下の調査では縄文時代の土曠2基、Tピット2基、焼土13カ所が見つかつ

’
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4 調査結果の概要

ある）

図1－1 遺跡の位置
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I 調査の概要

図1－2 「漁（いざり)」の一部
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I 調査の概要

た。このうち土壌2基(P-1 ･ 2) とTピット1基は台地上北側の縁辺部から見つかっている。
この遺構の中で時期のわかるものはP－lで、擴底より縄文時代後期中葉、手稲・城澗式期の土器片
が6点出土した。

V層以下出土の遺物の合計は8,132点で、内訳は、Ⅳ群b類土器が2,627点、 V群c類が571点、Ⅶ
群b類166点、 Ⅲ群c類116点、 I群b類が37点、Ⅳ群a類が2点となっている。 またⅦ群土器が61点
とⅥ群土器が2点出土しているが、抜根等の撹乱によるものと思われる。石器等は960点で、 このう
ち礫が最も多く434点を占め、次にフレイクの400点となっている。成品では石雛の31点が最も多く、
次に石斧の21点がある。

河道跡の調査では、土擴が1基(P-3)、焼土lヵ所(F-32)、炭化物集中1カ所(C-1)が
検出された。土曠(P-3)は比較的大型で、口径が約1m、深さは約120cmを計り、覆土中からⅣ
群b類の土器片が11点出土した。また焼土(F-32)と炭化物集中(C-1)が検出されたP46グリッ
ドからは遺物集中7 （Ⅳ群c類期） も出土し、互いに接合関係が認められた。
河道跡出土の遺物の内訳は、Ⅳ群c類土器が221点、Ⅳ群b類が226点、 Ⅲ群b類29点、Ⅶ群が12点
である。他に流木の集中域が5カ所で確認された（図Ⅳ-63)。

（笠原）

対岸のチプニー2遺跡では、縄文時代晩期の遺物が多く出土している。出土土器の大半はこの時期
のもので、千歳市ママチ遺跡から出土したものに相当する。石器では、矢柄研磨器、黒曜石の棒状原
石を加工したものなど、晩期に特徴的なものがある。 また、被熱した獣骨片も回収され、ニホンジカ
のほかにイノシシも検出された。

他の時期の遺物は少ないが、縄文時代早期、中期、後期、擦文時代のものが出土している。遺構は
V層で焼土1カ所、Ⅵ層で焼土2カ所を検出した。V層のものは時期が判然としないが、Ⅵ層のもの
は縄文時代早期のものと推測している。

遺物の合計は8,060点で､内訳は土器等5,931点､石器等2,129点である。 （山中）

表1－1 遺構数一覧

チプニー1遺跡

’時代／遺構種別

アイヌ文化期

擦文時代

縄文時代

罐
－
０
’
０
’
３

炭化物集中

一:-－

集石 ｜柱穴様ピット

0 1 0
Ⅲ ’ 0
0 1 3］－’~r

チプニー2遺跡

転
一
０

柱穴様ピット
縄文時代

’ ’ 0

Ｉ
！
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1 調査結果の概要

表1－2 遺物点数一覧

チブニー1遺跡

三遺物名 点数l
土器 | 14,5661
土製品 ’ 3
剥片石器 ’ ’32
磨製･礫石器 68

石製品 ’ 3
フレイク 6延
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’
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略
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｜鍋片 6

~
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’ 三二J二Ⅲ群a類
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’

Ⅱ遺跡の位置と環境
1 遺跡周辺の環境

北海道の南西部、苫小牧市から日本海に抜ける地域は、地理学上の呼称として「札幌・苫小牧低地
帯」または「道央低地帯」 と呼ばれている。 「札幌・苫小牧低地帯」における太平洋側と日本海側と
の分水嶺部分は、太平洋から15kmほどに位置し、標高25m足らずの低いところである。
この「札|幌・苫小牧低地帯」の東側には、北海道中央部を南北に走る夕張山地があり、その西側に

は馬追丘陵がある。この丘陵は第四紀の隆起地形とみなされ、千歳市、空知地方の長沼町、由仁町、
胆振地方の追分町、早来町にまたがって、南北に緩やかに広がっている。稜線付近は幾分急激な地形
をなしているが、そこから隔たるに従って、緩やかな地形であり、その東西の果ては、沖積地に連続
的につながっている。標高273mの馬追山を最高地点として、標高150m前後、延長約30kmに及ぶ丘
陵である。馬追丘陵の西側は、現在、畑地や水田として利用されているが、戦前までは長都沼（オサ
ツトー)、馬追沼（マオイトー）などの大小の沼があり、支笏湖を水源とする千歳川や夕張山地から
流れ出る夕張川、剣渕川などが流入するため氾濫が繰り返される場所であった。そこで昭和26年～昭
和44年の国営灌概排水事業により、長都沼、馬追沼一帯を埋め立て、川の切り替えなどが行われ、現
在は旧河道、小河谷、 自然堤防、氾濫原等の微地形が広がる景観を呈している。
チプニーl遺跡は、千歳市の市街地から北東へ約6km、国道337号線の東側にあり、馬追丘陵の

西側斜面を流れるチプニー川の左岸段丘上の標高約18m～22mに位置している。チプニー川は馬追丘
陵から東、西へと開折して流れ、 オルイカ川へと流れ込む河川の一つである。またチプニー2遺跡は
チプニー川を挟んでチプニーl遺跡の対岸に位置している。明治29年に発行された北海道仮製五万分
の一図「長都」では、河川名が「チフ．エ」 となっている。 「チプエ」とはchip-e (船を－そこで）
というような、船に関係する地名であると考えられる。遺跡付近の旧地名には、川の名前に由来する
ものが多く、 この付近の大部分が小河川や谷地などの湿地であり、アシやオギが鯵蒼と繁茂していた
様子が窺える。馬追丘陵を刻む小河川には、北側からウレロッチ川、ポロナイ川、ケネフチ川、モウ
シ川、キウス川、オルイカ川があり、オサツトーの南側に流れ込む河川には、シクバイ川、千歳川、
オサツ川の三本がある。これらの河川の流域には大小様々な遺跡が立地しており、 ウレロッチ川の右
岸には堂林遺跡、左岸にタンネトウ遺跡。またポロナイ川の両岸には縄文時代中期と後期の遺跡が分
布する。キウス川流域では高速道路関連の発掘調査によりキウス4遺跡をはじめ、豊富な出土資料が
蓄積された。

遺跡の周辺は、道路予定地となる以前には落葉広葉樹の林が広がっていた。現在も畑地等を挟で広
葉樹の林がところと､ころに残っている。明治43年(1910年） 「陸地測量部」発行の『漁』 （いざり）
（図1-2) によれば、チプニー1 ･ 2遺跡のある場所は「千歳組合牧場」の「第一事務所」下側に
あり、地表の様子は「潤葉樹林」地として表現されている。また、遺跡の西側には、馬追丘陵の斜面
に沿って直線的に南北に延びる道路が認められる。これは1891年に完成した由仁と千歳とを結ぶ「由
仁道路」 （ゆにどうろ）の一部である。この「由仁道路」表記の「仁」と「道」の間に、 「盛土部」を
表すと考えられる特殊な地形が認められるが、 これは国指定史跡の「キウス周堤墓群」を表現してい
ると思われる。また、 「千歳村」表記の「村」の右、オルイカ川の東側には丸子山の高まりを確認す
ることができる。かつての由仁道路の一部は、現在では国道337号線（手拍子街道） とも呼ばれている。

（笠原）

－8－



2 周辺の遺跡

2 周辺の遺跡

図Ⅱ－1は、北海道教育委員会作成の埋蔵文化財包蔵地カードと『千歳市埋蔵文化財包蔵地分布図』
(1994年千歳市教育委員会）等をもとに作成したチフ．二－1 ･ 2遺跡周辺の遺跡分布図である。
これによると、馬追丘陵の西側斜面には、多くの遺跡が見つかっている。これらの遺跡の時代や特

徴等を表Ⅱ 1 （周辺の遺跡一覧） に示した。発掘調査等により、その内容が比較的明らかなものを
もとに記述すると以下のようになる。

旧石器時代の遺跡には、丸子山遺跡がある。恵庭a降下軽石層(En-a)の上下から遺物が検出さ
れている。下層は約2万年前と推定できる石器群で、黒曜石を素材とするスクレイパーのほかには定
型的な石器に乏しい。上層は細石器石器群であり、黒曜石と頁岩を素材とするものである。
縄文時代早期の遺物はキウス5遺跡A地区から多量に出土している。前半期のものは暁式土器､貝
殻条痕文土器である。後半期のものは、東釧路Ⅲ式土器、 コッタロ式土器が多い。住居跡には暁式土
器、 コッタロ式土器の時期のものが検出されている。後半期の中茶路式土器や東釧路Ⅳ式土器は少量
である。貝殻条痕文土器は丸子山遺跡でも少量出土している。早期後半の土器はキウス4遺跡、キウ
ス5遺跡、キウス7遺跡等から出土している。

1995年にキウス5遺跡B地区から縄文時代前期の集落が検出された。前半期の縄文尖底土器の時期
で、翌年には土壌墓が検出された（北埋調報116)。

縄文時代中期の遺跡には、キウス7遺跡、丸子山遺跡、キウス5遺跡などがある。キウス7遺跡で
は1995年の調査で柏木川式土器の時期の住居跡が検出された。丸子山遺跡には北筒式土器の時期の住
居跡がある。キウス5遺跡はB地区に北筒式期の集落があり、C地区に柏木川式期の集落がある。
縄文時代後期は、後葉の堂林式土器の時期と推定される多数の周堤墓がある。丸子山遺跡では周堤
墓2基が調査されている。前葉の余市式土器、 タプコプ式土器の時期の住居跡や土曠が検出されたの
はキウス5遺跡、キウス7遺跡、丸子山遺跡である。 また、中葉の手稲式土器、鰄澗式土器の時期の
住居跡や土壌が検出されたのは、キウス5遺跡、キウス7遺跡がある。

縄文時代晩期の遺物としては、 タンネトウL式土器が多くの遺跡から出土している。住居跡や土曠
墓が検出された例にキウス5遺跡A地区、キウス7遺跡がある。

続縄文時代の土壌墓は、キウス5遺跡A地区、キウス7遺跡から検出されている。キウス5遺跡A
地区では大狩部式土器の時期の住居跡もある。

擦文文化期の遺物は、丸子山遺跡、末広遺跡、 ウサクマイ遺跡、キウス5遺跡、キウス7遺跡から
出土している。丸子山遺跡では、 8世紀の頃と推定される住居跡6軒、建物跡2軒や土曠等が検出さ
れた。末広遺跡では8世紀～11世紀にかけての住居跡が88軒も見つかっている。ウサクマイ遺跡では
C地点から75軒を数える住居跡が検出された。またキウス5遺跡A地区には墓曠から鍬先の出土した
例がある。C地区からは中央部に炉のある平地式の住居跡が検出されている。キウス7遺跡では焼土
に伴う土器が見つかっている。

アイヌ文化期の遺跡にはオサットー1遺跡、キウス5遺跡、キウス7遺跡、 トプシナイ1遣跡など
がある。オサットー1遺跡では、内耳鉄鍋、斧、刀子、キセルなどの副葬された墓曠2基が調査され

'の道跡と柱穴群がた。キウス5遺跡には太刀の副葬された土曠墓がある。キウス7遺跡では沢づたいの道跡と任穴群か
検出され、ガラス玉も出土した。 トフ°シナイl遺跡では釘状の鉄製品が見つかっている。
また、ケネフチ遺跡にはチヤシ跡も見つかっており、一条の壕が認められ、面崖式に分類されるも

(笠原）
のである、

－Q－



Ⅱ遺跡の位置と環境

図Ⅱ－1 周辺の遺跡
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2 周辺の遺跡

骨Ⅱ－1 周辺の遣跡一覧
応 I 遺跡名 ｜ 種 別

晃一掘一調査歴等時 期
釜加のチヤシ跡に接する南側緩斜面に数個の竪穴があったという。
I壬葱追鉱』 pllEFJ24
1965大場利夫・石川徹『千歳遺跡」pll6～124
（旧称、釜加）
保安林内に16軒の竪穴。 （旧称、都5遺跡）
1992～1994(財)道埋文センター。縄文中期、擦文の竪穴。
続縄文、アイヌの土積墓。 （旧称、都6遺跡）
保安林内に竪穴。 （旧称、都4遺跡）
タンネトーL式土器~~~ ~~ ~~ ~ ~~円形壕。 1966『千歳遺跡』pl24～128,
『北海道血壬 宝 ZgLZQ" q日通 塾1遺跡)
No.42,根志越2遺跡と合体。 （旧称、根志越C）

極撰畷
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擦

ア
’
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｜
跡

辨
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、
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一
識
一

集

チ

集

評
一
寿
一
筆

カリンバー

釜加のチャシ

１

２

擦文、アイヌ期
先土器、縄文、続縄文、

~ ~

~

~
~
~

~

孫

？

一

駄

句

。

｜

ヤ

シ

チ

~

13

14

15

35

集落跡

集落跡
遺物包含地
チャシ跡

集落

~

~

~

~
~
~
~

一
二
銅
一

一
睡
期
一
一
一
一

一

一
一

顛

孔
蕊

膳

厩

擬

露
蹴
震

璽

さ侭
｜チヤ

懐
集落

洲
訂
一
堅
調
河
万
一
刷
両

縄
縄
麗
一
縄
隠
腫
峰
隠

縄文

~
鰐

跡

集落跡
集落跡
集落跡

末広

竪穴2軒確認。
段丘縁に沿って竪穴13軒が並ぶ。 （旧迩亟志越E)
段丘縁に沿って竪穴15軒、他に方形の落ち込み4ヶ所あり。~~ ~ ~~トメト川1

トメト川2

トメト川3

根志越1

蝿

（旧称、根志越E）
がうて1 9軒両竪天が見られたが、現在は草地化されている。消滅。
函i｢壷
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澪
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部
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竪穴住居跡が1軒見られ
晩期

縄文前.後．晩期､続縄X1 窪
縄文硯爾 続麗五 錘
縄文後期~~~ ~~ ~~~ ~驚警驚達

た。一部削平。
~~

~
~
~
~

~~

~

~

ユ
毛
一
垂
望
一
壱
一
毛
一
イ

航空写真判読で9個の竪穴状マーク観察。
無名沢を挟んでjEE 2軒雷に4軒の竪穴が見られる。

1990～1993千歳市教委。擦文期の竪穴。消滅。
（旧称、丸子山）
南長沼用永南側に竪穴住居があったという。
航蕪

ＦＬＬＩＩｌ・里
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~~~

灯
一
Ⅱ
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オルイカ川湧水周辺。数件の竪穴があったという。

~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~
1964大場利夫・石川徹。 1978測量調査。 1979国指定史跡。

~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~
1965大場利夫・石川徹。 1978測量調査。 1979国指定史跡。＆v¥ｰ〆型 室丑一上里ニニ ニニー. -＝.壼.ﾕ ﾛｰ弓 言ｲ

1978測量調査。 1979国指定史跡。
1965右爪徹昇縁部。 1978測量調査。 1979国指定史跡。
1978測量調査。 1979国指定史跡。
1978測量調査。 1979国指定史跡。~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~1950頃河野広道・近藤義雄。~ ~ ~ ~ ~ ~~~全壊？1987道教委試堀確認により1988登録抹消･
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~ピクニックエリア~ ~
キウス1号環状土饒
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全壊？1987道教委試堀確認により1988登録抹消。
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全壊？1987道教委試堀確認により1988登録抹消。
キウス4のX－4か？
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2781チプニー2
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265
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弼”所
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７｛７
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タンネトウL

コッタロ、中茶路、東釧路式
1993～1998(財)道埋文センター。

1993(財)道埋文センター。 ニ
ー部開削。
2001(財)道埋文センター6.1E埋；

凸呼曹曾､ハ寺"一一一一

一部開削。
2001(財)道埋文センター。北埋調
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*"i｡渥」確道教育委員会の埋蔵文化財包蔵地ｶｰﾄ登載番号による。
＊遺跡の位置は、千歳市教育委員会 1996 『千歳市埋蔵文化財包蔵地分布図による』
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Ⅲ調査の方法
1 調査区の設定

発掘区の設定にあたっては札幌開発建設部の一般国道337号新千歳空港関連工事の用地平面図(縮尺
l : 1000) を使用した。基軸線は工事予定中央線のSTA9,200とSTA9,300を結び、Mラインとし
た。縦方向の基軸線はSTA9,200のMラインと90度直交する線を30ラインとした。発掘区は4mX
4m方眼とし、南西端交点のアルフアベットと数字の組み合わせで呼称している例えば、Mライン
と40ラインの交点の北西側がM-40区となる （図Ⅲ－2)。ただしチプニー2遺跡の縦方向の基軸線
については、チプニー1遺跡の方から付けてきた60ラインを30ラインと読み替えて使用した。
基軸線の基準点に用いた道路センターの座標値は以下のとおりである （座標系は平面直角座標系第

刈系)。また、水準点は国土地理院の一等水準点7320 (H=16.103m)、 7321 (H=14.976m) を使用
した。

STA9,200

STA9,300

０

７
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９

４
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９

９

９

８

７

７

５

５

２

２

１

１
~~
~
~
~
~

Ｘ

Ｘ

５

８

８

０

３

７

８

２

３

１

４

４

３

３

４

４
~~
~
~
~
~

Ｙ

Ｙ

2 基本土層

チプニーl遺跡の土層断面図を図Ⅲ－1に示した。遺跡の主体となる縄文時代から中．近世にかけ
ての遺物包含層に関しては、過年度のキウス遺跡群の調査で採用された土層区分を踏襲した。
チプニーl遺跡はほぼ平坦な台地部分と、チプニー川に向かう緩斜面、 さらに河岸の河道跡から形

成されている。チプニー2遺跡は川を挟んでチプニー1遺跡の対岸に位置している。
遺物包含層は樽前c降下軽石層を挟むⅢ層とV層の黒色土である。キウス遺跡群とほぼ共通した層

序の見られる台地部分での各層の概要は以下の通りである。

また、河道跡についてはチフ．ニー川の氾濫や流路の移動により、チプニーl遺跡では調査区北東部
に湾入している。河道跡は主にシルト質土を含む砂層と砂礫層から構成されている。チプニーl遺跡
の河道跡の層序を次頁に記した。

’

~
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2 基本土層

I層：表土。軽石混じりの黒色粘土質腐植土。

Ⅱ層：樽前山起源の1739年降下軽石堆積物Ta-ao砂質のテフラを
主体とし、いくつかの降灰ユニットが観察される。上部と下部

は礫質で粗粒である。層厚は約50cm｡

Ⅲ層：黒色腐植土(IB層)。縄文時代晩期から擦文時代を経て、近
世に及ぶ遺物包含層。層厚は約10～15cm。

また､白頭山起源と思われる苫小牧一白頭山降下火山灰B-Tm

の薄層（層厚約1～2cm)が調査区の北側斜面に認められる

が、連続性はない。

Ⅳ層：樽前山起源の降下火砕堆積物Ta-co層厚は約10cm。

V層：黒褐色腐植土（ⅡB層)。縄文時代早期から同晩期までの遺物
包含層。層厚は約20cm。

Ⅵ層:暗褐色粘土質腐植土。漸移層。層厚は約10cm。縄文時代早期の
遺物が出土することがある。

Ⅶ層：榿色土。恵庭a降下軽石堆積物が風化作用によりローム化した

層。

本層直下、En-aの軽石を含む。層厚は約30cm。

Ⅷ層：恵庭岳起源の降下軽石堆積物En-ao明褐色の軽石層で、粒径
0．5～3cmの軽石から成る。層厚は約150～180cm。

Ⅸ層：支笏カルデラ起源の火砕流堆積物

’

I

Ⅱ

~

Ⅲ

Ⅳ

V

~Ⅵ

~
Ⅶ

Ⅷ

図Ⅲ－1 基本土層模式図

河道跡の層序

河道跡は長い年月の間に幾筋もの流路を経ているため、土層は一律でない。そこで、比較的状態の
良いQ46グリッドから基本層を抽出し、上位から順に以下に記した。

明褐灰色砂質土。灰黄色シルト質土がラミナ状に入る （図Ⅳ－3 ． 2層相当)。
赤黒色腐植土。Ta-cの混じるⅢ層(IB層)。所々リモナイトが斑状に沈着する。
暗赤褐色土｡Ta-co

黒色腐植土。V層（ⅡB層）相当で、細粒のEn-pを含む。東側程シルト化が進む。
灰黄褐色シルト質土。細粒砂層がラミナ状に入る （図Ⅳ－3 ･ 14層相当)。
灰白色細粒砂層。

暗灰黄色シルト質土。ラミナ状で層厚は5～10cm。Ⅳ群c類土器を伴出する。
（図Ⅳ－3 ． 14層相当)。

黒褐色砂礫層。河道底で主にⅣ群b類の土器片が出土している （図Ⅳ－3 ．20層相当)。
灰白色の堆積物。支笏カルデラ起源の火砕流堆積物。鉄分の沈着する部位がある。
（図Ⅲ－1 ･Ⅸ層相当)。 （笠原）
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’
Ⅲ調査の方法

3 調査の方法

チフ．二－1遺跡の調査予定地は、木々が一面に生えており、 また現場近くまで車両が進入できない
状況であった。このため、進入路の造成工事を札|幌開発建設部に依頼するとともに、現場の抜木・抜
根作業、現場事務所および駐車場の造成を業者に委託した。調査区は抜開作業終了後、重機による表
土および火山灰除去を開始し、人力による発掘調査が始まる5月の連休明けには終了した。
チフ．ニーl遺跡の調査区はチプニー川に伴う河道跡と斜面を含む標高約20mの平坦な台地部で形成
されている。台地部分の調査では、遺構・遺物の全体的な濃淡を早めに把握するために4m四方の発
掘区を一つ置きに調査する方法（25％調査） を用いた。これをもとに遺構・遺物の分布状況を推定し
全体調査に取り掛かった。

また､チプニー川に伴う河道跡からは木製品の出土が予想された。このため当初､調査区とチプニー
川の間に鋼矢板を打つことも想定したが、重機による試掘の結果では木製品の包含層を確認しなかっ
た。このため河道部分の調査は排水溝を掘り、水中ポンプにより排水しながら進めた。
9月から調査を開始した対岸のチプニー2遺跡についても、現況はチプニーl遺跡と同様に山林で

あることから、伐木・伐根作業、重機による表土・火山灰除去をおこない、その後人力による調査を
実施した。途中、斜面下方ではトレンチ調査の結果、厚い河川堆積物の下に遺物包含層があり、当初
の調査範囲より外側に包含層の広がることが判明した。このため再度、重機を導入して河川堆積物の
除去および調査範囲の拡張を行った。

遺物は4×4mのグリッドを単位として層毎に取り上げ、遺物の集中や、遺構出土の遺物は出土状
況などを記録してとりあげた。 （佐川）

4 整理の方法

遺物は、遺構あるいは発掘区ごとに分け、 またそれぞれ層位ごとに取り上げを行った。現地では野
外作業と並行して遺物の水洗、分類、遺物台帳登録を行った。

土器に関しては微細なものを除いて注記作業を行った。注記は遺跡名「チプニー1または2」を
「チフlまたは2」 と略記し、続けて遺構名もしくは発掘区（グリッド名） ．遺物番号．出土層位を
記入した。現地での一次整理終了後、遺物は遺構もしくはグリッドごとに仮収納し、江別市の整理作
業所へ搬送した。

整理作業所では台1帳と遺物の照合をした後、個別に遺物の細分類を行い、復原できた個体は実測図
を作成した。破片資料は時期のわかるものや、文様が明瞭なものを中心に抽出し、拓影図及び断面図
の作成を行った。石器については、成品を中心に遺構、包含層を問わず、実測図の作成につとめた。
鉄製品は写真撮影の後、錆落としを行い実測した。その後、保存処理を外注した。
流木等は、必要に応じて写真撮影・実測を行い、樹種同定を行った。また、現場で採取した焼土等
の土壌サンプルは、炭化種子、微細遺物の回収を目的にフローテーション．マシン （浮遊選別装置）
を用いて選別作業を実施した。その結果、残置にいくつかの動物遺体が含まれている事が解った。こ
のことから動物遺体の同定を行う必要があると判断された。報告された骨．貝類等はすべて選別作業
中に確認されたものである。 （笠原）
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5 遺物の分類

5 遺物の分類

（ 1 ） 土器

土器は便宜的にI群を縄文時代早期、 Ⅱ群を前期、 Ⅲ群を中期、Ⅳ群を後期、V群を晩期、Ⅵ群を
続縄文時代、Ⅶ群を擦文時代相当のものとした。この各群に、アルファベットと数字を組み合わせ、
,,ｿ､亜I,-rr< 1.ィ細今頻券おこなった。土器は前期を除き、各時期のものが出土しているが、特に今回の必要に応じて細分類をおこなった。土器は前期を除さ、谷'1守則(ﾉﾉもvﾉ刀ゞ四一Lしい'.~'、

調査では、 Ⅲ層(IBE)から擦文式土器の良好な資料が多く出土している。
また、特に河道跡から出土した磨滅の激しい土器片等は大分類で止めたものが多い‘

二つに分類されるcI群縄文時代早期に属するものを本群とする。本群は大きく二つに分類される。

a類貝殻腹縁圧痕文、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、貼付文などの施される土器群。
b－1類東釧路Ⅱ 。Ⅲ式に相当するもの。

b－2類コッタロ式に相当するもの。

b－3類中茶路式に相当するもの。

b－4類東釧路Ⅳ式に相当するもの。

Ⅱ群縄文時代前期に属するもの。

a類縄文の施された丸底、尖底を特色とする土器群。

a－1類綱文式土器に相当するもの。

a－2類春日町式、中野式など、縄文の施された尖底を特色とするもの。
b類円筒土器下層式、植苗式に相当するもの。

Ⅲ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。

b類 a類以外のもの。

b－1類天神山式に相当するもの。

b－2類柏木川式に相当するもの。

b－3類北筒式等に相当するもの。

Ⅳ群縄文時代後期に属するもの。

a類余市式、入江式に相当するもの。

b類船泊上層式、手稲式、鰄澗式、エリモB式に相当するもの。

c類堂林式、三ツ谷式、御殿山式に相当するもの。

V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C式、大洞C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。

Ⅵ群続縄文時代に属するもの。

Ⅶ群擦文時代に属するもの。
(笠原）
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Ⅲ調査の方法

（2） 石器

石器を剥片石器群、磨製石器群、

刃部の位置、製作法の違いなどによ

の分類を行った。

礫石器群に三分し、その中で器種の分類を行った。 さらに形態や
り細分したものもある。この他、石器の残存状態の分類、黒曜石

’l)石器の分類

剥片石器群

石錐

1 :三角形

a :凹基

b :平基

2 ：五角形

3 ：柳葉形

4 ：菱形

5 ：長身

6 ：有茎

a :凹基

b :平基

c :凸基

0 ：その他（小片のため細分できないものも含む）
石槍またはナイフ

1 :有茎

2 ：茎が明瞭にみられないもの（木葉形・菱形のものも含む）
0 ：その他（小片のため細分できないものも含む）

石錐

l :素材の一端に錐部を作り出したもの

2 ：つまみ部をもつ棒状のもの

3 ：棒状のもの

0：その他（小片のため細分できないものも含む）
つまみ付きナイフ

l :縦型 a :片面全面加工で裏面の一部にも加工があるもの
2 ：横型 b :片面全面加工のもの

c :片面周縁加工のもの

d :両面加工のもの

e :加工が殆どみられないもの

0 ：その他（小片のため細分できないものも含む）
スクレイパー

l :石箆と称されるもの

2 ：方形または円形のもの

3 ：剥片の下端に急角度の刃部をもつもの

’

’

’

T／、
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5 遺物の分類

4 ：挟りがあるもの

5 ：縦長のもの a :尖頭になっているもの

6 ：横長のもの b :素材の長軸に刃部があるもの

c :素材の短軸に刃部があるもの

0 ：その他（小片のため細分できないものも含む）

Rフレイク（加工痕のある剥片、小破片のため器種の特定ができない剥片石器や未成品も含む）Rフレイク（加工痕のあ』

Uフレイク

フレイク （チップも含む）

石核

原石

磨製石器群

磨製石斧

1 :擦切技法が用いられるもの

2 ：敲打痕がみられるもの

3 ：打ち欠きにより成・整形されているもの（敲キ

4 ：全面磨製のもの

5 ：刃部のみ磨かれているもの

0 ：その他（小片のため細分できないものも含む）

(敲打痕もみられるものは2にする）

礫石器群

たたき石

l :棒状礫を素材としたもの

2 ：扁平礫を素材としたもの

3 ：円礫を素材としたもの

4 ： くぼみ石と称されるもの

0 ：その他（小片のため細分できないものも含む）

すり石

l :断面が三角形の礫の稜をすったもの

2 ：扁平礫を素材としたもの

3 ：扁平礫を半円状に打ち欠き弦をすったもの

4 ：円礫を素材としたもの

5 ：北海道式石冠と称されるもの

0 ：その他（小片のため細分できないものも含む）

砥石

l :研磨面に溝があるもの（矢柄研磨器を除く）

2 ：板状のもの

3 ：角柱状のもの

0 ：その他（小片のため細分できないものも含む）

台石。石皿

1弓

一上ノー



Ⅲ調査の方法

l :台石・石皿

0 ：その他（小片のものなど）

加工痕のみられる礫

矢柄研磨器

礫（礫片も含む）

１
１

石製品

2）残存状態の分類

定形的な石器（完形時の形が想像できるもの）の残存状態を (A)完形、 (B)略完形、 (C)破損、
(D)破片の4つに分けた。ここでの定形的な石器とは、石鍼、石槍またはナイフ、石錐つまみ付
きナイフ、磨製石斧を指すが、スクレイパーも便宜的に扱うこととした。非定形的な石器の場合は、
完形時の形を想像し難いものが多いため、残存状態を割れ面の数で表すことにした。 （0）は割れ面
Oで割れていないもの、 （1）は割れ面l、 （2）は割れ面2，…としていく。これらの石器の一部と
みられる小破片は(Z) とした。非定形的な石器とは、たたき石、すり石、砥石、台石・石皿を指す。
Rフレイク、 Uフレイク、矢柄研磨器、加工痕のみられる礫については、 この分類を行っていない。
各残存状態の定義は、完形：破損していないもの、略完形：僅かに破損しているが、計測値には殆
ど影響がないもの、破損：破損部分が大きいため、計測値が完形時と大きく異なるもの、破片：器種
のみ特定できる程度のもの、である。なお、 この分類は単に破損して（割れて）いるかどうかによっ
たものである。

3）黒曜石の分類

肉眼観察によって、黒曜石を (A)黒色で特徴のないもの、 (B)赤みが混じるもの、 (C)梨肌の
もの、 (D)粒が入るもの、 (E)縞と粒がみられるもの、 (F)Aに透明な縞が混じるもの、 (G)黒
に薄紫や灰色の流紋がみられるもの、 (H)緑がかってみえるもの、の8つに分けた。さらに原礫面
のあるものについては、 (a)円礫、 (b)角礫に分け、どちらか判断しがたいものは(c)有、 として
上記8つの分類と組み合わせた。 （例）黒に赤が混じり円礫のもの→Bao
A～D以外のものは、整理の過程で特徴的な黒曜石が見つかるごとにアルファベットの記号をつけ

増やしていった。なおFとA、 BとGで区別しづらいものもあり、分類が暖昧になってしまった部分
もある。また同じ黒曜石であっても、部分的な違いのために2つ以上の分類になってしまうことがあ
る。 （山中）

口
（3） その他

鉄製品は写真撮影の後、観察された事項なと爵を併せて実測した。その後、復原保存処理を施した。
木製遺物は写真撮影の後、実測を行い、主要なものについて樹種同定を行った。
現場で採取された土壌サンプルは、袋ごとに台帳に登録した。主に焼土と灰集中域を土壌ごとに取
り上げたものである。土壌サンプルは、乾燥させて重量・体積を計量し、 フローテーション．マシン
（浮遊選別装置） を用い、水道水で選別作業を実施した。その結果、残置に多くの動物遺体が含まれ
ている事が解った。このことから、動物遺体の同定を行う事とした。 （笠原）
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1 調査の概要

Ⅳチプニー1遺跡の調査
1 調査の概要

概要チフ．二一1遺跡は、チプニー川に伴う河道跡と斜面を含む標高約20mの平坦な台地部分から
形成されている。台地部分の調査では、遺構、遺物の全体的な分布を早期に把握するために、 4m四
方の発掘区を一つ置きに調査する方法（25％調査） を用いた。この結果をもとに、全体の調査に取り
掛かった。また、チプニー川に伴う河道跡からは、木製品の出土が予想された。河道跡には樽前a降
下軽石堆積物(Ta-a)が厚く堆積していたため、重機による火山灰除去を行った。次に、試掘坑
を4か所開け、木製品の包含層の確認調査をおこなったが、木製遺物の確認はできなかった。
その後の河道跡の調査では、木製品はなかったが流木の集中域を5カ所検出した（図Ⅳ-63)。
検出された遺構は土曠が3基Tピット2基、焼土41カ所、炭化物集中1カ所、集石1カ所、柱穴
様ピットが31基である。この他にも小礫の散在する区域（図Ⅳ-28）や、粘土塊（図Ⅳ-53）が認め
られたが、遺構番号は付けず、別の項で扱った。

土壌は調査区北東側の台地縁辺部から2基(P-1 ･P-2) と、河道跡から1基(P-3)検出
された。このうち時期の推定できるものはP－1とP－3で、いずれも縄文時代後期中葉の遺物が出
土している。性格は3基ともに不明である。

Tピットは2基とも、調査区の中央Mラインより東側で検出された。伴う遺物などはなく、時期は
不明である。

焼土は検出きれた遺構の中で最も多く、調査区のほぼ全域に渡って検出された。Ⅲ層出土の焼土は
28カ所、V層出土が13カ所である。このうち、アイヌ文化期と思われる灰集中を含む焼土が2カ所、
擦文時代～続縄文時代と思われる焼土26カ所､縄文時代後期～晩期頃と考えられるものが13カ所であ
る。これら焼土の中には土壌のフローテーシヨン法による遺物回収作業の結果、植物種子や動物遺体
が含まれるものがあることがわかった（Ⅵ－4 ． 6)。

焼土についてはI章－4で記述したように大きく3タイプ．に分けられる。一つは赤化が強くその場
で人為的に形成された焼土。 もう一つは赤化の弱い二次的に投棄されたと思われる焼土。残るもう一
つは焼土粒を伴わない灰集中である。

炭化物集中(C-1)は、台地部分と河道跡の境斜面直下の砂層上面（図Ⅳ－3， 19層上面）か
ら検出された。また、同グリッドのほぼ同レベルからF-32と遺物集中7も見つかっている。遺物集
中7とF－32はⅣ群c類の時期のもので、C－lも含め、互いに接合関係が認められた（図Ⅳ-57)。
遺物は土器、石器等あわせて16,645点出土した。内訳は土器14,566点、石器等が2,040点（金属製品、
その他除く）である。土器では、Ⅲ層出土のⅦ群土器が最も多く7,532点（約52％） を数える。次いで
Ⅳ群b類土器が2,927点（20％)、V群c類土器2,388点（16％)、Ⅳ群c類土器357点（2％） となって
いる。河道跡出土の土器の中には、磨滅の著しいものや、微細な破片が多く、分類不可能なものが多
い。石器では2,040点中、剥片石器類が132点、礫は最も多く1,186点となっている。

河道跡の土層について河道跡の堆積状況は流路の移動や氾濫等により一律ではない。主に河道跡
の土層は、河成堆積物である砂礫（図Ⅳ－3， 20層相当） ・褐灰色砂（19層相当） ・灰黄褐色シルト
（14.16層相当） ・黒色土（13層相当） ・明赤褐色土(12層相当) ･黒色土(8層相当) ･灰褐色砂(2 ･
4層相当）等によって構成されている。なかでも、 B-Tm直下の灰褐色を呈する砂層（図Ⅳ－4で
は砂と表記）は、河道跡の東側では薄く、Kライン付近で最も厚くなり、層厚が約160cmほどになっ
ている。この砂層の下からは、Ⅳ層(Ta-c)が斜面直下で確認されており、Ta-c降灰以後、

－ワq一
々U



Ⅳチプニーl遺跡の調査

B-Tm降灰以前の時期に形成されたことがわかる。この砂層中からの遺物の出現頻度は低い。また、
B-Tmは河道跡に至る斜面部分で確認されるが､連続性は見られない。 （笠原）
チプニー川左岸には、現在の川と並行して河岸段丘より一段低い所に幅約10mの河道跡がある。一

方、河道跡西側では流木のまとまりや縄文時代の土器片などが出土したのでトレンチを入れて調査を
実施した。調査範囲はF～J-46～48区である （図Ⅳ－5)。調査は48ライン (F～J)に幅約lm
の土層観察用の土手を設け、その南北両側の調査区を同時に掘り下げていった。土手北側のF･G-
48区では砂礫層（16層）から流木が多く出土した。流木の出土状況は西側ほど多いようである。また、
土器片やフレイクも出土したが、点数は非常に少ない。一方、土手南側のG･H-47区では河道跡の
最底部に堆積する砂礫層から土器片がやや多く出土した。

河道跡西側のセクションとその位置を図Ⅳ－5 ． 6に示した。セクションa－a′は上述の48ライ
ンに設けた土層観察用土手の南壁面で長さは約13mある。セクションb－b′とc－c′は河道跡に直
交するもので、それぞれ長さは5mと2mである。

セクションa－a′ではl層としたものがⅡ層(Ta-a)の二次堆積かもしれない。河道跡の地
山は基本土層のⅨ層で、流路跡はこれを削剥して砂礫あるいは粘質土を堆積させている。セクション
a－a′における堆積の順番は､土層番号の順序にほぼ同じである。図中の6層は明褐色粘質土で流木、
樹皮､クルミ殻が出土した。この層から出土したクルミ殻のC14年代測定結果は290=t40y.B.P. (Beta
-163051)で、Ta-a (Ⅱ層）降灰直前の値である。土器片が出土したのは15層で、地山の直上にあ
る暗黄褐色砂礫層からである。

セクションb－5とc－c′は河道跡に直交する2本のセクションである。本来はセクションa－
訂の土層番号と対応させることが可能かと思われるが、現場ではできなかったので粘土、砂、砂礫
などの層別にスクリーントーンで表示した。ここでも遺物が出土するのは河道跡の基底部直上の砂礫
層下部である。河道跡調査の詳細については、Ⅳ－4で報告する。

(佐川）
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2 Ⅲ層の調査

2 Ⅲ層の調査

（ 1 ） 遺構と出土遺物

a｡焼土

F-1 (図Ⅳ－8 図版10-1 ･ 2)

位置・立地:P34,台地上に位置する。

規模: 1.18/－×0.52/一×0.12

確認・調査：榑前a降下軽石堆積物(Ta-a)除去後のⅢ層上面で、灰白色のまとまりを確認した。
灰白色のまとまりはほぼ楕円形を呈し、その下位からは赤褐色の焼土の広がりも検出された。調査の
結果、灰白色のまとまりは、灰の集中であると判断した。断面形は焼土も含め、ほぼレンズ状を呈す
る。この場で形成された焼土であると思われる。フローテーションによる選別作業の結果、動物遺体
が含まれることがわかった。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：検出層位等からアイヌ文化期の時期と思われる。 （笠原）

F-2 (図Ⅳ－8 図版10-3 ･ 4)

位置・立地:P31･Q31、台地上に位置する。

規模: 1.00/一×0.40/－×0.10

確認・調査:Ta-a除去後のⅢ層上面で、F－1同様の灰白色のまとまりを確認した。灰白色のま
とまりは不整形を呈し、断面形はレンズ状を呈する。焼土は認められないが、 F－lと同種の灰集中
であると判断した。フローテーションによる選別作業の結果、動物遺体が含まれることがわかった。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：検出層位等からアイヌ文化期の時期と思われる。 （笠原）

F-3 (図Ⅳ－8 図版10-5 ･ 6)

位置・立地: 144、台地上、河道跡との縁辺部に位置する。

規模：0.48／－×0.36／－×0.12

確認・調査:Ta-a除去後のⅢ層上面で検出した。断面形はレンズ状を呈し、赤褐色によく焼けて
おり、 この場で形成された焼土と思われる。フローテーシヨンによる選別作業の結果、動物遺体が含
まれることがわかった。また植物遺体の同定も行った結果、キビやヒエ属等の炭化種子も出土してい

る。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：検出層位等から擦文時代～アイヌ文化期の時期と思われる。 （笠原）

F-4 (図Ⅳ－8 図版11-1 ･ 2 ･ 3)

位置・立地:G43、台地上に位置する。

規模:0.70/－×0.30/－×0.04

確認・調査：Ⅲ層中で確認した。北東側約1m程隣接した所にF－5がある。 平面形は不整形で赤褐

ンによる選別作業の結果、色によく焼けており、 この場で形成された焼土と思われる。フローテーショ
タラノキ属の炭化種子 も

動物遺体が含まれることがわかった。また、植物遺体の同定を行った結果、

出土している。

－ql－
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2 Ⅲ層の調査

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：検出層位等から擦文時代の時期と思われる。
(笠原）

F-5 (図Ⅳ－8 図版11-4 ･ 5)

位置・立地:G43、台地上に位置する。

規模:0.66/－×0.48/－×0.10

確認・調査：Ⅲ層中で確認した。南西側約lm程隣接した所にF－4がある。平面形は不整円形で赤
褐色によく焼けており、断面形はレンズ状を呈する。この場で形成された焼土と思われる。フローテー
ションによる選別作業の結果、動物遺体が含まれることがわかった。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：検出層位等から擦文時代の時期と思われる。 （笠原）

F-6 (図Ⅳ－8 図版11-6， 12-1)

位置・立地:G45,台地上に位置する。

規模：0.60／－×0.40／一×0.10

確認・調査：Ⅲ層中で確認した。平面形は不整円形で赤褐色によく焼けており、断面形はレンズ状を
呈する。この場で形成された焼土と思われる。フローテーションによる選別作業の結果、動物遺体が
含まれることがわかった。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：検出層位等から擦文時代の時期と思われる。 （笠原）

F－7 （図Ⅳ－8 図版12－2 ･ 3)

位置・立地:H40、台地上に位置する。

規模：0.40／－×0.24／一×0.12

確認・調査：Ⅲ層中で確認した。平面形は不整形の灰集中である。B-Tmとは異なる。
遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：検出層位等から擦文時代の時期と思われる。
(笠原）

F-8 (図Ⅳ－8 図版12-4 ･ 5)

位置・立地:G39,台地上に位置する。

規模：0.52／－×0.46／－×0.16

確認・調査：Ⅲ層中で確認した。平面形は円形で、断面形はレンズ状を呈する。この場で形成された
焼土と思われる。フローテーシヨンによる選別作業の後、植物遺体の同定を行った。その結果、 タデ
科の炭化種子が検出された。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から擦文時代の時期が考えられる。 （笠原）

F-9 (図Ⅳ－9 図版12－6， 13-1)

位置・立地:P39

規模：0.80／－×0.50／一×0.06

－33－



Ⅳチプニーl遺跡の調査

平面形：楕円形

確認・調査：Ⅲ層調査中に明赤褐色の部分がみられた。半裁し、 レンズ状の断面を呈する焼土である
ことを確認した。

遺物出土状況：焼土とその周囲に遺物はみられなかった。

時期：検出した層位から、擦文時代のものと推測している。 （山中）

F-10 (図Ⅳ－9 図版13-2 ･ 3)

位置・立地:N41

規模：0.28／－×0.28//－×0.02

平面形：不整円形

確認．調査：Ⅲ層調査中に明赤褐色の部分がみられた。半裁し、焼土であることを確認した。焼け方
が弱いせいか、平面では確認できるものの、断面は非常に薄く不明瞭な部分が多い。
遺物出土状況：焼土とその周囲に遺物はみられなかった。

時期：検出した層位から、擦文時代のものと推測している。 （山中）

F-11 (図Ⅳ－9 図版13-4 ･ 5)

位置・立地:N44

規模:0.16/－×0.16/－×0.10

平面形：円形

確認・調査：Ⅲ層調査中に褐灰色の部分がみられた。半裁し、灰の集中であることを確認した。
遺物出土状況：遺物は出土していない。

時期：検出した層位から擦文時代のものと推測している。 （山中） ’
F-12 (図Ⅳ－9 図版13-6， 14-1)

位置・立地:F45,台地上に位置する。

規模：0.32／－×0.20／－×0.12

確認．調査：Ⅲ層中で確認した。平面形は楕円形で、断面の形はレンズ状を呈する灰集中である。
遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から擦文時代の時期が考えられる。 （笠原）

F-13 (図Ⅳ－9 図版14-2 ･ 3)

位置・立地:F37、台地上に位置する。

規模：0.38／－×0.36/－×0.08

確認・調査：Ⅲ層中で確認した。平面形は円形で、断面の形はレンズ状を呈する。この場で形成され
た焼土と思われる。フローテーションによる選別作業の後、植物遺体の同定を行った。その結果、ア
カザ属の炭化種子が検出された。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から擦文時代の時期が考えられる。 （笠原）
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2 m層の調査

F－14 （図Ⅳ 9 図版14-4 ･ 5)

位置・立地:H38

規模：0.48／－×0.28／－×0.06

平面形：楕円形

確認・調査：Ⅲ層調査中に、にぶい赤褐色の部分がみられた。半裁し、焼土であることを確認した。

遺物出土状況：遺物は出土していない。

時期：縄文時代～擦文時代のものと推測している。 （山中）

F-15 (図Ⅳ－9 図版14-6， 15-1)

位置・立地:L37、台地上に位置する。

規模:0.52/－×0.38/一×0.10

確認・調査：Ⅲ層中で確認した。平面形は楕円形で、断面の形はほぼレンズ状を呈する。この場で形
成された焼土と思われる。フローテーションによる選別作業の後、植物遺体の同定を行った。その結

果、 タデ科の炭化種子が検出された。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から擦文時代の時期が考えられる。 （笠原）

F-16 (図Ⅳ－9 図版15-2 ･ 3)

位置・立地: J36，台地上に位置する。

規模：0.52／－×0.38／－×0.10

確認・調査：Ⅲ層を調査中に赤褐色のまとまりを検出した。平面形は楕円形で、断面はレンズ状を呈
する。

遺物出土状況：遺物は出土しなかった。

時期：周辺の包含層の遺物出土状況から擦文時代の頃と推定される。 （冨永）

F-17 (図Ⅳ－10図版15-4 ･ 5)

位置・立地: L35、台地上に位置する。

規模:0.62/－×0.38/一×0.14

確認・調査：Ⅲ層上位で確認した焼土である。平面形は楕円形で、断面はレンズ状を呈する。赤褐色
によく焼けており、 この場で形成されたものであろう。

遺物出土状況：遺物は出土しなかった。

時期：周辺の包含層の遺物出土状況から擦文時代の頃と推定される。 （冨永）

F-18 (図Ⅳ－10図版15-6， 16-1)

位置・立地:H34、台地上に位置する。

規模：0.63／－×0.40／－×0.08

確認・調査：Ⅲ層を順次掘り下げ、確認した焼土である。平面形は楕円形で、断面は薄いレンズ状を
呈する。自然地形の窪みに堆積したものであろう。

遺物出土状況：遣物は出土しなかった。

時期：周辺の包含層の遺物出土状況から擦文時代の頃と推定される。 （冨永）
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Ⅳチプニー1遺跡の調査

F-19 (図Ⅳ－10図版16-2 ･ 3)

位置・立地: 134、台地上に位置する。

規模：0.60／×0.44/－×0.10

確認・調査：Ⅲ層を順次掘り下げ、遺構を確認調査中に赤褐色のまとまりを検出した。平面形は楕円
形で、断面はレンズ状を呈する。赤褐色によく焼けており、 この場で形成されたものであろう。
遺物出土状況：遺物は出土しなかった。

時期：周辺の包含層の遺物出土状況から擦文時代の頃と推定される。 （冨永）

F-20 (図Ⅳ－10図版16-4 ･ 5)

位置・立地:K31,台地上に位置する。

規模：0.50／－×0.36／－×0.12

確認・調査：Ⅲ層中で確認した。平面形は不整円形で、断面の形はほぼレンズ状を呈する。赤褐色に

よく焼けており、 この場で形成された焼土と思われる。フローテーションによる選別作業の後、植物

遺体の同定を行った。その結果、アカザ属、 タラノキ属等の炭化種子が検出された。また、動物遺体
も含まれることもわかった。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から擦文時代の時期が考えられる。 （笠原）

F－21 （図Ⅳ－10図版16-6， 17-1)

位置・立地:L32,台地上に位置する。

規模：0.92／－×0.37／－×0.12

確認・調査：Ⅲ層中で確認した。平面形は不整形で、断面の形はほぼレンズ状を呈する。赤褐色によ

く焼けており、 この場で形成された焼土と思われる。フローテーションによる選別作業の後、植物遺
体の同定を行った。その結果、キビ、 クルミ属等の炭化種子が検出された。

遺物出土状況：焼土の上面からⅦ群土器の破片が1点出土している。

時期：出土遺物等から擦文時代の時期が考えられる。

土器: 1はⅦ群、坏の破片で内面にはハケメ痕が認められる。 （笠原）

F－22 （図Ⅳ－10図版17-2 ･ 3)

位置・立地:H37、台地上に位置する。

規模:0.52/－×0.40/－×0.12

確認・調査：Ⅲ層中で確認した。平面形は不整円形で、断面の形はレンズ状を呈する。赤褐色によく
焼けており、 この場で形成された焼土と思われる。

遺物出土状況：遣物等は出土していない。

時期:周辺出土の遺物等から擦文時代の時期が考えられる。 （笠原）

F-23 (図Ⅳ－10図版17-4 ･ 5)

位置・立地:N33、台地上に位置する。

規模：0.25／－×0.20／－×0.06

確認・調査：Ⅲ層中で確認した。平面形は小型の不整形で、焼け方はやや弱い。フローテーションに
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2 Ⅲ層の調査

よる選別作業の後、植物遺体の同定を行った。その結果、 タラノキ属等の炭化種子が検出された。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から擦文時代の時期が考えられる。 （笠原）

F-24 (図Ⅳ－10図版17-6， 18-1)

位置・立地:G32、台地上に位置する。

規模：0.69／－×0.32／－×0.06

確認・調査：Ⅲ層中で確認した。平面形は不整形で、断面形は薄いレンズ状を呈する。赤褐色によく
焼けており、 この場で形成された焼土と思われる。

遺物出土状況：遺物等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から擦文時代の時期が考えられる。 （笠原）

F-25 (図Ⅳ－11 図版18-2)

位置・立地:S44･45調査区東側の台地上に位置する。

規模：0.80／一×0.28/一×0．12

確認・調査：Ⅲ層中で確認した。平面形は不整形で、断面形はほぼレンズ状を呈する。赤褐色によく
焼けており、 この場で形成された焼土と思われる。フローテーションによる選別作業の後、植物遺体
の同定を行った。その結果、炭化種子が検出された。 また、動物遺体も含まれることもわかった。
遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から擦文時代の時期が考えられる。 （笠原）

F-26 (図Ⅳ－11 図版18-3 ･ 4)

位置・立地:R46、台地上の河道跡との縁辺部に位置する。

規模：0.58／－×0.52／－×0.16

確認・調査：Ⅲ層下位で確認した灰集中である。西側に隣接してF-27がある。平面形は不整円形で、
断面形はレンズ状を呈する。フローテーションによる選別作業の後、植物遺体の同定を行った。その
結果、ニワトコ属、 タラノキ属等の炭化種子が検出された。また、動物遺体も含まれることもわかっ
た。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から擦文時代の時期が考えられる。 （笠原）

F－27 （図Ⅳ－11 図版18－5 ． 6)

位置・立地:Q46、台地上の河道跡との縁辺部に位置する。

規模：0.28／一×0.22/－×0.10

確認．調査：Ⅲ層下位で確認した灰集中である。東側に隣接してF-26がある。平面形は不整円形で、
小さい。F-26と同種のものと思われる。フローテーションによる選別作業の後、植物遺体の同定を
行った。その結果、炭化種子が検出された。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から擦文時代の時期が考えられる。 （笠原）
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Ⅳチプニーl遺跡の調査

F－28 （図Ⅳ－11 図版19-1 ･ 2)

位置・立地:R35

規模:0.14/－×0.12/－×0.08

平面形：円形

確認・調査：Ⅳ層除去中に灰褐色の部分がみられた。半裁し、灰の集中であることを確認した。灰と
Ⅳ層の間にはⅢ層の土が薄く堆積していた。

遺物出土状況：遺物は出土していない。

時期：縄文時代晩期～擦文時代のものと推測している。 （山中）

b｡集石

S-1 (図Ⅳ－11 図版22-5 ･ 6)

位置・立地:P35,台地上の河道跡との縁辺部に位置する。
規模: 1.84/－×0.80/－×－

確認・調査：Ⅲ層中で確認した礫集中である。南側に隣接してF－

’

lがある。被熱の認められるもの

が一部に認められる。表Ⅳ－1に礫一覧を記した。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から擦文時代の時期が考えられる。 (笠原）

~
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2 Ⅲ層の調査

（2） 包含層出土の遺物

a.土器（図Ⅳ-16～23)

Ⅲ層の調査で出土した遺物は土器、石器等合わせて10,221点である。このうち土器が9,382点、石
器等が838点である。内訳はⅦ群土器が7,399点と最も多く、全体の約72％を占める。
次いでV群c類土器が1,758点（約17％)、Ⅵ群土器が169点（約2％） となっている。この他にもア
イヌ文化期の金属製品が14点出土している。

Ⅲ層から出土した擦文土器は甕型土器と坏型土器で、高坏や鉢、壷、甑などは出土していない。
Ⅶ群土器の分布傾向として、調査区中央のMラインより北西側と中央より東側河道跡との縁辺部に

濃く分布している。主体となる遺構である焼土と分布域がほぼ重なる。他の時期の分布を見ると、Ⅵ
群土器ではF33･G33グリッドにおいて集中している。V群c類土器は調査区のほぼ中央から北西側
と河道跡との縁辺部の東側に集中している。また、Ⅶ群土器の中には、調査区中央Mラインから北西
側で、土器の集中域が5カ所検出された（図Ⅳ－12･ 13)。
出土した土器のうち、器形を知り得たものについては図化し、その他の特徴的な土器片については

拓影をとって図示した。

Ⅶ群土器（図Ⅳ－16-1～図Ⅳ－21-76図版32～42)

l～53は甕型土器である。このうちの21個体を復原した。 1は中型の甕で口唇端部には凹みがある。
胴部境界部分に段を持ち、肩以下胴部は徐々にすぼまり底部へと至る。全体の形状は細身である。器
面調整はミガキが主体となる。 2はやや小型の甕で器体の歪みが著しい。頸部には横走する沈線を.も
ち、口唇端部には凹みがある。器面調整はミガキが主体で、底面には木葉痕がある。 3はL42、遺物
集中2から出土した。頚部に横走する沈線をもち、頚部から口縁部にかけてやや大きく外反する。口
唇端部には凹みがある。胴部から下端部を欠失する。器面調整はハケメである。 4は頸部に横走する
浅い沈線を持ち、頚部から口縁部にかけて大きく外反する。肩以下の胴部は徐々にすぼまり底部へと
至る。全体の形状は細身である。器面調整はハケメで、底部は丁寧な調整が施されている。 5はG33、
遺物集中5から出土した。大型の甕で口縁の外反は強く、頚部に横走する沈線があり、口唇端部には
凹みがある。器面調整は内外面とも頸部から口縁部にかけてはヨコナデで、胴部はハケメ調整である〔
6は頚部に横走する沈線をもち、口唇端部には凹みがある。器面調整は外面ハケメ後ミガキ調整が施
され、内面はハケメ調整である。 7はL42、遺物集中2から出土した。頚部から口縁部のみ残存する
もので、頚部には横走する沈線をもち、口唇端部には凹みがある。 8は頸部から口縁部にかけて横走
する沈線が密に施され、器面調整はミガキが主体となる。焼成具合が堅地である。 9は全体の約半分
を欠失する。頚部から口縁部にかけて沈線が密に重ねられ、器面調整はミガキが主体となる。 10も全
体の約半分を欠失する。 lと同様で同部境界部分に段があり、口唇端部には凹みを持つ。器面調整は
ミガキが主体である。 11はK34、遺物集中3から出土した。頸部から口縁部にかけての外反は弱く、
沈線等はない。口唇端部は丸型で、底面には木葉痕がある。器面調整は頸部から口縁部にかけてはヨ
コナデ、胴部はハケメ調整である。 12は頸部から口縁部にかけて欠失する。器面調整はハケメ調整で
ある。 13は小型の甕で台地部と河道跡との境の斜面直下から出土した。頸部から口縁部にかけて横走
沈線を持ち、口唇端部は丸型である。底面には木葉痕がある。器面調整は外面がハケメ調整主体で、
内面はナデ調整である。 14は頚部から口縁部にかけて浅い横走する沈線があり、口唇端部は丸型であ
る。器面調整はハケメが主体である。 15は頚部から口縁部にかけて横走沈線を持ち、口唇端部は丸型
である。底面に笹の葉の圧痕がある。 16は3分の1程度残存しているもので、頚部にハケメ状の浅く
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2 m層の調査
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Ⅳチプニーl遺跡の調査
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やや不規則な沈線が巡っている｡ 17は胴部から下端を欠失している。口唇端部にはキザミがあり、口

縁部には浅い不規則な沈線が巡っている。器面調整は頚部から口縁部にかけてはヨコナデ、胴部はハ
ケメ調整である。 18の底面には木葉痕があり、残存する部位の調整はハケメが主体である。

19～21は底部のみ残存するもので、 20の内面は内黒処理が施されている。 20･21には木葉痕がある。
22～29はいわゆる刻文土器である。30～37もこれら刻文土器の胴部破片と思われる。

22～29は胴部上半から口縁部にかけて貼付帯や刻線文などを施文するもので、貼付帯を有するもの

は上面にいずれも馬蹄形の押捺が施文されている。24はE46、遺物集中lから出土した。

30～37は胴部貼付帯から下端部の破片で、器面調整はハケメが主体である。30．31 ．33は貼付帯の
痕跡を残す。38～43は口縁部の破片でいずれも口唇端部に凹みがある。44～45は頚部に横走する沈線
がある。46．47は口唇端部が丸型のもの。48は器壁が非常に薄く、口唇端部は尖る。

49の口唇端部には刺突があり、 50の口唇端部にはキザミがある。 51 ･52は同一個体で馬蹄形の押圧
が施される。53は深い横走沈線をもつ。

54～76までが坏型土器である。このうち54～68は輪積みのものである。また、内面の調整に内黒処
理が認められないものは58･61 ･62･64･66があり、他はすべて内黒処理が施されている。 54･55 ･

56は体部に段もしくは一条の沈線が見られるもので、56の底部には台が付く。器面調整はいずれも内
外面ともヘラミガキされ、内面は黒色処理される。57．58は小型のもので58は口縁部と底部に横位沈
線が巡る。61 ．63は輪積みの痕跡の凸凹が顕著である。63．64は底部付近に一条の沈線が巡り63の器
壁は薄手である。62は底面に木葉痕がわずかに残る。65はやや大型で底面を欠失する。67は底部から

’

器壁が薄く口唇の立ち上がりが直線的である。69．70はロクロ整形の坏で回転糸切り痕が残る。69は
71～76は坏の破片 で

端部は薄く尖る。70は二次焼成を受けていると思われ、内外面の剥離が著しい。71

ある。71は一条の沈線があり、内黒処理が施される。焼成具合は堅地である。72～

の凸凹が顕著なもので、 ともに内黒処理の痕跡は認められない。72．73の口唇端部

72～74は輪積みの痕跡

は丸〈肥厚 し、同
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Ⅳチプニーl遺跡の調査

一個体と思われる。75．76は内黒処理が施され、焼成具合は堅地である。
Ⅵ群土器（図Ⅳ-22-77～81 図版43)

F33･G33グリッドを中心に出土した。後北C2～D式土器に類する土器を掲載した。77～81は主に

貼付けによる微隆起や三角形の刺突列、帯縄文で文様が構成されるものである。また、口唇端部には
棒状工具による刻み目が施されている。いずれも焼成具合が堅地である。
V群c類土器（図Ⅳ-22-82～図Ⅳ－23－98図版43．44）

調査区の中央部Mライン付近より北西側と河道跡との縁辺部の東側に集中している。これらはすべ
て縄文時代晩期後葉の大洞A式に相当するものと思われるが、磨滅等の著しいものもあるため、時期
の判別しがたいものも含まれている。

82はG31グリッドから出土した浅鉢型の土器である。口唇に3カ所の突起を有し、それぞれを施文
頻度や大きさなどで作り分け、器形に前後左右の方向を持たせる傾向がある土器である。口唇には縄
線文と棒状工具による刻みが加えられ、器面にはLRの縄文が施されている。

83．84はともに口唇端部が縄文で刻まれている。83の内面には沈線と縄の圧痕が施されている。
85．86は突起を有するものでともに地文はRL斜行縄文である。85の突起と突起の間には縄の圧痕が
ある。87は口唇が指頭により押圧され、突起の内面には、縄文が施される。

88は口縁部に横走沈線を施し、口唇の外縁には刻みがある。89～91は同一個体と思われるもの。
波状口縁の突起部分は挟られている。地文はLR縄文で波頂部の直下には沈線が菱形に施されている《
92の突起下の口縁部には貫通孔があけられている。93は口唇端部にも縄文が施され、外反する。
94は口縁部に無文帯を挟んで刺突文が施された突起片で、口唇部には棒状工具による刻みが加えられ
ている。95～97は体部破片で、 95 ．97はRL、 96はLRの地文が施されている。

98の底面には工具による調整痕が認められる。 （笠原）
焼成粘土塊（図Ⅳ－23図版27－4， 44－2）

99はG34グリッドのⅢ層下位より出土した指頭圧痕のある焼成粘土塊である。

出土層位がTa-c直上のⅢ層下位であることから時期は縄文時代晩期から擦文時代の範嶬が考え
られる。指先が下に位置する様に実測図を展開した。 （笠原）

｜
’
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図Ⅳ－16 Ⅲ層出土の土器（ 1 ）
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Ⅳチプニーl遺跡の調査
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Ⅳチプニーl遺跡の調査

表Ⅳ－2Ⅶ群土器属性表（ 1 ）

大きざ(cm) | 器面調整
口径｜ 高さ ｜底径’ 外面 ｜ 内面|図番号’図番号 備考施文器種番号

口唇凹面もつ
~

胴部境界に段持つ‐
メ

一
ア

ケ

ナ

ハ

ラ

コ

ヘ

ヨ

↓

ハケメ

→ヘラミガキ

甕 (21.7) 25. 1 7-3Ⅳ－16

･底部木葉痕

･穿孔

･口唇凹面もつ

･焼成キレイ

頸部横走沈線ヨコハケメ(17.3)甕 6.8 ハケメ

→ヘラミガキ

底部器面ナデ

調整

18.32Ⅳ－16

ヨコハケメ ｜頸部横走沈線 ｜口唇凹面もつⅣ－16 1 31 甕 | (260)I(16.3) | (-) |ハケメ

頸部横走沈線 ､底部ていねいな

調整

･穿孔

ヨコハケメ(28~6）甕 27．6 7.0 ハケメ4Ⅳ－16

頸部横走沈線 口唇凹面もつ(34.7）
キガ

ー
ー
／
『
、
、

＋

ノ

↓

甕 38.2 10.2 ハケメ５Ⅳ－16

Ⅳ－1丁' 611 甕 ｜ (249) ’ 280 1 73 1ハケメ→ﾐｶﾞｷ|ヨコハケメ ｜頸部横走沈線 ｜口唇凹面もつ
･口縁のみ

･口唇凹面もつ

横走沈線(－） ヨコナデ(－）甕 (－） ハケメⅣ－16 ７

頚部～口縁横走沈
線

口唇凹面もつヨコミガキヘラミガキ甕 6.720.5 23.68Ⅳ－17

口唇凹面もつ頸部～口縁横走沈
線

(21.5) (21.5) (－） メケ

キ

ハ
ガ

コ

ミ

ベ

ヨ
↓

？

→ミガキ

甕9Ⅳ－17

口唇凹面もつ胴部境界に段持つ(－）(2L5) ハケメ

→ヘラナデ

甕 (－） ハケメ

→ヘラミガキ

10Ⅳ－17

底部木葉痕

なし

域
一
軸

ヨコハケメ

ヨコハケメ

甕
一
甕

(21,7)| 228 1 7.6 1ハケメ
(-) I(25.l) | (107) |ハケメ

７

７

１
１

Ⅳ

Ⅳ

Ⅱ
｜
吃

底部木葉痕頸部～口縁横走沈
線

甕 (130) ハケメ
■一一、~－，

ヘフナフー12.0 6．3Ⅳ－17 13

頸部～口縁横走沈
線

底ハケメ甕 ハケメハケメ5．813.3 11.4Ⅳ－17 14

底部笹葉圧痕？頸部～口縁横走沈
線

(7.0)甕 (189) ハケメ

→ミガキ

18.0Ⅳ－17 15

口唇凹もつ頸部浅い沈線(20. 1) (－）甕 (23.8）
－1~一､

'、フナフーハケメ

→ヘラナデ

16Ⅳ－17

口唇端キザミ口縁沈線(16. 1) ( ）甕 ハケメ ハケメ

→ミガキ

17
』~U 28.4Ⅳ－18

底部木葉痕(19.9)
r一、
、 ノ

(90) |ハケメ
(－） ｜ヘラナデ

甕
一
甕
一
甕
一
甕

r ）
一

(－）

》
・
~
~
余
・
~

一
プ
ー
フ

ナ

ナ

コ

ー

フ

ヨ

ヘ

岬
一
吋
一
吋
一
恥

旧
一
旧
一
別
一
別

底部木葉痕

底部木葉痕

･貼付帯

→馬蹄形圧痕

･綾杉状沈線

･縦位沈線(区画）

･横位沈線

穿孔

口縁部貼付ミガキ

(25.6）甕 (27~0） (－） ハケメ
キガ

一
手
／
、
、
、

＋

／

↓

22Ⅳ－18

穿孔･刺突

･貼付帯

→馬蹄形圧痕

･横位沈線を縦位

沈線で区画

･横走沈線

ヘラナデ

内黒処理

(15.6) (12.8）甕 (－）Ⅳ－18 23

･口縁部貼付

･口縁部連続する

刺突

･横走沈線で区画

･胴部刺突あり

･縦位方向の沈線

で区画、刺突あり

．貼付帯

→馬蹄形圧痕

甕 ナデⅣ－18 24
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2 Ⅲ層の調査

１
１

表Ⅳ－2 Ⅶ群土器属性表（2）

号|蕊｢日課罰可冒息{~外画需副詞需
器面調整一器種|図番号’図番号 番号 施文 備考

~~

甕Ⅳ－19 25 ハケメ ？

~~→ヨコナデ
･貼付帯

→馬蹄形圧痕

･横位沈線を縦位
沈線で区画

･綾杉状沈線
横位沈線で区画

甕Ⅳ－19 26 内黒処理ハケメ 貼付帯

→馬蹄形圧痕

穿孔

Ⅳ－19 甕27 ナデ後ミガキ ･口縁部キザミ

･横位沈線を縦位
沈線で区画

･綾杉状沈線
９

９

１

１

Ⅳ

Ⅳ

甕
一
甕

羽
一
羽

一
線
同
ｔ

疋
槻

２
杉

叱
綾

キ

キ

ガ

ガ

、
ペ
ヘ
ベ
『
『

後

後

一
ナ
ー
ア

ナ

ナ

穿孔
Ⅳ－19 甕30 ハケメ ？

~--･ミガキ
甕Ⅳ－19 31 ハケメ ナデ

→ミガキ？

貼付帯痕

甕Ⅳ－19 32 ナデ

→ミガキ

ハケメ

甕Ⅳ－19
の句

00 ハケメ ナデ

→ミガキ？

貼付帯痕

Ⅳ－19 1 341 甕 ハケメ ナテ

甕Ⅳ－19 35 ハケメ メ
デ

ケ

ナ

ハ
↓

９

９

１

１

Ⅳ

Ⅳ

甕
一
甕

調
一
訂

ハケメ

~ハケメ
ナデ

~ハケメ
甕Ⅳ－20 38 ナデナテ ･口縁のみ

･口唇凹面もつ
Ⅳ－20 甕39

メケ、ノ
ー

プ

ー
ア
々
／

一

~

う

４

ノ

｜

、

一

．弓一半二F
一ｰ~ノ~ノ~ ･口縁のみ

･口唇凹面もつ
Ⅳ 20 甕40 ナデ ヨコナデ ･口縁のみ

･口唇凹面もつ
甕Ⅳ－20 ヨコナデ

→タテハケメ

41 ヨコナデ 口唇凹面もち、内
側に張り出す

Ⅳ－20 1 421 甕 ヨコナデ ｜ヨコナデ 口唇角形もつ
甕Ⅳ－20 43 ナデ

ー→ハケメ

ヨコナデ 口唇凹面もつ

Ｉ

甕Ⅳ－20 44 一
ア
メ

ナ

ケ

コ

ハ

ヨ

↓

頸部横走沈線ハケメ

甕
一
甕
一
甕
一
甕
一
甕
一
甕

甕

Ⅳ－20 45 ヨコハケメ ｜ヨコハケメ ｜頸部横走沈線 ｜口唇凹面もつ
Ⅳ－20 46 ナデ

→ハケメ

ハケメ 口唇丸みもつ

州
一
吋
一
脚
一
吋

岬
一
嶋
一
鞘
一
別

礎
一
婦
一
帰
一
僻

犀
一
癖
一
舟
一
掃

口唇丸みもつ

口唇削る

口唇刺突

口唇キザミ

横位沈線

甕Ⅳ－20 51 馬蹄形押圧

斜格子状沈線
甕Ⅳ－20 52 ･馬蹄形押圧

･横走沈線

No.51と同一個体

甕Ⅳ－20 53 ハケメ ･鋸歯状沈線

・深い横走沈線

Ⅳ－21 1 541 坏 | (16.0) | (6.3) | (7.3) |ヘラミガキ ｜ナテ 段あり 焼成キレイ
Ⅳ－21 坏55 12.4 6．4 7.3 ヘラミガキ 段ありヘラミガキ

内黒処理

坏 (15.0)Ⅳ－21
『ーn

OO (7.2） (7.0) ヘラミガキ 横位沈線ヘラミガキ

内黒処理

台つき

Ⅳ－21 坏57 (－）8.8 ヘラミガキ4．4 ヘラミガキ

内黒処理

－RQ
uJ



Ⅳチプニーl遺跡の調査

表Ⅳ－2Ⅶ群土器属性表（3）

「備考 ’備考大きさ (cm) 器面調整

口径｜高さ ｜底径’ 外面 ｜ 内面
(9.5） ’ （3.6） ’ 4．9 1へラミガキ ｜ヘラミガキ 朧

施’|図番号|番号’番号図番号 文器種

－

Ⅳ－21 581 坏

ヘラミガキ

内黒処理

(6.0） ヘラミガキ(12. 1) (5.3）坏59Ⅳ－21

ヘラミガキ

内黒処理

(一） ヘラミガキ(6.0)坏 12．960Ⅳ－21

ヘラミガキ

ヘラミガキ

6.0 1ヘラミガキ

(8.0） ｜ヘラミガキ

坏
一
坏

地
一
咽

15.3

~(139)
剛
一
塊

Ⅳ－21

~Ⅳ－21 底部木葉痕

穿孔横位沈線ヘラミガキ

内黒処理

(6.4） (8.0) ヘラミガキ坏 14.463Ⅳ－21

穿孔風I 坏 l l5.0 16.8 I(6.5) |ヘラミガキ ｜ヘラミガキ~Ⅳ－21
ヘラミガキ

内黒処理

ヘラミガキ(7.3）坏 16.865Ⅳ－21

ヘラミガキヘラミガキ(7.2）(15.6) 8.0坏66Ⅳ－21

ヘラミガキ

内黒処理

(6.5） ヘラミガキ(7.4）(15.0)坏67Ⅳ－21

底部指頭圧痕ヘラミガキ

内黒処理

ヘラミガキ(13.4)坏 6.3
戸勾

0．J68Ⅳ－21

･穿孔

･口縁部尖る

｡回転糸切り痕

回転ナデ

内黒処理

回転ナデ(5.0)(12.0) (60)坏69Ⅳ－21

｡回転糸切り痕

｡二次焼成

回転ナデ回転ナデ(15.7) 6.0坏 6.070Ⅳ－21

段ありミガキ

内黒処理

ミガキ坏71Ⅳ－21

口唇肥厚するヘラミガキ ｜ヘラミガキⅣ－21 1 721 坏
･口唇肥厚する

･No.72と同一個

体？

ヘラミガキヘラミガキ坏73Ⅳ－21

ヘラミガキ ｜ヘラミガキⅣ－21 1 741 坏
口唇尖るヘラミガキ

内黒処理

ヘラミガキ坏
勾戸

jOⅣ－21

ヘラミガキ

内黒処理

ヘラミガキ坏76Ⅳ－21
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2 ⅡI層の調査

b.石器等（図Ⅳ-25～28図版50･51)

剥片石器27点、礫石器17点、石製品1点、 フレイク173点、礫620点が出土している。石雛が最も多

い。どの石器も散発的に出土しているが、調査区南西側ではフレイクや剥片石器がややまとまってい

る。剥片石器の素材は黒曜石がほとんどで、頁岩はわずかである。礫石器の素材には安山岩、砂岩な

どが用いられている。なお石器全体の割合には、石製品、 フレイク、礫は含めていない。

石鑑（図Ⅳ－27-1～9)

14点出土しており、石器全体の31.8%を占める。 9点を図示した。 l～5は無茎のもの。 l ･ 2は

小型のもので平基。 lの縁辺には微細剥離痕が連続している。 3は平基。 4 ． 5は長身のもの。 4は

平基、 5は凹基。 6～9は有茎のもの。 6は平基。 7～9は凸基。 3 ． 4は頁岩製で、他は黒曜石製。

石錐（図Ⅳ－27-10･ 11)

2点出土しており、石器全体の4.5％を占める。 2点とも図示した。 10･ 11は剥片の一端に錐部を

作り出している。 ともに錐部は磨耗している。 10は珪質頁岩製、 11は頁岩製。

スクレイパー（図Ⅳ-27-12～14)

4点出土した。石器全体の9.1%を占める。 3点を図示した。 12は両面の周縁に加工がなされ、尖

端部が作Iﾂ出されている。 13の刃部の反対側には原礫面（角礫）がみられる。 14の刃部はやや鋸歯状

である。基端部に向かって微細剥離痕が連続する。 12． 13は黒曜石製、 14は頁岩製。

石製品（図Ⅳ-27-15）

異形石器が1点出土した。両面とも加工されている。一端を折損する。黒曜石製。

たたき石（図Ⅳ-27-16～18)

12点出土しており、石器全体の27.3%を占めるが、 これは破片の点数である。接合したものを含め

3点を図示した。 16･ 17は凹部がみられるものである。 ともに接合している。 16の凹部は縦に広がっ

ている。 18は扁平ぎみの円礫の側縁に敲打痕がみられる。 16． 18は安山岩製、 17は不明。

加工痕のみられる礫（図Ⅳ－27 19)

4点出土しており、石器全体の9.1%を占める。 19は3点が接合して扁平な円礫になったものである。

全体に被熱しており、側縁には剥離が連続するが、加工痕・使用痕なのか、焼け弾けなのか判然とし

ない。砂岩製。

接合した礫（図Ⅳ－27 20－21）

20･21は接合した礫である。20は接合して扁平ぎみの円礫になったものである。21は全体に被熱し

ており、焼け弾けかもしれない剥離がみられる。20は珪岩、 21は砂岩。 （山中）

Ⅲ層出土の小礫について（図Ⅳ-28）

Ⅲ層調査中にR30･31付近において、小型の礫が散在している箇所を確認した。礫一個の大きさは

平均約3cm前後で、円礫が多い。出土状況から規則性等は認められない。礫の詳細を表Ⅳ－3に示

した。 （笠原）

－61



弓 串 軋 Ⅲ Ｉ 胃 曄 雲 ｓ 当 崩

〃
０

３
０ －

４
4
5

3
5

３
、

／
／

F肩
｢剰
靭

師

1

4
1

H
一

H

~
~
1
1
2

二
E ２７

1 1

2
２ ’ １

3
1

1
2

1

2
~
~

１
1

1

６ ４

２ ７

３
３ ６

２ １

１
９

３ ４

１

１
２

１ １
４

~

６ ｌ ４

ｒ
狸 ７

３
91

２ １

31

6
７’

4214

３
1

1
M

M

２
~~

~

1
1

２ ２

2
1

1
1 ，｜

，|
，|

，'
1

‘|
§

~~

３

2
1

’
２

1

’４

~
２

１

1

6
４ ’ ３

３
’

2
1

4
1

1

可
二I

コ
ニ

３ ４

１ ９

１ ｜ 肥

1

1
R

R
一

’ ３
’ １

２ ４

I
2

3
6

－

~
121

§l
1l

l
1l

1

ノ
1
6

1
5

9
2

③い
石
器
礫
合
計

／
／
／
／

4
0

4
5

0
3
5

３
３

H
一

H

1
~

1

M
M

1

、 １ Ｊ

～ 』

R
一

、
R

R
フ
レ
イ
ク
○
U
フ
レ
イ
ク

ス
ク
レ
イ
パ
ー

図
Ⅳ
－
2
5
Ⅲ
層
石
器
等
出
土
分
布
図
（

1
）



1
3
0

3
5

4
0

4
5

~－
－
－
1F
一
一
一
-1
5-
--
ｺ

｜
｜

，
1

‐
~
「
‐

’
@

フ
，

，
86’

1
1

6
1

1
1

2

2
1

1
1

1
5

2

1 3

2

l
l

1

，
11

3
｜ ,

2
,

．
0

司
兵
Y
ｰ

1
H

H
一

1
~

1

M
M
一

○
1

○
1

○
1

R
R

、

）
○
1

1
３

〆

３ ．

ｌ ｏ Ｑ ｌ

フ
レ
イ
ク

た
た
き
石
○
加
工
痕
の
み
ら
れ
る
礫

０ １
４

3
0

3
5

3
0

3
5

4
0

F
丁
一
司
一
｢
一
戸
1
－
丁
司
一
戸
-
｢
司
司
司
一

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
，
l
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

ゴ

1

~

4
5

31
11

11
1

｜ 「
－
F
司
司
下
一
T
一

琴
1

1
’

’

~
ト

1
1
3

22
6

１ １
両

~
~

2
3
3
3
9

8
1

2
４ － ７

4
H

H
一

3
2

晒

ー 下

蛆 ‐ 叩

2
２ ２

’
1

1
1

1
I

1
I

７
1
6

3
1
6

3
5

１
4

~
~
~
~

1
『 Ａ Ｏ 、~ ~

1
2

’
’

4
3

’
3
2

1
1

3
9

1
I

3
5

M
M
一

4
２ １

4
５ ２

７ １

１ １

I
’

＝
’

’
’

I

2
1

I
1

1
2

8
4

1
1

4
3

5
2

1
1

I
4

1
1

四 目 叩 Ｓ 謎 叫

■
■

■
1

３ ４

3
1

R
一

R
一

1
4

｜
｜
l
l

l
l

l
l

l
l

l
_
L

|
|

|
|

|
|
I

|
|

|
|

|
|

2
3
6

3
I

肥 ２

９ ８

迩 型

2 l21
51

1
l

5
1

1
3

9
3

’

礫
石
製
品

図
Ⅳ
－
2
6
Ⅲ
層
石
器
等
出
土
分
布
図
（
2
）



Ⅳチプニーl遺跡の調査
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2 Ⅲ層の調査
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Ⅳチプニーl遺跡の調査

C.鉄製品（図Ⅳ－29･30表Ⅳ－4 図版30･55･ 56)

Ⅲ層上面からは鉄鍋や刀子など合わせて14点の鉄製品の破片が出土した。鉄製品の出土分布は、焼

土や土器集中とは重ならず、 また器種別の分布のかたよりもない。このことから生活の場の中で残さ

れたものととらえることができる。時期はほとんどが榑前a降下直前のアイヌ文化期のものであろう、

鉄製品の一覧を表Ⅳ－4に、主要な遺物の実測図を図Ⅳ-30に掲載した。

l～3は刀子である。 lは完形品で刃の長さは17cmである。X線による観察では刃部中央に使用

による減りがみられる。 2 ． 3は刀子の折損品である。 2は半分に割れ、その一方が折れ曲がってい

る。またもう一方の破片には礫が刃部に食い込んで融合している。両破片とも接点はないがまとまっ

て出土したことから、 ｜司一個体と考えられる。折れ曲がったものはつぶれがみられることから、たた

き整形されたものであろうか。鉄素材として再利用する可能性が痕跡として見られるのはこの1点の

みである。 3は刀子の茎である。 目釘孔の部分で折損している。

4～6は鉄鍋の破片である。L-39区周辺で出土し、 l個体に接合する。 4は2点が接合した口縁

部の破片で、口唇部が内傾して内側に端部が肥厚する。口縁は屈曲外反する形状である。 5は口縁部

を欠いた胴部から底部にかけての破片である。胴部はゆるやかに立ち上がっている。 6は底部の破片

で、一文字湯口が残存している。いずれも内耳鉄鋼の部分と思われる。

他に鉄鍋片の細片2点と釘の細片が2点、劣化が著しい器種不明の破片が3点、計7点の鉄製品が

出土している。出土した鉄製品は、いずれも転用や再利用の目的で埋納されたものではなく、各区か

ら放置された状態に近い出土状況の印象をうけた。

遺物は（株）ニツテツ・フアイン・プロダクツに依頼して保存処理をおこなった。脱塩方法は0.2％

水酸化リチウム・アルコール溶液に20日浸漬、強化はNAD-10を樹脂含浸に使用した。

(冨永）
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3 V層の調査

3 V層の調査

（ 1 ） 遺構と出土遺物

a.土墳

P-1 (図Ⅳ－32 図版7－1～3， 31-1)

位置・立地: I･ J44台地上の縁辺部に位置する。

規模: 1.30/1.24×0.96/1.00×1.02

確認・調査:V層上面で円形の黒色土の落ち込みを確認した。そこで土層観察用のベルトを設定して

掘り下げを行なった。確認面から約1m程掘り下げたところでⅧ層を浅く掘り込んだ曠底を確認した。

曠底の北側には土器片がほぼ長軸方向に重なるように出土した。平面形は楕円形を呈し、覆土は主に

En-Pの混じる．層の腐植土とEn-Lの混じる褐色土で構成されている。

遺物出土状況：曠底からⅣ群b類の土器片が6点出土し、接合された。

時期：出土した遺物から縄文時代後期中葉と考えられる。

掲載遺物：土器 1は口縁部の破片で地文はLR縄文。口唇部にも縄文の押圧がある。 （笠原）

P-2 (図Ⅳ－32図版7－4， 8－1 ･ 2)

位置・立地: L43･44，台地上の縁辺に位置する。

規模: 1.04/1.00×0.78/0.62×0.78

確認・調査：平面形は楕円形、中型の土曠である。V層除去後のⅥ層上面にて、調査杭の直下にEn

-a軽石を大量に含む遺構のプランを確認した。土層観察用に遺構を半割して、壁を確認しながら曠

底面まで順次掘り下げた。覆土にはV層～Ⅷ層の土壌が折り重なり、埋め戻しによる土層の堆積が観

察された。擴底近くでは土壌がやや赤褐色化し赤色顔料の可能性を視野にいれ調査したが、面的に明

瞭な顔料散布の痕跡はみられなかった。曠底では人が屈葬された痕跡のような灰色のシミで、やや粘

性のある細粒土が確認されたが、歯や骨の痕跡はみられなかった。遺構の性格があくまで推測の域を

でないため、曠底近くの土壌を採取し水洗選別したが遺物は回収できなかった。更に土壌資料の脂肪

酸分析を依頼したが良好な結果は得られなかった。

遺物出土状況：遺物は出土しなかった。

時期：Ⅵ層にてプランを確認したことから、縄文早期の頃と推定される。埋め戻しによる土居の堆積

から墓擴ではないかと考えている。 （冨永）

b. Tピット

TP－1 (図Ⅳ－33図版9-1 ･ 2)

位置・立地:N･044台地上の縁辺部に位置する。

規模：2.25／2.20×0.54/0.18×0.88

確認・調査：Ⅵ層調査中に風倒木痕と切り合う楕円形の黒色土の落ち込みを確認した。短軸方向に半

裁して坑底の確認を行いTピットであると判断した。覆土は主にEn-Lの混じる黒色士と榿色土で

構成され、坑底直上には黒褐色土が薄く堆積する。掘り込み面は覆土の腐植土からV層中と考えられ

る。長軸方向は等高線とほぼ並行する。

遺物出土状況：遺物等は出土していない。

時期：周辺の遺物出土状況などから縄文時代後期中葉から晩期の時期か考えられる。 （笠原）
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3 V層の調査

TP－2 (図Ⅳ－33図版9-3 ･ 4)

位置・立地:R36、台地上に位置する。

規模：2.68×0.58／2.34×0.16/1.54

確認・調査：Ⅶ層調査中、風倒痕に挟まれた黒色土の落ち込みを検出した。風倒痕と重複するため、

短軸方向をトレンチにて断ち割り、曠底まで検出し風倒痕でないことを確認した。その後は土層の堆

積を確認するため半割して調査をおこなった。平面形は長楕円形を呈する大型のピットである。覆土

は下位に黒色の腐植土が堆積する。掘り込み面は覆土の腐植土からⅥ層中と考えられる。

遺物出土状況：遺物は出土しなかった。

時期：周辺の遺物出土状況から縄文時代の範嶬と考えている。 （冨永）

C.焼土

F-29 (図Ⅳ－34図版19-3 ･ 4)

位置・立地:Q40,台地上に位置する。

規模：0.30／－×0.23／－×0.08

確認．調査:Ta-c除去後のV層上面で、最初に確認された炭化材の残る焼土である。赤褐色土に

良く焼けており、 この場で形成されたものと思われる。採取した炭化材について放射性炭素による年

代測定を行なったところ、補正年代で1810±10y. B. P. (Beta-163052)の値が得られた。この結果

はTa-c降下軽石堆積物との新|日関係が逆転している。なお、炭化材は樹種同定の結果、 コナラ属

であった（Ⅳ 4 ･ d)。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：年代測定の結果から続縄文時代の時期が考えられる。 （笠原）

F-30 (図Ⅳ－34 図版19-5 ･ 6)

位置・立地:E46、台地の縁に位置する。

規模:0.14/－×0.08/－×0.04

平面形：楕円形

確認・調査:V層上面で明赤褐色の部分がみられた。半裁し、小規模な焼土であることを確認した~

遺物出土状況：遺物は出土していない。

時期:V層上面であることから、縄文時代後期～晩期のものと推測している。 （山中）

F－31 （図Ⅳ－34図版20-1 ･ 2)

位置・立地:R34･35

規模：0.32／－×0.30／－×0.05

平面形：円形

確認・調査：Ⅳ層除去後に明赤褐色の部分がみられた。半裁し、焼土であることを確認した。焼土の

l層と2層の層界は明瞭である。 2層には小さな炭化材が混じる。

遺物出土状況：遺物は出土していない。

時期：Ⅳ層の直下であることから、縄文時代後期～晩期のものと推測している。 （山中）
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IVチプニーl遺跡の調査
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5 ：黒色土(lOYR2／1 ) 堅密度軟､粘着性中｡ En Lわずかに含む。

6 ：褐色土(7.5YR4／3） 堅密度堅、粘着性弱。En－L・P含む。 c、

7 ：黒褐色土(7~5YR3／l） 堅密度堅、粘着性弱。 En P多屋。
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4 ：明褐色土(7.5YR5／6）

5 :暗褐色度(7.5YR4／4）

6 :明褐色土(7.5YR5／6）

7 ：暗褐色度(7~5YR3／3）

8 ：黒褐色土(7.5YR3／l）

9 :黒色土(7.5YR2／1）

10 ：黒褐色土(7~5YR3／l ）

aj

－－ 堅密度堅､粘着性弱｡ En-P多量。

堅密度すこぶる堅､粘着性弱｡ En－P細粒多量。

堅密度すこぶる堅､粘着性弱｡ En-l｡大粒多量。 （V層ブロック混入）

堅密度すこぶる堅､粘着性中｡En－P大粒多堂。 （V層ブロック混入）

堅密度軟､粘着性中。 En P多量。
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堅密度しよう､粘着性中｡ En-P多量。

堅密度しよう､粘着性強｡En－p少量｡ (V層ﾌﾛｯｸ混入）
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図Ⅳ－32 P-1と遺物、 P－2
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3 V居の調査
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堅密度軟､粘着性中。

堅密度堅、粘着性弱。 En P含む。

堅密度軟、粘着性弱。
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Ⅳチプニーl遺跡の調査
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3 V居の調査
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Ⅳチプニーl遺跡の調査

F-33 (図Ⅳ34 図版20-5)

位置・立地: S46、台地上に位置する。

規模:0.36/－×0.30/×0.10

確認・調査:V層下面で検出した。平面形は楕円形で、断面形はレンズ状を呈する。この場で形成さ

れたものと思われる。

遺物出土状況：遺物等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から縄文時代後期から晩期の時期が考えられる。 （笠原）

F-34 (図Ⅳ－34図版20-6)

位置・立地:R45,台地上に位置する。

規模:0.32/－×0.26/×0.10

確認・調査：Ⅵ層の上面でわずかに焼土粒が散在する箇所を確認した。人為的なものかは不明である。

フローテーシヨンによる選別作業の後、植物遺体の同定を行った。その結果、マタタビ属等の炭化種

子が検出された。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から縄文時代後期から晩期の時期が考えられる。 （笠原）

F-35 (図Ⅳ－34図版21-1， 31-3)

位置・立地:G44、台地上に位置する。

規模：0.56／－×0.46/－×0.06

確認・調査:V層の下位でわずかに焼土粒が散在する箇所を確認した。人為的なものかは不明である。

遣物出土状況：焼土上面からⅣ群b類の破片が2点出土した。

時期：出土の遺物等から縄文時代後期中葉の時期が考えられる。

掲載遺物：土器 1 ･ 2はRLの地文が施され、 lは2次焼成を受けたと見られ、赤みを帯びる。

（笠原）

F-36 (図Ⅳ－35図版21-2)

位置・立地:E44,台地上に位置する。

規模:0.46/－×0.36/－×0.24

確認・調査:V層の下位で赤褐色土の落ち込みを確認した。人為的なものかは不明である。

フローテーションによる選別作業の後、植物遺体の同定を行った。その結果、炭化種子が検出された。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から縄文時代後期頃の時期が考えられる。 （笠原）

F-37 (図Ⅳ－35図版21-3)

位置・立地:K43、台地上に位置する。

規模：0.40／－×0.18／－×0.10

確認・調査:V層の下位で確認した。平面形は不整形で断面形は薄いレンズ状を呈する。漸移的に焼

けているためこの場で形成されたものと思われる。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。
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3 V居の調査

時期：周辺出土の遺物等から縄文時代後期頃の時期が考えられる~ (笠原）

F-38 (図Ⅳ－35図版21 4)

位置・立地:040，台地上に位置する。

規模：0.36／－×0.17／×0.18

確認・調査:V層の下位で確認した。風倒木による撹乱中の焼土で周囲にわずかに炭化物が含まれる‘

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から縄文時代後期頃の時期が考えられる。 （笠原）

F-39 (図Ⅳ－35図版21-5)

位置・立地:H42,台地上に位置する。

規模：2.68／－×1.25／－×0.12

確認・調査:V層中で数箇所にわたりわずかに赤褐色を呈する範囲を確認した。全体的に焼け方は弱

く、二次的に堆積した焼土の可能性が高い。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から縄文時代後期頃の時期が考えられる。 （笠原）

F-40 (図Ⅳ－35図版21-6， 22-1)

位置・立地: J44、台地上に位置する。

規模：0.42／－×0.18/－×0.12

確認・調査:V層下位でわずかに赤褐色を呈する範囲を確認した。粒状の焼土粒が混じる程度である。

この場で形成されたものではないと思われる。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から縄文時代後期頃の時期が考えられる。 （笠原）

F-41 (図Ⅳ－35図版22-2)

位置・立地: J35、台地上に位置する。

規模：0.44／－×0.40/－×0.16

確認・調査：風倒木痕の黒褐色土を調査中に確認した。比較的強く焼けているが、人為的な焼土かは

不明である。

遺物出土状況：土器や石器等は出土していない。

時期：周辺出土の遺物等から縄文時代後期頃の時期が考えられる。 （笠原）

d.柱穴様ピット

SP-1～31 (図Ⅳ－36図版23･24)

調査区中央Mラインより南側で、Ⅶ層調査中に確認した。柱穴様ピットは31カ所検出されたが、明

らかに配列や規則性等が認められるものはない。平面形は円形で、径の平均は約10～20cmである。

確認面からの深さは約10～20cmのものが多いが､最も深いもので約30cmである。掘り込みは認めら

れず、打ち込み杭である事が考えられる。また、覆土中から遺物等の出土しているものはない。時代

は縄文時代後期から晩期の時期が考えられる。性格は不明である。 （笠原）
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3 V居の調査

（2） 包含層出土の遺物

a 土器

V･Ⅵ層の調査で出土した遺物は土器、石器等合わせて5,394点である。このうち土器が4,428点、

石器等が960点である。内訳はⅣ群b類土器が2,629点と最も多く、全体の約49％を占める。

次いでV群c類土器が571点（約11%)、 Ⅲ群b類土器が166点（約3%)、Ⅳ群c類土器が116点（約

2％） となっている。最も多いⅣ群b類土器の分布傾向は調査区中央の40ラインより北側の河道跡と

の縁辺部に濃く分布している。 1 ･J44グリッドで検出されたP－1と、河道跡のH47グリッドで見

つかったP 3 (図Ⅳ-54)はいずれもⅣ群b類の時期のもので､Ⅳ群b類土器の分布域とほぼ重なっ

ている。またG42, F･G44グリッドからはⅣ群b類土器の集中域が2カ所検出されている。

（図Ⅳ－37．38)。他の時期の分布を見ると、V群c類土器では調査区のほぼ中央部から北西側と河

道跡の東側に集中しており、 G36グリッドからは遺物集中9も検出されている。また、Ⅳ群c類土器

ではP46グリッドを中心にした河道跡（遺物集中7)から主に出土している （図Ⅳ-56)。

V群c類土器（図Ⅳ－42-100～108図版45 1)

100･ 101はJ44グリッドから出土した。口縁部に無文帯を挟んで刺突文が施された突起のある破片

で、口唇部には縄文が施されている。突起部は欠損する。同じグリッドのⅢ層から同一個体と思われ

る破片が出土している （図Ⅳ-23-94)｡ 102～106は体部破片で、 105は二次焼成を受け、赤化してい

る。 107･108は遺物集中9から出土し接合された。 108の胴部下端部には縦位の羽状縄文が施される。

Ⅳ群b類土器（図Ⅳ-42-109～図Ⅳ-43-124図版45-2～図版47-1)

109は波状口縁で口縁部に無文帯をもち、沈線で区切られる。地文は斜行縄文である。 110はF44グ

リッドの遺物集中6から出土した。 109と同様で無文帯と斜行縄文で構成される。 111は遺物集中8か

ら出土したもので、磨滅が著しい。 112･ 113は遺物集中6から出土した。いずれも口縁部の破片で斜

行縄文が施される。 114は．C状の蛇行する沈線が描かれている。 115～118は体部破片で、 115は遺物

集中6から出土した。 119の口縁部は切り出し型でRLの斜行縄文が施される。 120は調査区南端のR

31から出土した。口縁部と底部を欠損する。頚部には横走する2条の沈線が巡り、その間には1列の

刻みが施される。体部は沈線に区画された弧状の縄文帯が施されている。 121は全体の3分の1程度

残存する深鉢型土器で、胴部に．c状の蛇行する沈線が描かれている。下半は無文である。

122は下部単孔土器で弧状の沈線で文様が構成され、羽状縄文で埋められている。 123は口縁部に1条

の沈線が巡り羽状縄文が施される。口唇部は内方向に肥厚する。 124は遺物集中8から出土した。

残存する体部上半には斜行縄文が施され、下半は無文である。

Ⅲ群b類土器（図Ⅳ 44-125～130図版47-2)

125は隆起帯を有する口縁部の破片でV字状の刻みが隆帯部分に施されている。 126の口縁部には連

続する刺突文が巡り、結束羽状縄文が施されている。口唇端部には刻みがある。 127は厚手で口唇端

部に半裁竹菅状工具により連続する刺突が施されている。 128･ 129は厚手で結束羽状縄文が施されて

いる。 130は地文に複節の縄文が施されている。

I群土器（図Ⅳ-44 131～134図版47-3)

I群土器の出土は僅かで、時期の判別が付けにくく I群としてまとめた。 131は細い原体による斜

行縄文が見られる。 132･ 133は同一個体と思われる底部の破片である。 ともに底部下端部は張り出し、

器面には棒状工具等による縦位の刻みと短縄文が施されている｡134は東釧路Ⅳ式に相当するものと思

われ､器面には撚糸文が施されている。 （笠原）
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3 V居の調査

円盤状土製品（図Ⅳ－44-135図版47-4)

035グリッドのV層上面で検出した。約半分を欠損する。孔があり、縄文が施される．

出土層位から縄文時代後期～晩期のものと思われる。 (笠原）

粘土塊について（図Ⅳ－53図版27－5）

H38グリッドの撹乱の範囲を調査中に検出した。撹乱部分にはⅢ層と思われる黒色腐植土にTa-

aやTa-cが混じり、 これらを切り、埋設されたかのように灰白色の粘土塊が確認された。粘土塊

はしまりが強く、粘性がある。この粘土塊の一部を資料調査課、花岡正光指導のもと顕微鏡による観

察を行った。その結果、胎土には石英が多く含まれ、既知の火山灰などではないとの結論を得た。こ

のため､人為的に運ばれた可能性が高いものと判断した。 （笠原）

b石器等（図Ⅳ-48～52図版51～53)

V層からは剥片石器72点、磨製石器21点、礫石器21点、石製品1点、 フレイク377点、礫342点が出

土している。剥片石器は石雛が25点で最も多い。Ⅲ層からの出土がなかった石斧が21点出土している。

分布はフレイクがF-47，M-45, 0-38区付近でまとまっており、 これらとR･Uフレイクのまと

まりが重なっている。F-47区は斜面～河道跡、M-45区は台地の縁～斜面、 0-38区は平坦な台地

上である。他の石器については分布のかたよりは特にみられない。Ⅵ層からは剥片石器10点、礫石器

1点、 フレイク23点、礫92点が出土している。石雛が6点で最も多い。剥片石器に使用された石材は

ほとんどが黒曜石である。磨製石器には泥岩、片岩、礫石器には砂岩、安山岩などが用いられている。

なお、石器全体における各器種の割合は、V･Ⅵ層を合わせたもので、石製品、 フレイク、礫は含め

ていない。

石錐（図Ⅳ－51-1～17)

V層から25点、Ⅵ層から6点出土しており、石器全体の24.8％を占める。 17点を図示した。 l～

8 ･ 14は無茎のもの。 1 ･ 2は柳葉形。 3 ･ 4 ･ 14は五角形のもの。 3の基部はやや挟れる。 5～7

は三角形で凹基。 8は三角形で平基。 9～13･ 15～17は有茎のもの。 9は凹基。 10･ 15 ･ 16は凸基。

ll～13は平基。 17は凸基で縁辺が鋸歯状となる｡ 17は頁岩製で、他はすべて黒曜石製。

石槍またはナイフ （図Ⅳ-51-18）

V層から1点出土しており、石器全体の0.6％を占める。 18は有茎のもの。頁岩製。

つまみ付きナイフ（図Ⅳ－51-19･20)

V層から1点出土しており、石器全体の0.6％を占める。V･Ⅵ層の撹乱出土のものと2点図示した。

19･20とも縦型である。 19は片面全面加工。20は両面加工。 19は頁岩製、 20は黒曜石製。

スクレイパー（図Ⅳ-51-21)

V層から8点出土しており、石器全体の6.4％を占める。V･Ⅳ層の撹乱出土のもの1点を図示した。

21は剥片の下端に急角度の刃部が作り出されている。基端部には原礫面がみられる。黒曜石製。

石製品（図Ⅳ-51-22）

V層から1点出土している。全面研磨されており、形態は石斧に似る。孔を穿てぱ垂飾のように見

え、 またカンラン岩製であることから石製品とした。

磨製石斧（図Ⅳ-52-23～28）

V層から21点、Ⅵ層から1点出土しており、石器全体の17.6%を占めるが、 12点は破片である。 6
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Ⅳチプニーl遺跡の調査

点を図示した。23～25は打ち欠きにより成・整形されている。23には黒色物質が両面に付着している。

25は片刃ぎみである。 26．27は全面磨製のもの。28は刃部付近のみ磨かれている。刃縁が突出し、片

刃ぎみである。23～26．28は泥岩製。27は乳白色の蛇紋岩製。

たたき石（図Ⅳ 52-29）

V層から4点出土しており、石器全体の3.2％を占める。 1点を図示した。29は扁平な円礫の側縁

と中央部に敲打痕がみられる。安山岩製。

すり石（図Ⅳ 52 30．31）

V層から2点出土しており、石器全体の1.6%を占める。 2点とも図示した。30は扁平な円礫の片

面に擦り痕がみられる。31は遺物集中8の出土で、後述する32の石皿と一緒に出土した。扁平な円礫

のほぼ全面が擦られているようである。30･31とも安山岩製。

台石・石皿（図Ⅳ-52-32）

V層から6点出土しており、石器全体の4.8％を占めるが、 5点は破片である。 1点を図示した。

32は遣物集中8の出土で、 31のすり石と一緒に出土した。砂岩の板状礫を用いている。

(山中）
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Ⅳチプニーl遺跡の調査
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3 V層の調査

一 亀 ’§24

唾舜

nJ

懲
漫

＞
”

ｌ
ｌ
Ｊ
ｌ
ｌ
ン

I｡

~

Cf‘
回

し

」し

し ？

‐ 28
、

＝ 26 と＝弓
27

一

~

~ ~ ~

~
~

~~

［一二一 ＝ →一

32

I

31

0 10cm
’ 1 1

図Ⅳ－52 V･Ⅵ層出土の石器(2)

Qワ
J~0



Ⅳチプニーl遺跡の調査
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i 河道跡の調査

4 河道跡の調査

チプニー1遺跡は標高20m前後のほぼ平坦な台地部分がその多くを占めるが、台地の端は現在流れ

ているチプニー川の旧流路跡や段丘縁を削剥した段丘崖がある。この段丘崖と段丘縁の流路跡からも

遺物が出土したので、 この範囲を河道跡と称して検出された遺構・遺物、土層の堆積状況などについ

て報告する。

検出した遺構は縄文時代後期後葉の焼土1カ所、炭化物集中1カ所、遺物集中域2カ所、同後期中

葉以前の土坑1基である。

出土遺物は総計661点、内訳は土器555点、石器等94点、その他12点である。土器は縄文時代後期中

葉の手稲式、同後葉の堂林式が主体で、他に早期後半と中期後半、擦文土器が出土している。石器等

は礫・フレイクが多く、他には石錐・スクレイパーなどの剥片石器と石製品が少量出土している。そ

の他、流木等のまとまりも出土しているので合わせて報告する。

（ 1 ） 遺構と出土遺物

a・土壌

P－3 （図Ⅳ-54、図版8－3～6 図版31-2 ･図版54-1)

位置・立地:H47区の河道部台地寄り

規模:2.40/1.50×1.60/1.18×1.20

確認・調査：河道部西側を調査中、 H47区にて長軸約2mの黒色粘質土の落ち込みを確認した。南北

方向に半裁し、西側を掘り下げたところ確認面から深さ約0.9mで底面が検出された。土層は大まか

に3層に分層できる。覆土l～3層は黒褐色士で砂礫を含む。覆土4～7層は砂礫層あるいは粘土層。

覆土8 ． 9層は底面に堆積した粗砂礫あるいは粘土である。

遺物出土状況：遺物が出土したのは覆土4層で流れ込みによるものと思われる。また、遺構を確認し

た時、覆土の中央に杭状の木製品がやや斜めに立った状態で出土した。

時期：覆土から出土した土器のほとんどは縄文時代後期中葉の手稲式であることからそれより以前と

思われる。遺構の性格については当初、流水による穴かとも思われたが、壁面や底面が明瞭で深さが

深いことから水を溜めたピットではないかと考えている。なお、覆土l～3層の土壌資料について花

粉分析を依頼し当時の土曠周囲の植生を復元する資料を得ている （Ⅳ－7)。 （佐川）

掲載遺物：土器 l～8は縄文時代後期中葉の時期のもので覆土中から出土した。 lは底部のみ復原

された。底面は平坦で、器壁はほぼ垂直に立ち上がる。胎土は砂粒を多く含み、脆い。 2 ． 3は口縁

部の破片と思われ、 2は胎土が黒褐色を呈し、斜行縄文施文後、沈線が施されている。

4は下端部にわずかに沈線が認められる。 5の胎土は粗粒で小礫や角閃石を多く含む。 6～8は同一

個体の胴部破片であると思われ、いずれも地文はRL縄文である。焼成が悪く脆い。

9は後北C2 ･D式に相当する時期のもの。器壁は薄く無文帯を挟んで縄文が施される。 （笠原）

石器10は板状の形態から､台石または石皿の破片とみられる。安山岩製。 （山中）

木製品 llは遺構検出時、覆土中央に立っていた杭状木製品である。特に明瞭な加工痕は見られない

が、出土状況から杭状木製品とした。実測図は出土した時の上下と逆の位置になっている。大きさは

長さ25.6cm、幅5.5cm、厚さ3.1cmである。重量は湿重量で約1909である。樹種は同定の結果、 コ

ナラ属である。 （佐川）
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Ⅳチプニーl遺跡の調査

b.焼土・炭化物集中

F-32 (図Ⅳ－55図版20-3 ･ 4， 31-5)

位置・立地: P46、河道跡に位置する。

規模:0.50/－×0.22/－×0.05

確認・調査：河道跡のP46グリッドを調査中に検出した。検出面は図Ⅳ－3の16層相当の上面で、薄

いシルト質土に覆われていた。このシルト質土は層厚が約2～3cmで、連続性はなく、特に東側の

河道跡に薄く堆積していた。このシルト質土を剥がすように除去していたところ、明赤褐色の焼土と

黒色の炭化物の広がりが確認できた。焼土の断面形は薄いレンズ状で、 これを囲むように炭化物の集

中がある。また、 この焼土の東側のほぼ同レベルからはC－lと遺物集中7が検出され、互いに接合

関係が見られた（図Ⅳ-57)。

遺物出土状況：焼土の上面からⅣ群c類の土器片が5点、石斧1点、黒曜石製のフレイクが1点出土

した。

時期：出土した遺物から縄文時代後期後葉堂林式の時期が考えられる。

掲載遺物：土器 lは小波状口縁で内側から外側への突瘤文がある。器面は斜行縄文が沈線で区画さ

れる。 2．3は体部の破片で2は羽状縄文が施される。 （笠原）

石器4は磨製石斧で基部を欠損する。片刃ぎみである。片岩製。 （山中）

c-1 (図Ⅳ－55図版22-3 ･ 4， 31-4)

位置・立地:P46、河道跡に位置する。

規模：0.66／－×0.30／×0.08

確認・調査：河道跡のF-32を調査中に隣接して黒色の炭化物の広がりを確認した。炭化物層の断面

形は薄いレンズ状で、焼土粒等は含まれない。この遺構の西側のほぼ同レベルからはF-32と遺物集

中7が検出され、互いに接合関係が見られた（図Ⅳ-57)。

遺物出土状況：Ⅳ群c類の土器片が4点出土し、 1点はF-32･遺物集中7との間で接合関係が認め

られた（図Ⅳ－55－5)。

時期：出土した遺物から縄文時代後期後葉堂林式の時期が考えられる。

掲載遺物：土器 5はF-32･遺物集中7との間で接合関係が認められた。 5～8はいずれも器壁が

薄手で、5～7には羽状縄文が施されている。 （笠原）
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Wチプニーl遺跡の調査
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4 河道跡の調査

（2） 河道跡出土の遺物

a・土器

Ⅳ群c類土器（図Ⅳ 59-136～152図版48 1～2， 49 1)

136は遺物集中10の復原個体である｡口縁は平縁で､口唇の形はやや角型である｡器面は磨滅してはっ

きりしないが、わずかに羽状縄文が残っている。底面は平らで、胎土には小礫が多く混じり、焼成は

脆い。 137～152は遺物集中7出土のものである。 137～141は同一個体であると思われる。 137は小波

状口縁を呈するもので、突瘤があり、羽状縄文地に平行沈線が施される。 138･ 139も羽状縄文地に平

行沈線が施され、胴部のくびれは弱い。 142～145は小波状口縁で、突き瘤があり、羽状縄文地に曲線

と直線ぎみの沈線が施される。幅広の無文帯がある。 146～152も地文は羽状縄文である。

Ⅳ群b類土器（図Ⅳ-60-153～160図版49-2)

153～155はP47から出土し、同一個体と思われる。河道跡出土のために胎土が灰白色に脱色してい

る。 153･ 154は波状口縁で口縁部に無文帯があり、 ともに補修孔が空けられている。

156～159は体部破片で緩やかに膨らんでいる。地文はLRの斜行縄文で平行する深い2本の半円状

の沈線が施されている。胎土には小礫や角閃石が含まれる。 160は底部のみ残るもの。底面は平坦で、

底からの立ち上がりはほぼ垂直である。

Ⅲ群b類土器（図Ⅳ 60 161～163図版49-3)

161 ･ 162は同一個体で、口縁部は緩やかに外反する。口唇の形態は角型で、器面にはRLの斜行縄

文が施され、複数の沈線が横還する。器壁は厚手である。 163も厚手で、器面には結束羽状縄文が施

される。 （笠原）

円盤状土製品（図Ⅳ-60-164図版49-4)

Q47グリッドの河道跡から、前述したⅢ群b類土器と一緒に出土した。中央に孔があり、表面は磨

滅している｡出土状況からⅢ群b類の土器片を使用している可能性がある。 （笠原）

b.石器等（図Ⅳ－61 ･62図版53)

剥片石器10点、礫石器5点、石製品1点， フレイク30点、礫48点が出土している。分布のまとまり

はみられない。剥片石器の石材は黒曜石がほとんどである。礫石器には安山岩などが用いられている。

石鍍（図Ⅳ－62-1)

2点出土している。 1点を図示した。 lは菱形のもの。側面は反りぎみである。頁岩製。

石槍またはナイフ （図Ⅳ62 2）

1点出土している。 2は茎が明瞭にみられないもの。黒曜石製。

スクレイパー（図Ⅳ－62 3）

3点出土している。 1点を図示した。 3は片面の縁辺が加工されている。黒曜石製。

石製品（図Ⅳ－62－4）

1点出土している。 4は扁平な小礫の2カ所に両側から孔を穿っている。孔の部分から破損してい

る。凝灰質砂岩製。

たたき石（図Ⅳ－62－5 ． 6）

2点出土している。 5は扁平な円礫の側縁3カ所と片面の中央に敲打痕がみられる。 6は棒状礫の

両側縁と片面に敲打痕がみられる。 5は安山岩製。 6は砂岩製。

台石・石皿（図Ⅳ－62 7）

3点出土している。 1点を図示した。 7は安山岩の大礫を用いたものである。 （山中）
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4 河道跡の調査
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4 河道跡の調査

C.流木等（図Ⅳ-63～65図版28･29･54)

河道跡では当初から木製品の出土が予想されていたので、台地部分のⅢ層調査がほぼ終了した後に

重機による試掘調査を行った。試掘穴はチプニー川とほぼ平行に約10m間隔で4カ所開けた。その結

果、いずれからも木製品や土器、石器等の遺物包含層は確認できなかった。その後、人力により河道

部の調査を行ったところ、河道跡北端の斜面直下F･G47グリッド （流木①～③） と東側のP47グ

リッド （流木④）の4カ所から流木のまとまりが出土した（図Ⅳ－63)｡G47グリッドではさらに掘

り下げたところ木製遺物を2点検出した（図Ⅳ－63 ．64、流木⑤)。

以下、流木ごとの出土状況について報告する。

流木①～③はF47グリッドから出土したもので、ほぼ同じレベル(16.60m～16.80m)である。流

木③は流木①の下から出土したものである。流木②から出土したクルミ殻について年代測定を行った

ところ補正Cl4年代290±40y. B. P. (Beta-163051)の結果を得ている。

流木④は東側のP47グリッドから出土したものである。南側P46グリッドの|司レベルからは、縄文

時代後期後葉の堂林式期の遺構・遺物が出土しているのでこれと同時期かと思われた。流木④から出

土した木片について年代測定を行ったところ、補正Cl4年代180=t40y. B. P. (Beta-163054) とい

う結果である。予想以上に新しい年代であった。

流木⑤は流木①～④の下位から出土したものである。G47グリッドの河道跡調査中、河道底に近い

浅い窪みから上位の流木よりは明らかに古いと思われる木製品（？）が2点出土した（図Ⅳ-64)。

図Ⅳ－64 1は杭状木製品である。加工痕とみられるのは不明瞭だが先端部のみである。大きさは

長さ41.1cm、幅1l.5cm、厚さ8.3cmである。重量は湿重量で約21009である。 2は棒状製品である。

加工痕は先端部のみで両側面から加工しているようである。大きさは84.6cm、幅2.8cm、厚さ2.5cm

である。重量は湿重量で約3309である。 1 ･ 2はともにやや斜めになった状態で出土した。樹種はと

(佐川）もにコナラ属との結果がでている。

-111-



4
0

4
5

三 十 叫 仙 ｌ 匡 岬 雪 ｓ 塾 鴎

{↓
1 卜

一

|/
〃

-
－
－

〆
(〃

ヘ

①
②

／
16
7
4 ~、

一

ｑ ゞ （ 巴

1
R
R
旬

~~
~
~
~

〆

★

〔 里 貢 〉

I
**

が
16
6,

卓
16
62

／
、
一
一

8
61 、
＝

/
~
ー

＝
18
，
67

~
’ 一
Fb
48

5
0
c
■

５

H
－

一
一

(ノ
７

／

(
鰯

I

一
一

／
1
6
.
6
2

一
1
6
.
6
2

一

入 殉 Ｊ

、
、
、

Iル
／

、
１

０ １Ｉ
一 一

卓
一
一
へ

／
~

一 （

一
一
一
一
一

~

､､く
く

､､く
く

／

蝋
I

5
0
c
■

－
ｰ

十
画
,

０ １
一

1
,

1

（
《 一

_
一
へ

、
、

旨 [、
。

一

U
＝

一
一

I
③

④
M
－

1
6
6
6

I
／

/~
、

/~
、

一

I？ 、

５ 一

陣 ｊ ｊ －

今

_
_
母

！
ノ

I
16
帥

電
C

／

1
6
6
2

一

）
ノ ~ つ

一 一 ~

7
9

〆
一

~
（

く
~

一

I
一

18
．
91

一 一

数 一

、 鄙 穆 、

"｡
r､

ー
~、

／
川

~
~
~
~

』
｡
ロ
』

ゴ
ー
~
､

④
同

、
ゾ

~！
〆 I

● ･い
16
6
3

~
/

参
一
一
ノ

18
7
6

R
－

） 一
い ～ い

〆
へ

隆
劉
~
~ﾄ
ﾚﾝ
ﾁ

0
印
c
■

I
ﾛ

ﾛ
4

1
~
1

-r
b輯

／

段
、

黙
I

t
R
R
7

~~
~

／
一
、

夢
／
－
－
ダ

ノ
ａ ｌ

Ⅱ
１

〔 Ｕ ’

C
■

〆
一
~

、
‐
ﾉｰ
L

Y浄
１ －

、

ｍ
Ｏ ‐

１
０ １

t
(

等
高
線
は
最
終
面

図
Ⅳ
－
6
3
河
道
跡
流
木
出
土
分
布
・
出
土
状
況
図



4 河道跡の調査
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Ⅳチプニー1遺跡の調査

d木製遺物の樹種同定

焼土(F-29)の炭化材1点とチフ.ニー川の旧河道跡から出土した木製品3点および流木のサンプ

ル25点について樹種の識別を行なった。

〈1〉試料及び識別方法

試料は、正常な組織構造の観察ができるように、腐れ等による劣化の進んだ部分、節など組織の乱

れのある部分は極力避けることに留意し、木口面、板目面及び柾目面から採取した。

炭化材については、片刃カミソリで小片を採取し、十分に乾燥させた後、ルーペ及び実体顕微鏡で

確認しながら、両刃カミソリで切り込みを入れて割裂し、各断面を露出させた。次に、それらを一年

輪以上が含まれるブロックになるように整形し、ひとつの試料台にl断面ずつを導電性接着剤（ドー

タイト）で固定した。その後、 イオンスパッタリング装置(JEOL-JFC-1300)で白金(Pt)のコー

ティング(40mA,180秒） を施し、走査電子顕微鏡で観察を行なった。

木製品、流木サンプルについては、両刃カミソリを用いて各断面の一年輪以上が含まれる切片を採

取した。その後、 3断面を1セットとしてプレパラー}､を作製し、生物顕微鏡で観察を行なった。

識別の際には、放射組織の同性と異性の区別については、平伏細胞のみからなるものを同性、それ

以外のものを異性とした。

〈2＞識別結果

識別の結果として広葉樹4科4属を同定した。また、それらの同定の根拠となった組織構造的な特

徴を以下に記載する。

クマシデ属“ゆ加郷 （かばのき科BETULACEAE) 顕微鏡写真No.3

木口面：散孔材である。道管は単独または放射方向に2～5個が複合し、放射状に配列する。軸方

向柔細胞は短接線状、散在状に配列する。

板目・柾目面：放射組織はl～3細胞幅、 l～30細胞高より高くなる場合もあり、集まりがまばら

ではあるが集合放射組織も認められる。放射組織は異性であり、大型の結晶が認められる。道管要素

は階段せん孔をもち、内壁にはあまり目立たないが、 らせん肥厚が存在する。

サワシバまたはアカシデが推定される。

本属については、アカシデ、 イヌシデ及びクマシデは単せん孔と階段せん孔をもち、サワシバは階

段せん孔のみとの報告（大谷･石田1978）や前二者は単せん孔で後二者は階段せん孔のみをもつとの

報告（鈴木・能城ら1996)等があり、識別データが完全に整理されているわけではない。

本遺跡の試料には、劣化がひどく、生物顕微鏡レベルでは、明らかに階段せん孔と判断できるもの

を除いて、単せん孔のように観察されるせん孔が本当に単せん孔なのか、又は階段せん孔のバーが壊

れて縁だけが残っているのか判断のつかないものも多かった。ここでは、少なくともl試料にひとつ

は階段せん孔が認められたので、サワシバである可能性が高いと判断したが、他の種である可能性も

否定はできない。

コナラ属Q"ど"“ （ぶな科FAGACEAE) 顕微鏡写真No.1 ． 2

木口面：環孔材である。孔圏部の大道管にはチロースが認められ、周囲には周囲仮道管が存在する《

孔圏外の道管は、やや放射状に配列することがある。

板目・柾目面：放射組織は単列と広放射組織からなり同性である。道管要素は単せん孔をもつ。

ミズナラ、 コナラ、 カシワが推定される。

ニレ属U""“ （にれ科ULMACEAE) 顕微鏡写真No.4

木口面：環孔材である。孔圏部の道管は2～3列になり、孔圏外では多数の小道管が接合して集団
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4 河道跡の調査

管孔を形成し、接線方向にかなり規則的に配列する。

板目・柾目面:板放射組織はl～6細胞幅、 3～70細胞高で同性である。道管要素は単せん孔をも

ち、内壁にはらせん肥厚が存在する。道管状仮道管が存在し、 らせん肥厚が認められる。木部柔組織

に結晶細胞が認められる。

ハルニレまたはオヒョウが推定される。

カエデ属Ac" (かえで科ACERACEAE) 顕微鏡写真No.5

木口面：散孔材である。道管は、単独または数個が複合して均等に分布するが数は少ない。

板目・柾目面：放射組織は1～6細胞幅、 5～30細胞高で同性である。道管要素は単せん孔をもち、

らせん肥厚が存在する。柔細胞には時折結晶が認められる。

イタヤカエデ、ヤマモミジ、ハウチワカエデ等が推定される。

広葉樹

腐朽により細胞組織の劣化がひどく、 カミソリによる切片の採取も難しく、ほとんど正常な組織構

造の観察ができなかった。道管の存在を認めることはできたが、散孔材、環孔材の区別でさえ難しく、

樹種の識別は困難であったので、広葉樹と記載するにとどめた。

広葉樹の樹皮 顕微鏡写真No.6

樹皮のうち、接線面でみて二次師部の放射柔細胞が複列で幅の広いものは、広葉樹の樹皮と判断し、

広葉樹（樹皮） と記載した。また、試料が外樹皮のみで針葉樹と広葉樹の区別をできないものは、樹

皮と記載した。 （菊池育子）

〈3＞結果一覧

表Ⅳ－5 木製遺物の樹種同定結果
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4 河道跡の調査

a :木口面b :板目面 c :柾目面

1 コナラ属（炭化材) a×50 c×100b×100

c×50b×1002 コナラ属 a×40

c×100b×80

出土材組織顕微鏡写真（ 1 ）

3 クマシデ属 a×40
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Ⅳチプニーl遺跡の調査

c×1604 ニレ属 a×40 b×100

5 カエデ属 b×100 c×100a×50

縦断面×506 広葉樹の樹皮 横断面×40

出土材組織顕微鏡写真（2）

-118-



l 調査の概要

Vチプニー2遺跡の調査
1 調査の概要

チプニー2遺跡は、馬追丘陵の西側緩斜面を流れるチプニー川の右岸に位置する。標高は17～20m・

対岸にはチプニー1遺跡がある。今年度は450㎡を発掘調査した。調査区内の地形は西へ緩やかに傾

斜する台地部分、南のチプニー川へ向かって下るやや急な斜面部分、その下の平坦部分からなる。

調査区内の土層は、基本的にチフ．ニー1遺跡と同じく、 I層：表土、 Ⅱ層：樽前a降下軽石、 Ⅲ

層：黒色土、Ⅳ層：榑前c降下軽石、V層：黒色土、Ⅵ層：褐色土（漸移層)、Ⅶ層：恵庭a降下軽

石起源のローム、Ⅷ層：恵庭a降下軽石、である。ただし、斜面下の平坦部ではⅢ･V層中に、チプ

ニー川の氾濫等によって堆積した砂やシルト、粘土がみられ、川の影響を受けやすい場所であったこ

とがわかる。この場所のⅢ層については、水成堆積物より上位のものはそのままⅢ層として、下位の

ものはⅢ層下位と呼称して遺物を取り上げた。Ⅲ層下位はⅣ層と混じり合った黒色土で、 しまりがと

ても強い。縄文時代晩期の遺物が多数出土している。V層中にも水成堆積物の層はみられるが、 この

付近で遺物が出土しなかったことから、その上下で層名を変えることはしていない。

遺構はV層で焼土1カ所(F-1)、Ⅵ層で焼土2カ所(F 2･3) を検出した。いずれも調査区

北東側の台地部分に位置する。V層の焼土の時期ははっきりしないが、Ⅵ層の焼土は検出した層位や

周囲の遺物出土状況から、縄文時代早期のものと推測している。

遺物は土器片5,931点、石器等2,129点、合計8,060点が出土した。土器は縄文時代早期・中期・後

期・晩期、擦文時代のものがみられる。このうち縄文時代晩期のものは土器全体の93.4％を占める。

ほとんどⅢ層下位からの出土で、千歳市ママチ遺跡のIB層から出土した土器に相当する。これ以外

の土器は少ないが、その中では縄文時代早期のものが多い。縄文時代中期・後期、擦文時代のものは

僅かである。

石器の多くは、 Ⅲ層下位から晩期の土器とともに出土した。石鍼、スクレイパー、 フレイク等が多

く、磨製石斧や礫石器は数点しかみられない。この時期に特徴的な遺物とみられている矢柄研磨器、

黒曜石の棒状原石も出土している。V・Ⅵ層からはスクレイパー、すり石、 フレイク等が出土してい

るが、土器と同様多くはない。

Ⅲ層下位からは、土器や石器に混じって、被熱した獣骨片も出土している。同定の結果、ニホンジ

カとともにイノシシの骨が検出された。

（山中）
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1 調査の概要
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2 遺構

2 遺構

遺構はV層で焼土1カ所(F 1)、Ⅵ層で焼土2カ所(F-2･3) を検出した。いずれも調査区

北東側の台地部分に位置する （図V-6)。

（ 1 ）焼土

F－1 （図V 7 図版6()）

位置・立地:H42

規模：0.24×0.18×0.05

平面形：楕円形

確認・調査:V層調査中に暗赤褐色の部分がみられた。半裁し、 レンズ状の断面を呈する焼土である

ことを確認した。被熱層はV層である。

遺物出土状況：焼土中から黒曜石のフレイクが1点出土している。

時期：周囲の遺物も少なく明確な時期は不明である。 （山中）

F－2 （図V－7 図版60）

位置・立地:H42

規模:0.53×0.49×0.06

平面形：不整円形

確認・調査：Ⅵ層調査中に明赤褐色の部分がみられた。半裁し、 レンズ状の断面を呈する焼土である

ことを確認した。北側の一部で黒色土と焼土が混じり合っていた。被熱層はⅥ～Ⅶ層である。

遺物出土状況：遺物は出土していない。

時期：検出した層位と周囲の遺物出土状況から、縄文時代早期後半I群b類土器の頃と推測している。

（山中）

F-3 (図V－7 図版60)

位置・立地:G42

規模：0.22×0.14×0.03

平面形：楕円形

確認・調査：Ⅵ層調査中に暗赤褐色の部分がみられた。半裁し、 レンズ状の断面を呈する焼土である

ことを確認した。被熱層はⅥ層である。

遣物出土状況：遺物は出土していない。

時期：検出した層位と周囲の遺物出土状況から、縄文時代早期後半I群b類土器の頃と推測している。

（山中）
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2 ：黒褐色土(7.5YR3／1） 堅密度やや堅、粘着性弱。焼土粒混じる。

図V-7 F-1～3
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3 包含層出土の遺物

3 包含層出土の遣物

（ 1 ）土器（図V 8～13図版61～63)

Ⅲ層から5,502点、 V層から415点、Ⅵ層から14点の合計5,931点出土している。縄文時代早期(I

b) ･中期(mb) ･後期(Wa ･ IVb) ･晩期(Vc)、擦文時代（Ⅶ）のものがみられる。なかでも

縄文時代晩期の土器は5,536点で、土器全体の93.4％を占める。他の時期の土器は少ないが、その中

では早期のものが比較的多い。中期・後期、擦文時代の土器は僅かである。

V群c類土器（図V－9～13)

5,536点出土した。Ⅲ層（とくにⅢ層下位）からの出土がほとんどで、 V層のものは少量である。

調査区全域に分布するが、斜面下の平坦部により多い。逆に調査区北側の台地部分では少ない。全て

破片が散らばった状態で、 まとまっていたものはない。大洞系と在地系に分けて掲載したが、区別の

際の基準は文様胎土や調製の度合いを比較し、混和材が少なく、薄手で調製が丁寧なものを大洞系

とした。大洞系では浅鉢・壺形、在地系では深鉢・鉢・浅鉢・壺形のほか異形の土器もみられる。

大洞系の土器（図V－9 l～6）

浅鉢形土器(1～5) 1～4は同一個体で、丸底の浅鉢である。口縁には突起があり、口唇断面

は角張る。器壁は薄く硬質な感触がある。地文はLR斜行縄文で、口縁から底部まで沈線をめく、らす。

所々で工字文が描出される。口縁部には貫通孔や、沈線を止めた部分に粘土瘤が貼り付けられる。口

縁内面には1条の沈線が引かれるが、突起部分では沈線の幅が広くなっている。 1と2には沈線の中

に赤色顔料が付着している。底部には内外面とも煤の付着がみられる。 5は工字文が描出される。

壷形土器（6） 6は器形の膨らみより上がLR斜行縄文地、下が無文地である。

これらの大洞系土器は、文様から大洞A～A'式に相当すると推測している。

在地系の土器（図V 9－7～61)

大洞系に似るもの（7～l1) ここでは大洞系の土器に似るが、胎土や調整が粗雑なため在地系と

したものをまとめた。 7～9は鉢もしくは浅鉢形、 10･ 11は壺形土器の破片である。 7は口縁に数条

の沈線を引く。口唇には部分的に刻みを付ける。内面には1条の沈線が引かれる。 8の地文はLR斜

行縄文で、沈線、貫通孔がみられる。沈線を止めた部分には粘土瘤が貼り付けられる。内面にも沈線

が引かれる。 1～4のような土器を真似たものとみられる。 9は工字文が描出されている。内外面に

煤や炭化物が付着している。 10は口縁部に2条の沈線を引く。下側の1条は途切れている。頚部は無

文で胴部との境に沈線が引かれる。 1lの地文はRL斜行縄文で、沈線で変形工字文を描出し、刻みの

付いた粘土瘤の貼り付けもみられる。

深鉢もしくは鉢形土器(12～37) 12は貼付帯が付される。貼付帯の幅広部には1段Rの縄線文が

U字状に施され、その左右では縄線文を格子目状に交差させる。半裁竹管状の工具による刺突もみら

れる。突起下の無文部分の上下にはLR斜行縄文、縄線文、刺突文が施される。口唇には縄の圧痕に

よる刻みが付される。 13は半裁竹管状の工具による沈線と刻みがみられる。口唇には縄文が施される。

14･ 15は同一個体である。地文はRL斜行縄文で、横走沈線と波打つ沈線が引かれる。口唇には縄文

が施され、口縁部端には刻みが付けられる。 14には貫通孔がみられる。 16はRL斜行縄文地に5条の

沈線が引かれる。口唇には1段Lによる縄の圧痕と大きめの刻みがみられる。 17はLR斜行縄文地に、

沈線が4条引かれる。口唇には縄文施文後に刻みが付けられる。推定口径13. 5cm｡ 18は縦走縄文地

に沈線が数条引かれる。口唇には縄文、口縁内面にはLR原体による縄線文が2条並列する。 19はR

L斜行縄文地に、 3条の沈線と波打つ沈線が引かれる。口縁部端にはRL原体による縄の圧痕が連続

する。口唇断面は尖る。20はRL斜行縄文地に、数条の沈線が引かれる。口唇断面は丸みを帯びる。
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Vチプニー2遺跡の調査
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3 包含層出土の遺物
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Vチプニー2遺跡の調査

21は縦走縄文地に数条の沈線が引かれる。口唇には縄文、口縁部端には縄の圧痕が連続する。22の地

文はLR斜行縄文で、突起に沿って沈線が引かれる。口唇には縄文、刻みがみられる。孔は焼成後に

穿たれている。23はRL斜行縄文地に幅広の浅い沈線、半裁竹管状の工具による刺突がみられる。口

唇には縄文が施される。24の口唇には指頭による圧痕が連続する。RL斜行縄文がみられる。25の地

文はLR斜行縄文で、口縁の波頂部には貫通孔がみられる。口唇にはLR原体による縄の圧痕が連続

する。26はLR斜行縄文が施される。口唇にはLR原体による縄の圧痕がみられる。27はRL斜行縄

文が施され、底部端に2条の沈線がめぐる。全体に摩耗しており、口唇の文様（？）は判然としない〔

28はLR斜行縄文のみがみられる。口唇には縄文と刻みが施される。29は平縁で口唇断面は丸みを帯

びる。RL原体による縦走ぎみの縄文が施される。縄文は口唇にもみられる。推定口径21cm｡30はL

R斜行縄文が施され、波頂部下の口緑にはR原体による縄線文と2カ所の貫通孔がみられる。口唇に

は1段Rによる縄の圧痕が連続し、波頂部の内面には1段Rによる蛇行した縄線文が施される。 31は

RL斜行縄文地に蛇行沈線文がみられる。口唇には縄文、口縁部端には刻みが施される。32は胴部に

突帯がみられる。突帯には半裁竹管状の工具による右横からの刺突が加えられる。器面は沈線で区画

され、口縁部には数条の縄線文（撚糸文？）、沈線をはさんで縦の縄線文（撚糸文？）が施される。

口唇断面は丸みを帯び、縄の圧痕がみられる。内面には煤や炭化物の付着がみられる。33は胴部の破

片である。 LR斜行縄文地に、半裁竹管状工具による圧痕を楕円形に配する。楕円内の縄文は一部が

すり消されている。34～37は底部の破片である。34～36は丸底ぎみで、底面にも縄文がみられる。胴

部下半にはLR斜行縄文が施される。35は底径9cm｡37は平底である。胴部下半にRL斜行縄文が

施される。底面に文様はみられない。

浅鉢形土器 （38～47） 38の地文はLR斜行縄文で、突起から沈線がのびる。突起の上面と内面に

は刻み、短い沈線がみられる。口唇には縄文、刻みがみられる。39･40は外面にRL斜行縄文がみら

れる。39は口唇に縄文が施される。40は口唇に縄文と縄の圧痕がみられる。41～43は外面にLR斜行

縄文がみられる。41の内面には縄線文と幅広の刻み、口唇には1段Rによる圧痕がみられる。42の内

面にはLR原体による圧痕と刻み、その下にはLR原体による縄線文がみられる。43は上面観が多角

形になる。内面には1段Lによる圧痕と刻み、中央の窪み部分には刺突もみられる。多角形の角ごと

に縄（？）による円形刺突が配される。44は縦の沈線が1カ所にまとまる。口唇には刻みが連続する。

45の外面は無文。内面は1段Lによる縄線文を幅広い沈線で区切っている。口縁部端に赤色顔料が僅

かに付着している。46．47は底部の破片である。 ともに丸底ぎみで、底面にも縄文が施される。46の

胴部下半には沈線による文様がみられる。

異形の土器（48～58） 文様や破片の形状から、一般的な器種としにくいものをまとめた。48～50

は同一個体である。口縁部には細い沈線と刺突による文様が描出され、 49のような短い注口部が作り

出される部分がある。口唇には縄の圧痕や縄文、内面には竹管状工具による刺突がみられる。50から

推定すると、底面は楕円形になり、細い沈線による文様が描出される。底部端にはLR斜行縄文地に、

竹管状の工具による刺突が加えられる。48には赤色顔料が付着している。 51には1段Lによる縄線文、

沈線、串状工具による刺突がみられる。赤色顔料が僅かにみられる。52．53は同一個体である。口縁

は縄文地に沈線で文様が描かれている。波頂部下には貫通孔があり、口唇には刻みが連続する。胴部

は53のように、すり消しによる無文部分がみられる。 54の上面観は楕円形であろうか。口縁の長軸上

には貫通孔がある。 LR斜行縄文地に、沈線による文様が描出されている。口唇にはLR原体による

縄の圧痕がみられる。55は内外面ともあまり調整されていない。上面観は楕円形で、波状口縁の頂部

には刻みが加えられる。56は突起部分で、 RL斜行縄文地に沈線が引かれる。内面には縄文が施され

-128-



3 包含層出土の遺物
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3 包含層出土の遺物
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Vチプニー2遺跡の調査
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3 包含層出土の遺物

る。57は肩部に半裁竹管状の工具による左横からの刺突がみられる。頚部は無文、胴部にはRLとL

Rの斜行縄文地に沈線が引かれる。肩部には赤色顔料が僅かに付着している。 58の底面は楕円形を呈

する。縄文施文後、沈線で弧状の文様を描いている。

これら在地系の土器は、ママチ遺跡（Ⅲ）の3， 4類に相当するとみられる。

I群b類土器（図V-13-59～62)

152点出土した。台地部分のV･Ⅵ層から出土したものがほとんどである。まとまって出土したも

のはない。

59～61はいずれも底部端が張り出す。59．60は斜行縄文と短縄文が施される。61は斜行縄文と縄の

圧痕文が施され、底部外面には刻線が2条みられる。62は羽状の撚糸文と絡条体圧痕文（？）が施さ

れる。内外面とも炭化物が付着している。 59～61は東釧路Ⅲ式、 62は東釧路Ⅳ式に相当する。

Ⅲ群b類土器（図V-13-63)

12点出土した。台地部分の縁と斜面のV･Ⅵ層から出土している。散発的な出土である。

63の上側の割れ口は擬口縁とみられる。底部付近の破片であろう。 LR斜行縄文の上に綾絡文が施

される。柏木川式に相当する。

Ⅳ群a類土器（図V-13-64)

153点出土した。斜面下平坦部のV層から比較的まとまって出土したが､小破片のうえ剥離も著しく、

接合はほとんどできなかった。調査区内ではD-37区以外出土していない。

64は内外面、口唇上に横走ぎみの縄文が施される。余市式に相当する。

Ⅳ群b類土器（図V-13-65･66)

25点出土した。斜面のV･Ⅵ層から出土している。全て同じ個体の破片とみられるが、 まとまった

出土ではない。

65．66は同一個体である。口縁部端と頚部に刻み列が加えられる。胴部の地文はRL斜行縄文で、

沈線が5条めく、る。沈線間を縦の沈線で連結する部分もみられる。推定口径16cm・鰄澗式に相当する。

Ⅶ群土器（図V-13-67)

22点出土した。北側の台地部分のⅢ層から出土している。 まとまっていたものはない。67の口唇断

面は丸みを帯びる。頸部には横走沈線が引かれる。

（山中）
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Vチプニー2遺跡の調査

（2）石器（図V-14～18図版64･65)

Ⅲ層出土の石器（図V-16･ 17)

剥片石器169点、磨製石器8点、礫石器1点、 フレイク1,591点、礫81点が出土している。スクレイ

パーが最も多く、次いで石雛が多い。石斧や礫石器は数点しか出土していない。これらの石器は、縄

文晩期の土器とともに、斜面下の平坦部から多量に出土しており、同時期と判断してよいであろう。

晩期に特徴的な遺物とみられている矢柄研磨器、棒状の黒曜石もある。剥片石器の石材は黒曜石がほ

とんどで、磨製石器では泥岩、片岩が用いられている。なお、石器全体における各器種の割合は、 フ

レイク、礫を除いたものである。

石鎌（図V-16-1～7)

29点出土しており、石器全体の16.3%を占める。 7点を掲載した。 1 ･ 2は無茎凹基。 3は有茎平

基。 4～7は有茎凸基のもの。すべて黒曜石製。

スクレイパー（図V 16 8～21)

82点出土しており、石器全体の46.1％を占める。小破片のものは器種の特定が困難なため、 Rフレ

イクに分類したものもある。 14点を掲載した。 8 ･ 9は円形または方形のもの。 9は急角度の刃部が

全周し、原礫面（角礫）がみられる。 10･ 11 ． 13～19は縦長の剥片を素材としたもの。 10･ 13･ 17は

尖端となっている。 10･ 17には打面がみられる。 13は片面の全周に刃部があり、原礫面（角礫）がみ

られる。 11は棒状の黒曜石原石の両面左縁辺に刃部が作り出されている。 2点接合したが、図面下側

の方は破損後に被熱している。 14には打面がみられる。 15 ･ 16は両側の縁辺に刃部がある。 15には原

礫面（角礫）の打面がみられる。 16は裏面の一部にも加工がみられ、表面には原礫面（角礫）がみら

れる。 18は11と同じく、両面の左縁辺に刃部がある。 19には原礫面（角礫）がみられる。 12･20･21

は横長の剥片を素材としたもの。 12は尖端となっており、原礫面（角礫）がみられる。20は素材の短

軸に刃部が作り出されており、原礫面（角礫）がみられる。21は素材の長軸に刃部がある。基端部に

は原礫面（角礫）がみられる。 14は珪質頁岩製、その他は黒曜石製。

磨製石斧（図V-17-22)

6点出土しており、石器全体の3.4％を占めるが、 4点は破片である。 1点を掲載した。22は打ち

欠きにより成・整形されている。泥岩製。

矢柄研磨器（図V-17-23･24)

2点出土しており、石器全体の1.1%を占める。 2点とも掲載した。23は幅1cm程の溝が両面にあ

る。裏面の溝は浅い。両面に線刻がみられる。24は片面にだけ溝がある。23は凝灰岩製、 24はスコリ

ア製。

V･Ⅵ層出土の石器（図V-18)

V層からは剥片石器19点、磨製石器2点、礫石器9点、 フレイク163点、礫53点が出土している。

スクレイパーが最も多い。Ⅵ層からは剥片石器5点、礫石器2点、 フレイク6点、礫16点が出土して

いる。分布はⅢ層と対照的で台地部分からの出土が多い。剥片石器の石材は黒曜石が多いが、頁岩も

Ⅲ層に比べると多い。磨製石器では泥岩、蛇紋岩、礫石器では安山岩なと辱が用いられている。

石鍍（図V-18-1)

V層から2点、Ⅵ層から1点出土している。V層出土の1点を掲載した。 lは無茎凹基。黒曜石製。

石錐（図V-18-2)

V層から1点出土している。 2は剥片の一端に錐部を作り出している。頁岩製。

スクレイパー（図V-18-3～6)
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3 包含層出土の遺物
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Vチプニー2遺跡の調査
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図V－18 V･Ⅵ層出土の石器

V層から6点、Ⅵ層から1点出土している。V層出土の3点（4～6） とⅥ層出土の1点（3） を

掲載した。 3 ． 4は石箆と称されるもの。両方とも片面全面加工で、裏面の両縁辺にも加工がある。

4は横長剥片を素材としている。 5 ． 6は縦長のもので両方とも原礫面（角礫）がみられる。 3 ． 4

は頁岩製、 5 ． 6は黒曜石製。

すり石（図V 18-7)

V層から3点、Ⅵ層から1点出土している。V層出土の1点を掲載した。 7は断面が三角形ぎみの

礫の稜を擦ったもの｡片麻岩製。
（山中）
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Ⅵ自然科学的手法による分析結果
1．千歳市チプニー1 ． 2遺跡出土の黒曜石製石器、剥片の原材産地分析

章科 哲男

（京都大学原子炉実験所）

はじめに

石器石材の産地を自然科学的な手法を用いて、客観的に、かつ定量的に推定し、古代の交流、交易

および文化圏、交易圏を探ると言う目的で、蛍光X線分析法により黒曜石およびサヌカイト製遺物の

石材産地推定を行なっている'"2'31． 石材移動を証明するには必要条件と十分条件を満たす必要がある。

地質時代に自然の力で移動した岩石の出発露頭を元素分析で求めるとき、移動原石と露頭原石の組成

が一致すれば必要条件を満たし、その露頭からの流れたルートを地形学などで証明できれば、十分条

件を満たし、ただ一カ所の一致する露頭産地の調査のみで移動原石の産地が特定できる。遺物の産地

分析では『石器とある産地の原石が一致したからと言って、そこの産地のものと言い切れないが、 し

かし一致しなかった場合そこの産地のものでないと言い切れる』が大原則である。考古学では、人工

品の様式が一致すると言う結果が非常に重要な意味があり、見える様式としての形態、文様見えな

い様式として土器、青銅器、ガラスなどの人手が加わった調合素材があり一致すると言うことは古代

人が意識して一致させた可能性があり、一致すると言うことは、古代人の思考が一致すると考えても

よく、相互関係を調査する重要な結果である。石器の様式による分類ではなく、 自然の法則で決定し

た石材の元素組成を指標にした分類では、例えば石材産地が遺跡から近い、移動キャンプ地のルート

上に位置する、産地地方との交流を示す土器が出土しているなどを十分条件の代用にすると産地分析

は中途半端な結果となり、遠距離伝播した石器原材であっても、遺跡近くの似た組成の原石産地の石

材と思いこみ誤判定する可能性がある。人が移動させた石器の元素組成とA産地原石の組成が一致し、

必要条件を満足しても、原材産地と出土遺跡の間に地質的関連性がないため、十分条件の移動ルート

を自然の法則に従って地形学で証明できず、その石器原材がA産地の原石と決定することができない。

従って、石器原材と産地原石が一致したことが、直ちに考古学の資料とならない、確かにA産地との

交流で伝播した可能性は否定できなくなったが、 B、 C、 Dの産地でないとの証拠がないために、A

産地だと言い切れない。B産地と一致しなかった場合、結果は考古学の資料として非常に有用である。

それは石器に関してはB産地と交流がなかったと言い切れる。ここで、十分条件として、可能なかぎ

Iﾂ地球上の全ての原産地(A、 B、 C、 D･ ･ ･ ･ )の原石群と比較して、A産地以外の産地とは一

致しないことを十分条件として証明すれば、石器がA産地の原石と決定することができる。この十分

条件を肉眼観察で求めることは分類基準が混乱し不可能であると思われる。また、 自然科学的分析を

用いても、全ての産地が区別できるかは、それぞれが使用している産地分析法によって、それぞれ異

なり実際に行ってみなければ分からない。産地分析の結果の信頼性は何ケ所の原材産地の原石と客観

的に比較して得られたかにより、比較した産地が少なければ、信頼性の低い結果と言える。黒曜石、

サヌカイトなどの主成分組成は、原産地ごとに大きな差はみられないが、不純物として含有される微

量成分組成には異同があると考えられるため、微量成分を中心に元素分析を行ない、 これを産地を特

定する指標とした。分類の指標とする元素組成を遺物について求め、あらかじめ、各原産地ごとに数

十個の原石を分析して求めておいた各原石群の元素組成の平均値、分散などと遺物のそれとを対比し

て、各平均値からの離れ具合（マハラノビスの距離） を求める。次に、古代人が採取した原石産出地

点と現代人が分析のために採取した原石産出地と異なる地点の可能性は十分に考えられる。従って、
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Ⅵ 自然科学的手法による分析結果

分析した有限個の原石から産地全体の無限に近い個数の平均値と分散を推測して判定を行うホテリン

グのT2乗検定を行う。この検定を全ての産地について行うとある石器原材と同じ成分組成の原石が、

A産地では10個中に1個みられ、 B産地では1万個中に1個、 C産地では百万個中に1個、 D産地で

は･ ･ ･ ･ 1個と各産地毎に結果が得られるような、客観的な検定結果からA産地の原石を使用した

可能性が高いと同定する。即ち多変量解析の手法を用いて、各産地に帰属される確率を求めて産地を

同定する。今回分析した遺物は千歳市に位置するチプニー1遺跡出土の14個の剥片およびチプニー2

遺跡出土の黒曜石製石器、剥片の16個の合計30個の産地分析の結果が得られたので報告する。

黒曜石原石の分析

黒曜石原石の風化面を打ち欠き、新鮮面を出し、塊状の試料を作り、エネルギー分散型蛍光X分析

装置によって元素分析を行なう。主に分析した元素はK、Ca、Ti、Mn、Fe、Rb、 Sr、Y、 Zr、Nb

の各元素である。塊試料の形状差による分析値への影響を打ち消すために元素量の比を取り、それで

もって産地を特定する指標とした。黒曜石は、Ca/K、Ti/K、Mn/Zr、Fe/Zr、Rb/Zr、 Sr/Zr、Y/Zr、

Nb/Zrの比量をそれぞれ用いる。黒曜石の原産地は北海道、東北、北陸、東関東、中信高原、伊豆箱

根、伊豆七島の神津島、山陰、九州の各地に黒曜石の原産地は分布する。調査を終えた原産地を図1

に示す。黒曜石原産地のほとんどすべてがつくされている。元素組成によってこれら原石を分類し表

lに示す。この原石群に原石産地は不明の遺物で作った遺物群を加えると202個の原石群になる。こ

こでは北海道地域および一部の東北地域の産地について記述すると、白滝地域の原産地は、北海道紋

別郡白滝村に位置し、鹿砦北方2kmの採石場の赤石山の露頭、鹿砦東方約2kmの幌加沢地点、 ま

た白土沢、八号沢などより転礫として黒曜石が採取できる。赤石山の大産地の黒曜石は色に関係無く

赤石山群（旧白滝第1群）にまとまる。また、あじさいの滝の露頭からは赤石山と肉眼観察では区別

できない原石が採取でき、あじさい群を作った（旧白滝第2群)、 また、八号沢の黒曜石原石と白土

沢の転礫は梨肌の黒曜石で組成はあじさい滝群に似るが石肌で区別できる。幌加沢よりの転礫の中で

70％は幌加沢群になりあじさい滝群と元素組成から両群を区別できず、残りの30％は赤石山群に一致

する。置戸産原石は、北海道常呂郡置戸町の清水の沢林道より採取され、原石の元素組成は所山置戸

群にまとまる。また同町の秋田林道で採取される原石は置戸山群にまとまる。留辺蘂町のケシヨマツ

プ川一帯で採取される原石はケシヨマップ第1および第2群に分類される。この原産地は、常呂川に

通じる流域にあり、 この常呂川流域で黒曜石の円礫が採取されるが現在まだ調査していない。十勝三

股産原石は、北海道河東郡上士幌町の十勝三股の十三ノ沢の谷筋および沢の中より原石が採取され、

この原石の元素組成は十勝三股群にまとまる。この十勝三股産原石は十三の沢から音更川さらに十勝

川に流れた可能性があり、十勝川から採取される黒曜石円礫の組成は、十勝三股産の原石の組成と相

互に近似している。また、上士幌町のサンケオルベ川より採取される黒曜石円礫の組成も十勝三股産

原石の組成と相互に近似している。これら組成の近似した原石の原産地は区別できず、遺物石材の産

地分析でたとえ、 この遺物の原石産地が十勝三股群に同定されたとしても、 これら十勝三股、音更川、

十勝川、サンケオルベ川の複数の地点を考えなければならない。 しかし、 この複数の産地をまとめて、

十勝地域としても、古代の地域間の交流を考察する場合、問題はないと考えられる。また、清水町、

新得町、鹿追町にかけて広がる美蔓台地から産出する黒曜石から2個の美蔓原石群が作られた。この

原石は産地近傍の遺跡で使用されている。名寄市の智南地域、智恵文川および忠烈布貯水池から上名

寄にかけて黒曜石の円礫が採集される。これらを組成で分類すると88％は名寄第一群に、 また12%は

名寄第二群にそれぞれなる。旭川市の近文台、嵐山遺跡付近および雨文台北部などから採集される黒
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曜石の円礫は、 20％が近文台第一群、 69％が近文台第二群、 11％が近文台第三群それぞれ分類された。

また、滝川市江別乙で採集される親指大の黒曜石の礫は、組成で分類すると約79％が滝川群にまとま

り、 21%が近文台第二、三群に組成が一致する。滝川群に一致する組成の原石は、北竜町惠岱別川培

本社からも採取される。秩父別町の雨竜川に開析された平野を見下す丘陵中腹の緩斜面から小円礫の

黒曜石原石が採取される。産出状況とか礫状は滝川産黒曜石と同じで、秩父別第一群は滝川第一群に

組成が一致し、第二群も滝川第二群に一致しさらに近文台第二群にも一致する。赤井川産原石は、北

海道余市郡赤井川村の土木沢上流域およびこの付近の山腹より採取できる。ここの原石には、少球果

の列が何層にも重なり石器の原材として良質とはいえない原石で赤井川第1群を、 また、球果の非常

に少ない握り拳半分大の良質な原石などで赤井川第2群を作った。これら第1， 2群の元素組成は非

常に似ていて、遺物を分析したときしばしば、赤井川両群に同定される。豊泉産原石は豊浦町から産

出し、組成によって豊泉第1， 2群の2群に区別され、豊泉第2群の原石は斑晶が少なく良質な黒曜

石である。豊泉産原石の使用圏は道南地方に広がり、一部は青森県に伝播している。また、青森県教

育庁の斉藤岳氏提供の奥尻島|幌内川産黒曜石の原石群が確立されている。出来島群は青森県西津軽郡

木造町七里長浜の海岸部より採取された円礫の原石で作られた群で、 この出来島群と相互に似た組成

の原石は、岩木山の西側を流れ鰺ケ沢地区に流入する中村川の上流で1点採取され、 また、青森市の

鶴ケ坂および西津軽郡森田村鶴ばみ地区より採取されている。青森県西津軽郡深浦町の海岸とか同町

の六角沢およびこの沢筋に位置する露頭より採取された原石で六角沢群をまた、八森山産出の原石で

八森山群をそれぞれ作った。深浦の両群と相互に似た群は青森市戸門地区より産出する黒曜石で作ら

れた戸門第二群である。戸門第一群、成田群、浪岡町県民の森地区より産出の大釈迦群（旧浪岡群）

は赤井川産原石の第1、 2群と弁別は可能であるが原石の組成は比較的似ている。戸門、大釈迦産黒

曜石の産出量は非常に少なく、希に石雛が作れる大きさがみられる程度であるが、麿森群は麿森山麓

の成田地区産出の黒曜石で中には5cm大のものもみられる。 また、考古学者の話題になる下湯川産

黒曜石についても原石群を作った。産地分析は、 日本、近隣国を含めた産地の合計202個の原石群と

比較し、必要条件と十分条件を求めて遺物の原石産地を同定する。

結果と考察

遺跡から出土した石器、石片は風化しているが、黒曜石製のものは風化に対して安定で、表面に薄

い水和層が形成されているにすぎないため、表面の泥を水洗するだけで完全な非破壊分析が可能であ

ると考えられる。産地分析で水和層の影響は、軽い元素の分析ほど大きいと考えられるが、影響はほ

とんど見られない。Ca/K、Ti/Kの両軽元素比量を除いて産地分析を行なった場合、 また除かずに産

地分析を行った場合同定される原産地に差はない。他の元素比量についても風化の影響を完全に否定

することができないので、得られた確率の数値にはや、不確実さを伴うが、遺物の石材産地の判定を

誤るようなことはない。今回分析したチプニー1 ･ 2遺跡の黒曜石製石器の分析結果を表2に示した

石器の分析結果から石材産地を同定するためには数理統計の手法を用いて原石群との比較をする。説

明を簡単にするためRb/Zrの一変量だけを考えると、表2の試料番号79782番の遺物ではRb/Zrの値

は1. 262で、赤石山群の［平均値］士［標準偏差値］は、 1.340=t0.059である。遺物と原石群の差を

標準偏差値（ぴ） を基準にして考えると遺物は原石群から1.3び離れている。 ところで赤石山原産地

から100ケの原石を採ってきて分析すると、平均値から士1.3ぴのずれより大きいものが19個ある。す

なわち、 この遺物が、赤石山群の原石から作られていたと仮定しても、 1.3び以上離れる確率は19%

であると言える。だから、赤石山群の平均値から1.3ぴしか離れていないときには、 この遺物が赤石
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山群の原石から作られたものでないとは、到底言い切れない。 ところがこの遺物を所山群に比較する

と、所山群の平均値からの隔たりは、約12ぴである。これを確率の言葉で表現すると、所山群の原石

を採ってきて分析したとき、平均値から12ぴ以上離れている確率は、一兆分の一であると言える。こ

のように、一兆個に一個しかないような原石をたまたま採取して、 この遺物が作られたとは考えられ

ないから、 この遺物は、所山群の原石から作られたものではないと断定できる。これらのことを簡単

にまとめて言うと、 「この遺物は赤石山群に19％の確率で帰属され、信頼限界の0.1%を満たしている

ことから赤石山産原石が使用されいると同定され、 さらに所山群に百億分の一％の低い確率で帰属さ

れ、信頼限界の0.1%に満たないことから所山原石でないと同定される｣。遺物が一ケ所の産地（赤石

山産地） と一致したからと言って、例え赤石山群と所山群の原石は成分が異なっていても、分析して

いる試料は原石でなく遺物で、 さらに分析誤差が大きくなる不定形（非破壊分析）であることから、

他の産地に一致しないとは言えない、同種岩石の中での分類である以上、他の産地にも一致する可能

性は推測される。即ちある産地（赤石山産地）に一致し必要条件を満足したと言っても一致した産地

の原石とは限らないために､帰属確率による判断を表lの202個すべての原石群について行ない十分条

件を求め、低い確率で帰属された原石群の原石は使用していないとして消していくことによ｛ﾂ、はじ

めて赤石山産地の石材のみが使用されていると判定される。実際はRb/Zrといった唯1つの変量だけ

でなく、前述した8つの変量で取り扱うので変量間の相関を考盧しなければならない。例えば、A原

産地のA群でCa元素とRb元素との間に相関がありCaの量を計ればRbの量は分析しなくても分か

るようなときは、A群の石材で作られた遺物であれば、A群と比較したとき、Ca量が一致すれば当然

Rb量も一致するはずである。 したがって、 もしRb量だけが少しずれている場合には、この試料はA

群に属していないと言わなければならない。このことを数量的に導き出せるようにしたのが相関を考

盧した多変量統計の手法であるマハラノビスの距離を求めて行なうホテリングのT2乗検定である。

これによって、それぞれの群に帰属する確率を求めて産地を同定する‘､5'・産地の同定結果は1個の

遺物に対して、黒曜石製では202個の推定確率結果が得られている。今回産地分析を行った遺物の産

地推定結果については低い確率で帰属された原産地の推定確率は紙面の都合上記入を省略しているが

本研究ではこれら産地の可能性が非常に低いことを確認したという非常に重要な意味を含んでいる。

すなわち赤石山産原石と判定された遺物に対して、 カムチャッカ産原石とかロシア、北朝鮮の遺跡で

使用されている原石および信州和田峠産の原石の可能性を考える必要がないという結果であり、 ここ

では高い確率で同定された産地のみの結果を表3に記入した。原石群を作った原石試料は直径3cm

以上であるが、多数の試料を処理するために、小さな遺物試料の分析に多くの時間をかけられない事

情があり、短時間で測定を打ち切る。このため、得られた遺物の測定値には、大きな誤差範囲が含ま

れ、 ときには原石群の元素組成のバラツキの範囲を越て大きくなる。 したがって、小さな遺物の産地

推定を行なったときに､判定の信頼限界としている0. 1％に達しない確率を示す場合が比較的多くみら

れる。この場合には、原石産地（確率）の桶の確率値に替えて、マハラノビスの距離D2乗の値を記

した。この遺物については、記入されたD2乗の値が原石群の中で最も小さなD2乗値で、 この値が

小さい程遺物の元素組成はその原石群の組成と似ていると言えるため、推定確率は低いが、そこの

原石産地と考えてほず間違いないと判断されたものである。白滝地域のあじさい滝、八号沢、白土沢、

I幌加沢の一部の原石は、相互に元素比組成が似ていて産地分析の結果で区別できない遺物がみられる

場合があり、梨肌表面の遺物を八号沢、白土沢地区の原石、滑らかな表面の遺物をあじさい滝または

幌加沢地区の原石と肉眼で判断し判定の欄に記する。 また、赤井川産原石を使用した遺物の判定は複

雑である。これは青森市戸門、蘆森山地区、浪岡町大釈迦より産出する黒曜石で作られた戸門第一、
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蔭森山、大釈迦の各群の組成が赤井川第一、二群、十勝三股群に比較的似ているために、遺物の産地

を同定したときに、戸門原産地と赤井川または十勝産地の複数の原産地に同時に同定される場合がし

ばしば見られる。戸門産地の原石が使用されたか否かは、一遺跡で多数の遺物を分析し戸門第1群と

第2群に同定される頻度を求め、 これを戸門産地における第1群（50％） と第2群(50%)の産出頻

度と比較し戸門産地の原石である可能性を推定する。今回分析した遺物のなかに全く戸門第2群に帰

属される遺物が見られないことから戸門産地からの原石は使用されなかったと推測できる。また浪岡

町大釈迦産原石は非常に小さく分析した遺物よりも小さい原石で本遺跡で使用された可能性は低いと

推測された。膳森山産地の原石、赤井川産原石と十勝産原石を使用した遺物の産地分析では、 これら

産地に同定された遺物の帰属確率の差が十分の一～百分の一がほとんどで、遺物の中には、赤井川、

十勝、蘆森山の各群の帰属確率の差がほとんどない遺物が存在した場合には、原石産地の特定に苦盧

するが、 この場合は、客観的な産地分析法により赤井川産、十勝産、隠森山産と限定したうえで、肉

眼観察により遺物と似た原石が赤井川産地十勝産地、蘆森山産地のいずれに多かを考盧して原石産

地を判定することもある。

今回分析したチプニーl遺跡出土の黒曜石製石片の14個には赤石山産原石が6個で、赤井川産が5

個で、十勝産が3個であった。また、チプニー2遺跡出土の黒曜石製石器、石片の16個には白滝地区

の赤石山産原石が10個と白土沢産が1個で、赤井川産が1個で、旭川市の近文台産が1個であった。

ここで、チプニー2遺跡出土の分析番号79809番の遺物は軽元素比Ca/K, Ti/Kを入れると帰属確率

が低く同定され、 202個の何処の群にも信頼限界の0. 1%に達しない。一般的に、遺物に被熱などの

履歴があり風化層が非常に厚くなっている場合が多い。厚い風化の場合には、Kの元素が風化の影響

の少ない遺物に比べて、より大きく観測される。これは推測であるが、風化層内のK元素が黒曜石表

面に移動し濃縮し、マトリクス効果の自己吸収によるK元素蛍光X線の減衰が減少するために、K元

素のピークが大きく観測される。従ってK元素が分母のCa/K,Ti/Kの比値が小さくなる、将来的に

は風化層の厚さから補正が可能の様に思える。現時点では軽元素比を抜いてマハラノビスの距離を求

めて行なうホテリングのT2乗検定を表lの202群の全ての原石､遺物群について行った結果を推定確

率の欄に【近文台（26％)】 と区別して記した。原石の伝播に伴って地域の生活、文化情報が伝達する

と推測すると、チプニー1 ． 2遺跡には、白滝地区産地赤井川産地地域、 ‐'一勝地域および旭川市地

区の生活、文化情報が伝達していたと推測しても産地分析の結果と矛盾しない。さらに石器の分析個

数を増やすことにより、 より正確な可能性が推測される。
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l 千歳市チプニー1 ． 2遺跡出土の黒曜石製石器、剥片の原材産地分析

表2 チプニー1 ． 2遺跡出土黒曜石製石器、剥片の元素比分析結果
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2．放射性炭素年代測定結果

(株)地球科学研究所

報告内容の説明
~

ソィca9e(j'BPノ 14C年代"measuredradiocarbonage

試料の14C/12C比から､単純に現在(1950年AD)から何年前(BP)かを計算した年代。
半減期はリピーの5568年を用いた。

繍正74Cagge

~んBPノ

補正14C年代"conventional radiocarbonage"
試料の炭素安定同位体比( 13C/12C)を測定して試料の炭素の同位体分別を知り
14C/12Cの測定値に補正値を加えた上で､算出した年代。

試料の 13C値を-25(%･)に標準化することによって得られる年代値である。

暦年代を得る際にはこの年代値をもちいる。

d､"C<beﾉ、〃 試料の測定14C/12C比を補正するための13C/12C比。
この安定同位体比は､下式のように標準物質(PDB)の同位体比からの千分偏差(%｡)
で表現する。

( 13C/12C)[試料]-( 13C/12C)[標準］
613C(%o)=

(13C/12C)[標準］

ここで、 13C/12C[標準]=0.0112372である。

X 1000

暦年ff : 過去の宇宙線強度の変動による大気中14C濃度の変動に対する補正により､暦年代を
算出する。 具体的には年代既知の樹木年輪の14Cの測定､サンゴのU-Th年代と
14C年代の比較により､補正曲線を作成し､暦年代を算出する。最新のデータベース（
"INTCAL98RadiocarbonAgeCalibration"Stuiveretal,1998,Radiocarbon40(3))
により約19000yBPまでの換算が可能となった｡＊

*但し､ 10000yBP以前のデータはまだ不完全であり今後も改善される可能性が高いので､補正前のデータの保管を推奨します。
′'ThecalendarcalibrationswerecalculatedusingthenewestcalibrationdataaspublishedinRadiqCarb",yol.40,

No"Zi22,~1993:XSimplifiedApproachtoCalibratingC14Dates. Resultsarereporte4Poth¥calBC'aild.calBP.1998usingthecubicspl inefitmathematicsaspublishedbyTalmaandVogel ,Radiocarbon,Vol､35,No.2，pg317-322, 1993;ASimpIifiedApproachtoCalibratingC14Dates‘ Resultsarerepo｢tedbothascalBCandcalBP、
N6(e､f3tafrali5WafgamP@ldSbeyondaboutlO,600years isstillverysubjectivaThecalibratiOndatabeyonq
aboutl3,000years isa"bestfit''c6mpilationofmodeleddataand,althoughan improvementoptbeapcuracyOithe
radiocarbondate,shouldbeconsidered illustrative・ lt isverylikelythatcal ibrationdatabeyondlO,000yearswill
"ng5m~ih5Murg. Becauseofthis, it isveryimportanttoquotetheOriginalBPdatesandthesereferencesin
760r;n6ii656onS"thatfuturerefinementscanbeappl iedtoyourresults.''

淑定方法などた関するデータ

測定方法 AMS : 加速器質量分析
~

Radiometric :液体シンチレーシヨンカウンタによるβ一線計数法

~処理･調製｡その他 試料の前処理､調製などの情報

前肌理 acid-alkali-acid : 酸一アルカリー酸洗浄

acidwashes :酸洗浄

acidetch ;酸によるエッチング

none ：未処理

調製､その他

Bulk-LowCarbonMaterial :低濃度有機物処理

BoneCollagenExtraction : 骨､歯などのコラーゲン抽出
Cel luloseExtraction :木材のセルローズ抽出

ExtendedCounting : Radiometricによる測定の際､測定時間を延長する

分析機関 BETAANALYTICINC.

4985SW74Court,Miami ,FI, U.S.A33155
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Ⅵ 自然科学的手法による分析結果

表1 放射性炭素年代測定分析試料一覧

試料番号 ｜測定方法｜ 種類 ｜重量(9) |遺構名｜グリット｜ 層位
CHP1-11AMS クルミ殻I oM包含層 F47 河道跡
CHP1-21AMS 炭化材 2. 12F-29 Q40 IV層上

CHP1-3IAMS |炭化物 I 464c-1 P46 河道跡
CHP1-4IAMS I木 | 0r7T包含層 P47 河道跡

ＳＳ

ＭＭ
ＡＡ

跡跡上
層道道

河河Ｖ

Q40

炭化物

木

P46

試料採取日’ 備考
2001.7． 18

2001.7.31焼土

2001.8.9 炭化物集中、砂層2001.8.9 砂層

2001 .8. 10

C14年代(yBP) 613C(permi l) 補正C14年代(yBP)

MeasuredC14age (ConventionalC14age)

試料データ

260±40 290±40-23.0Beta- 163051

試料名( 19341)

測定方法、期間

試料種、前処理など

CHP1-1

AMS-Standard

nutshell acid/alkali/acid

1810±401850±40 -27.3Beta- 163052

試料名( 19342)

測定方法、期間

試料種、前処理など

CHP1-2

AMS-Standard

charredmaterial acid/alkali/acid

3070±403090±40 -26.2Beta- 163053

試料名( 19343)

測定方法、期間

試料種、前処理など

CHP1-3

AMS-Standard

charredmaterial acid/alkali/acid

180±40200±40 -26.2Beta- 163054

試料名( 19344)

測定方法、期間

試料種、前処理など

CHP1-4

AMS-Standard

wood acid/alkali/acid

年代値はRCYBP(1950A.D.を0年とする)で表記。モダンリファレンススタンダードは国際的な慣例としてNBSOxalicAcidの
Cl4濃度の95%を使用し、半減期はリビーの5568年を使用した。エラーはlシグマ(68%確率)である。
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2 放射性炭素年代測定

CALIBRATIONOFRADIOCARBONAGETOCALENDARYEARS

(Variables: C13/C12=-23:lab.mult=1)

Laboratorynumber: Beta-163051

Conventionalradiocarbonage: 290±40BP

2Sigmacalibratedresult: CalAD1490to1660(CalBP460to290)
(95%probability)

Interceptdata

Interceptofradiocarbonage
withcalibrationcurve:

1Sigmacalibratedresults:
(68%probability)
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Ⅵ 自然科学的手法による分析結果

CALIBRATIONOFRADIOCARBONAGETOCALENDARYEARS

(Variables: C13/C12=-27.3:lab.mult=1)

Laboratorynumber: Beta-163052

Conventionalradiocarbonage: 1810*40BP

2Sigmacalibratedresult: CalAD110to330(CalBP1840to1620)
(95%probability)

Interceptdata

Interceptofradiocarbonage

withcalibrationcurve: CalAD230(CalBP1720)

1Sigmacalibratedresult: CalAD140to250(CalBP1810tol700)
(68%probability)
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2 放射性炭素年代測定

CALIBRATIONOFRADIOCARBONAGETOCALENDARYEARS

(Variables: C13/C12=-26.2:lab.mult=1)

Laboratorvnumber: Beta-163053

Conventio皿alradiocarbonage: 3070±40BP

2Sigmacalibratedresult: CalBC1420to1250(CalBP3370to3200)

(95%probability)

Interceptdata

Interceptofradiocarbonage

withcalibrationcurve: CalBC1380(CalBP3320)
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(68%probability)
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CALIBRATIONOFRADIOCARBONAGETOCALENDARYEARS

(Variables: C13/C12=-26.2:]ab.mult=1)
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Interceptdata
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1Sigmacalibratedresults: CalAD1660tol680(CalBP290to260)and
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3．チプニー1遺跡から出土した土擴に残存する脂肪の分析
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動植物を構成している主要な生体成分にタンパク質，核酸，糖質（炭水化物）および脂質（脂肪．

油脂）がある． これらの生体成分は環境の変化に対して不安定で，圧力，水分などの物理的作用を受

けて崩壊してゆくだけでなく，土の中に棲んでいる微生物による生物的作用によっても分解してゆく

これまで生体成分を構成している有機質が完全な状態で遣存するのは，地下水位の高い低地遺跡，泥

炭遺跡，貝塚などごく限られた場所にすぎないと考えられてきた．

最近， ドイツ新石器時代後期にバター脂肪が存在していたこと( 1 )，古代遺跡から出土した約2千年

前のトウモロコシ種子'2'’約5千年前のハーゼルナツツ種子(3)に残存する脂肪の脂肪酸は安定した

状態に保持されていることがわかった． このように脂肪は微量ながら比較的安定した状態で千年．万

年という長い年月を経過しても変化しないで遣存することが判明した’4}・

脂質は有機溶媒に溶けて，水に溶けない成分を指している．脂質はさらに構造的な違いによって誘

導脂質，単純脂質および複合脂質に大別される． これらの脂質を構成している主要なクラス（種）が

脂肪酸であり，その種類，含量ともに脂質中では最も多い．その脂肪酸には炭素の鎖がまつすぐに延

びた飽和型と鎖の途中に二重結合をもつ不飽和型がある．動物は炭素数の多い飽和型の脂肪酸，植物

は不飽和型の脂肪酸を多く持つというように,動植物は種ごとに固有の脂肪酸を持っている.ステロー

ルについても，動物性のものはコレステロール，植物性のものはシトステロール，微生物はエルゴス

テロールというように動植物に固有の特徴がある．従って， 出土遺物の脂質の種類およびそれらを構

成している脂肪酸組成と現生動植物のそれとを比較することによって， 目に見える形では遣存しない

原始古代の動植物を判定することが可能となる．

このような出土遺構．遺物に残存する脂肪を分析する方法を「残存脂肪分析法」 という． この「残

存脂肪分析法」を用いてチプニー1遣跡から出土した土曠の性格を解明しようとした．

1．土壌試料

北海道千歳市に所在するチプニー1遺跡から出土した土曠P- 1とP-2内外の土壌試料を分析し

た．遺跡内での土曠配置状況と土壌内外での土壌試料採取地点を図1に示す．試料NolとNO2を縄文

時代後期中葉のものと推定されているP- 1床面直上の中央付近と南寄りから, NO3を縄文時代前期

～早期のものと推定されているP-2床面直上の中央から, No4～No6を対照試料として北西壁セク

ションV～Ⅶ層から， それぞれ採取した．

2．残存脂肪の抽出

土壌試料72～4039に3倍量のクロロホルムーメタノール(2 : 1)混液を加え，超音波浴槽中で

30分間処理し残存脂肪を抽出した．処理液をろ過後，残置に再度クロロホルムーメタノール混液を加

え，再び30分間超音波処理をする． この操作をさらに2回繰り返して残存脂肪を抽出した．得られた

全抽出溶媒に1％塩化ナトリウムを全抽出溶媒の4分の1容量加え， クロロホルム層と水層に分配し，

下層のクロロホルム層を濃縮して残存脂肪を分離した．

-159-



Ⅵ 自然科学的手法による分析結果

残存脂肪の抽出量を表lに示す．抽出率は0.0048～0.0105%,平均0.0074%であった． この値は全

国各地の遺跡から出土した土壌，石器土器などの試料の平均抽出率0.0010～0.0100%の範囲内のも
のであった．

残存脂肪をケイ酸薄層クロマトグラフィーで分析した結果，脂肪は単純脂質で構成されていた． そ

の中では遊離脂肪酸が最も多く，次いでグリセロールと脂肪酸が結合したトリアシルグリセロール（ト

リグリセリド)， ステロールエステル， ステロールの順に多く，微量の長鎖炭化水素も存在していた．

3。残存脂肪の脂肪酸組成

分離した残存脂肪の遊離脂肪酸とトリアシルグリセロールに5％メタノール性塩酸を加え,125℃封

管中で2時間分解し， メタノール分解によって生成した脂肪酸メチルエステルを含む画分をクロロホ

ルムで分離し， さらにジアゾメタンで遊離脂肪酸を完全にメチルエステル化してから，ヘキサンーエ

チルエーテルー酢酸(80:30: 1) またはへキサンーエチルエーテル(85: 15) を展開溶媒とするケ

イ酸薄層クロマトグラフィーで精製後， ガスクロマトグラフィーで分析した(5)．

残存脂肪の脂肪酸組成を図2に示す．残存脂肪から10種類の脂肪酸を検出した． このうちパルミチ

ン酸(C16: 0) , ステアリン酸(C18: 0) , オレイン酸(C18: l), リノール酸(C18: 2), アラ

キジン酸(C20: 0),エイコサモノエン酸(C20: 1) ,ベヘン酸(C22: 0), リグノセリン酸(C24:

0）の8種類の脂肪酸をガスクロマトグラフィー－質量分析により同定した．

試料中の脂肪酸組成をみると，炭素数18までの中級脂肪酸は試料NolとNQ4のように主要な脂肪酸

がパルミチン酸とオレイン酸でほぼ同程度分布しているもの, No2とNO5のようにオレイン酸である

もの, No3とNO6のようにパルミチン酸であるものに分かれた．一般に考古遺物にはパルミチン酸が

多く含まれている． これは長い年月の間にオレイン酸， リノール酸といった不飽和脂肪酸の一部が分

解し，パルミチン酸を生成するためで，主として植物遺体の土壌化に伴う腐植物から来ていると推定

される． オレイン酸の分布割合の高いものとしては，動物性脂肪と植物性脂肪の両方が考えられ，植

物性脂肪は特に根，茎，種子に多く分布するが，動物性脂肪の方が分布割合は高い． オレイン酸はま

た， ヒトの骨のみを埋葬した再葬墓試料などにも多く含まれている． ステアリン酸は動物体脂肪や植

物の根に比較的多く分布している． リノール酸は主として植物種子・葉に多く分布する．土曠内外試

料は個々に異なった傾向を示し，土曠の内外や同一土曠かどうかで同一傾向を示すということはな

かった．

一方，高等動物，特に高等動物の臓器，脳，神経組織血液，胎盤に特徴的にみられる炭素数20以

上のｱﾗｷｼﾝ酸,ﾍﾍﾝ酸リグノセリン酸などの高級飽和脂肪酸は， それら3つの合計含有率が

試料No5で約7%,他のすべての試料中で約13～21%であった．通常の遺跡出土土壌中でのアラキジ

ン酸，ベヘン酸， リグノセリン酸の高級飽和脂肪酸3つの合計含有率は約4～10%であるから，試料

No5の高級飽和脂肪酸含有量は通常の遺跡出土土壌中の植物腐植土並みで，他のすべての試料中での

それは植物腐植土中でよりもやや多めか多めであった．高級飽和脂肪酸含有量が多い場合としては，

試料中に高等動物の血液，脳，神経組織，臓器などの特殊な部分が含まれている場合と，植物の種

子・葉などの植物体の表面を覆うワックスの構成分が含まれている場合とがある．高級飽和脂肪酸が

動物，植物のどちらに由来するかはコレステロールの分布割合によって決めることができる．概して

動物に由来する場合はコレステロール含有量が多く，植物に由来する場合はコレステロール含有量が

少ない．

以上， チプニーl遺跡の試料中の脂肪酸組成は土曠の内外や同一土曠かどうかで傾向が似ていると
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いうようなことはなく，個々の試料が独自のパターンを示していることがわかった．主要な脂肪酸は

パルミチン酸であるもの， オレイン酸であるもの，パルミチン酸とオレイン酸の両方であるものに分

かれた．高級飽和脂肪酸は対照試料No5を除き，すべての試料中で通常の遺跡出土土壌の植物腐植土

中でよりもやや多めか多めであることもわかった．

4．残存脂肪のステロール組成

残存脂肪のステロールをヘキサンーエチルエーテルー酢酸 （80：30： 1） を展開溶媒とするケイ

酸薄層クロマトグラフィーで分離・精製後， ピリジンー無水酢酸(1 : 1) を窒素気流下で反応させ

てアセテート誘導体にする．得られた誘導体をもう一度同じ展開溶媒で精製してから， ガスクロマト

グラフィーにより分析した．残存脂肪の主なステロール組成を図3に示す．残存脂肪から17～21種類

のステロールを検出した． このうち．プロスタノール， コレステロール，エルゴステロール， カンペ

ステロール,スチグマステロール,シトステロールなど8種類のステロールをガスクロマトグラフィー

－質量分析により同定した．

試料中のステロール組成をみると，動物由来のコレステロールはすべての試料中に約3～7％分布

していた．通常一般的な植物腐植土中にはコレステロールは2～6％分布している．従って，すべて

の試料中でのコレステロール含有量はほぼ通常の遺跡出土土壌中の植物腐植土並みであった．

植物由来のシトステロールはすべての試料中に約27～49％分布していた．通常の遺跡出土土壌中に

はシトステロールは30～40%, もしくはそれ以上に分布している．従って，すべての試料中でのシト

ステロール含有量はほぼ通常の遺跡出土土壌中の植物腐植土並みであった．

クリ， クルミなどの堅果植物由来のカンペステロール， スチグマステロールは，すべての試料中に

カンペステロールが3～8％， スチグマステロールが5～11%分布していた．通常の遺跡出土土壌中

にはカンペステロール， スチグマステロールはl～10％分布している．従って，試料中のカンペステ

ロール， スチグマステロール含有量はほぼ通常の遺跡出土土壌中の植物腐植土並みであった．

微生物由来のエルゴステロールはすべての試料中に約2～7％分布していた．通常の遺跡出土土壌

中にはエルゴステロールは数％分布している．従って，エルゴステロール含有量は通常よりはやや多

くはあるが土壌微生物の存在による結果と考えられる．

哺乳動物の腸および糞便中に特異的に分布するコプロスタノールは，すべての試料中に約1～2％

分布していた． コプロスタノールは通常の遺跡出土土壌中には分布していないが, 1～2%程度の量

は検出されることがある． また， コプロスタノールの分布により試料中での哺乳動物の存在を確認す

ることができる他に， コプロスタノールが10％以上含まれていると，試料中に残存している脂肪の持

ち主の動物種や性別， また遺体の配置状況などが特定できる場合がある(6)．今回のコプロスタノール

含有量は通常の遺跡出土土壌中の植物腐植土並みで，特に哺乳動物の存在を示唆するほどの含有量で

はなかった．

一般に動物遺体の存在を示唆するコレステロールとシトステロールの分布比の指標値は土曠で0.6

以上' 7) ，土器・石器･石製品で0.8～23.5である （8， 9) ．試料中のコレステロールとシトステロール

の分布比を表2に示す．表からわかるように，すべての試料の分布比は約0.1～0.2で指標値の0.6以

下であった． このことはすべての試料中に動物遺体もしくは動物由来の脂肪が残存している可能性が

ほとんどないことを示唆している．

以上， チプニー1遺跡の試料中の各種ステロール類は，すべて通常の遺跡出土土壌中の植物腐植土

並みか少なめにしか含まれておらず， ほとんど特徴がないことがわかった． コレステロールとシトス
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テロールの分布比もすべての試料が0.6以下で,分布比で見る限りでは試料中に動物遺体もしくは動物

由来の脂肪が残存している可能性がほとんどないこともわかった． また，土曠の内外でステロール組

成に際立った差異がないこともわかった． コレステロール含有量がすべての試料中で通常の遺跡出土

土壌中の植物腐植土並みで，その含有量に大差はないが，脂肪酸分析でやや多めか多めに含まれてい
た高級飽和脂肪酸は植物に由来する可能性が推測された．

5．脂肪酸組成の数理解析

残存脂肪の脂肪酸組成をパターン化し，重回帰分析により各試料間の相関係数を求め， この相関係

数を基礎にしてクラスター分析を行って各試料の類似度を調べた． 同時に同じ北海道内の遺跡で出土

土曠にヒト遺体を直接埋葬した場合と類似の脂肪やヒトの骨部分をよく含むヒト遺体全般の脂肪が残

存していると判定した美沢3遺跡(101 7納内3遺跡(ll) 7滝里38遺跡(12), キウス4B遺跡(131, キウス

4遺跡I地区(14), キウス5遺跡A－2地区(15) 7 キウス5遺跡B地区, C地区(16), キウス7遺跡(171 7

ユカンボシC15遺跡(18) 7ユカンボシE7遺跡(19), オバルベツ2遺跡(20!21'221 7 山越2遺跡(23), 出土土

曠を土曠墓と判定した兵庫県寺田遺跡(24' ,出土土器を幼児埋葬用甕棺と判定した静岡県原川遺跡(251 ,ヒ

トの体脂肪， 出土土曠や出土土器にヒトの骨のみを埋納した場合と類似の脂肪が残存していると判定

した北海道栄町5遺跡“1， 出土土曠を再葬墓と判定した宮城県摺萩遺跡12"， ヒトの骨油試料など，

各種遺跡試料や現生動植物試料の脂肪酸との類似度も比較した．予めデータベースの脂肪酸組成と試

料中のそれとでクラスター分析を行い， その中から出土状況を考慮して類似度の高い試料を選び出し

再びクラスター分析によりパターン間距離にして表したのが図4である．

図からわかるように,チプニーl遺跡の試料Nol, No2, No4, No5はｷｳｽ4遺跡ｵﾊﾙﾍﾂ2

遺跡，摺萩遺跡，栄町5遺跡，ユカンポシE7遺跡の試料やヒトの骨油試料と共に相関行列距離0.1

以内でA群を形成し， よく類似していた．チフ．ニーl遺跡の試料NO3とNO6はキウス5遺跡，滝里38

遺跡， オバルベツ2遺跡， キウス4B遺跡， キウス7遺跡の試料と共に相関行列距離0.1以内でB群

を形成し， よく類似していた．他の対照試料はC～E群を形成した． これらの群のうちB群はC～E

群と相関行列距離0.2以内の所にあり，互いに類似していた．

以上，チプニー1遺跡の試料中に残存する脂肪はP- l試料と対照試料N04, N05がヒトの骨のみを

埋葬したことに関わる遺跡試料やヒトの骨油試料と,P-2試料と対照試料NO6がヒト遺体を直接埋葬

したことに関わる遺跡試料やヒトの体脂肪試料と， それぞれ類似していることがわかった．

6．脂肪酸組成による種特異性相関

残存脂肪の脂肪酸組成から種を特定するために， 中級脂肪酸（炭素数16のパルミチン酸から炭素数18

のステアリン酸， オレイン酸， リノール酸， リノレン酸まで） と高級脂肪酸（炭素数20のアラキジン

酸以上） との比をX軸に，飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸との比をY軸にとり種特異性相関を求めた． こ

の比例配分により第1象限の原点から離れた位置に高等動物の血液，脳，神経組織，臓器などに由来

する脂肪，第1象限から第2象限の原点から離れた位置にヒト胎盤，第2象限の原点から離れた位置

に高等動物の体脂肪，骨油に由来する脂肪がそれぞれ分布する．第2象限から第3象限にかけての原

点付近に植物と微生物，原点から離れた位置に植物腐植土，第3象限から第4象限にかけての原点か

ら離れた位置に海産動物に由来する脂肪が分布する．

土壌試料の残存脂肪から求めた種特異性相関を図5に示す．図からわかるように，試料N01, N02,

N04, NO5は第2象限を主として第2象限から第3象限にかけての位置でA群を, NO3とNO6は第2
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象限内のY軸に近い位置でB群を形成した. A群の分布位置は試料中に残存する脂肪が植物腐植土中

に高等動物の体脂肪や骨油が入り混じった形態のものに, B群のそれは試料中に残存する脂肪が高等
動物の体脂肪や骨油に，それぞれ由来することを示唆している．

以上，チプニーl遺跡のP- 1試料と対照試料No4, No5に残存する脂肪は，植物腐植土中に高等動

物の体脂肪や骨油が入り混じった形態のものに, P-2試料と対照試料NO6に残存する脂肪は，高等動
物の体脂肪や骨油に由来することがわかった．

7．総括

チプニー1遺跡から出土した士曠の性格を判定するために，土壌内外の土壌試料の残存脂肪分析を

行った．残存する脂肪の脂肪酸分析， ステロール分析，脂肪酸組成の分布に基づく数理解析の結果，

土曠の内と外の試料であることが区別できるような特徴や，土曠内試料だけをみても脂肪酸とステ

ロールの組成パターンに通常の遺跡出土土壌中の植物腐植土と異なるような特徴が全くなく ，土曠内

に残存する脂肪と類似の脂肪を推測することは困難であった． しかし， あえて数理解析の結果から推

測すれば，士曠P- 1とP-2に残存する脂肪は，大半が植物腐植土である中にヒト遺体全般の脂肪が

わずかに入り混じっている形態のものに類似している可能性がある．

表1 土壌試料の残存脂肪抽出量

試料No. 採取地点 湿重量(9) 全脂質(mg) 抽出率(%)

P-1床面直上Nol

P-l " No.2

P-2 " NO3

北西壁セクションV層

〃 Ⅵ層

〃 Ⅶ層

１

２

３

４

403. 2

238. 0

83. 9

192. 3

71. 9

75． 3

21. 1

13． 7

4. 0

20. 2

6．4

6． 7

0. 0052

0, 0058

0. 0048

0. 0105

0. 0089

0. 0089

5

6

表2 試料中に分布するステロールの割合

試料No ]7｡nX7/-)I(%) ]ﾚ賑陸‘“ シM…） ”砥齢,~‘
１

２

３

４

1. 11

1. 62

0. 70

0． 88

1. 30

4. 18

3． 86

3. 10

6． 70

5． 77

3． 87

5. 71

48. 61

41. 05

40. 96

28. 07

32. 72

27. 34

0.08

0． 08

0. 16

0. 21

0. 12

0. 21

5

6
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4．千歳市チプニー1遺跡、チプニー2遺跡出土動物遣存体

高橋理／千歳サケのふるさと館

太子夕佳／北海道大学大学院獣医学部

チプニーl遺跡、チプニー2遺跡

(ちぷに－1いせき、ちぷに－2いせき）

北海道千歳市中央1018-5ほか

一般国道337号新千歳空港関連工事用地内埋蔵文化財発掘調査

平成13年5月7日～10月31日

4,8101Tf

遺跡名

所在地

調査原因

発掘調査期間

発掘調査面積

(財）北海道埋蔵文化財センター

佐川俊一、笠原興、冨永勝也、山中文雄

縄文時代早期～擦文時代、アイヌ文化期

土曠、焼土、Tピット、炭化物集中

土器・石器・焼骨

調査主体

調査担当者

時期

検出遺構

出土遺物

はじめに

千歳市チプニー遺跡群は、千歳市の市街地から北東へ約6km、馬追（まおい）丘陵西側斜面を流

れるチプニー川の左右の河岸段丘上に立地する （チプニー1遺跡：左岸、チプニー2遺跡：右岸)。

これら二つの遺跡において、縄文時代晩期および擦文時代、アイヌ文化期の焼土．包含層より動物遣

存体が検出された。

遺物はすべて強く被熱しており、白色化・変形をきたしている。遺物の採取方法は、チプニーl遺

跡ではうローテーションプロセスによって、 lmm目のフルイを使用して回収されている。また、チ

プニー2遺跡では一部水洗選別(Water Sieving)の他は、すべてハンドピックによる回収であった。

筆者に分析の機会を与えられた(財)北海道埋蔵文化財センター佐川俊一氏およびスタッフの方々

に御礼申し上げます。

出土動物遣存体

動物遣存体が回収されたのは、チプニーl遺跡で焼土遺構11基（アイヌ期: 2基、擦文期: 9基)、

チプニー2遺跡で包含層17地点であった。遺構・包含層については本論に詳しい。回収された動物遣

存体は表1に示した。

腹足綱GaStrOpOda

前鯆亜綱Prosobranchia

マイマイ類

キセルガイ類

硬骨魚綱OsteiChthyes

サケ目 Salmoniformes

サケ科Salmonidae

-171-



VI 自然科学的手法による分析結果

哺乳綱Mammalia

偶蹄目Artiodactvla

シカ科Cervidae

ニホンジカαγ"“〃”0〃
イノシシ科Suidae

イノシシS" Jrm/力 ん""""zzx
ほか小型哺乳類

コメント

チプニ－1遺跡は擦文期・アイヌ期の焼土遺構が確認された段階で、従来の知見に基づき、サケ科

魚類をはじめとする細かな魚類遣存体の包含が予測されたため、 フローテーションプロセスが導入さ
れた。結果として、やはりサケ科を主体とする魚類とカタツムリ類・キセルガイ類のLand Snailを

多数回収するができた。細かなメツシュサイズを使用したにもかかわらず、シカ・ヒグマなどの中・

大型哺乳類はみられないことから、チフ．ニーl遺跡は冬季にサケの捕獲を目的として利用された場と

みなすことができるだろう （千歳川では、かつてシロザケの遡上は12月から翌年2月に集中していた)。

対岸のチプニー2遺跡は縄文時代晩期の包含層があり、肉眼で骨片が判別できたことから、主とし

てハンドピックによって遺物の回収が行われた。チプニー1遺跡とはまったく対照的に､すべてシカ・

イノシシの陸上哺乳類が検出された。焼土遺構の有無は筆者のもとには知らされていないが、骨はや

はり強く被熱していることから、焼土遺構から二次・三次的に動かされた遺物が包含層中に残ってい
たと推察される。

この検出状況からは、チプニー2遣跡が、縄文時代晩期においてはシカ狩猟のキャンプサイト的な

場であったらしいと考えられる。川を目の前にして、その資源を利用した痕跡がみられないという例

はないわけではない。縄文時代後期のキウス4遺跡は大規模な集落、周堤墓などでつとに著名である

が、サケをはじめ千歳川・キウス川の資源を大いに利用していたことがわかっている。これに対して、

キウス川を少しさかのぼる段丘上に立地するキウス5遺跡では、チプニー2遺跡と同様にシカのみが

検出され、 この遺跡もキャンプサイトとして利用されたことを推定したことがある。

チプニー2遣跡の近隣に、居住域として利用されたチプニー遺跡があることも考えられよう。両遺

跡は、縄文時代から擦文・アイヌ期にわたり、遺跡の性格が大きく変遷していったことをものがたる

遺跡といえるだろう。古チプニー川の河道の変化、それによる水産資源のバイオマスの変動、あるい

は生業様式の振幅（擦文・アイヌ期におけるサケ資源の内外的な需要）なと÷を反映しているのである

7o

縄文時代晩期におけるイノシシの出土は、石狩低地帯においては珍しいことではなくなってきてい

る。縄文時代前期（白老町虎杖浜2遺跡）から続縄文時代末期（恵庭市西島松5遺跡）にわたり、お

そらく本州から搬入されたと考えられる。食料対象あるいは埋葬儀礼としての需要が持続されたので

~

あろう。昨年、擦文期の千歳市ウサクマイN遺跡より検出され、時期

的にさらに新しくなった。ただし、報告者はオホーツク式土器の出土

を考慮して、 カラフトブタの可能性も考えている。

陸産貝類LandSnailは数多く出土しているが、いずれも被熱して

おらず、動物遣存体が廃棄されてから腐肉を食するために集まってき

たものであろう。陸産貝類の存在は周辺の環境復元のデータとなるだ

ろう｡

零
増

イノシシ骨
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5．チプニー1遺跡の植物珪酸体分析

パリノ ・サーヴェイ株式会社

はじめに

本遺跡は、馬追丘陵の西側斜面を流れるチプニー川左岸に位置する。千歳市周辺には、支笏カルデ

ラより噴出した火砕流堆積物を基盤とする起伏の小さい台地が広がる。この火砕流は、更新世後期に

活発であった支笏カルデラからの最後の噴出物である。最近の調査によって、火砕流直前に噴出した

降下軽石(Spfal)の噴出年代が、 3.8～3.9万年前とされている （加藤ほか, 1995)。これより、火砕
流の噴出年代は、従来3.1～3.4万年前とされてきたが（町田・新井, 1992)、それよりも4～5千年

ほど古く考えられるようになってきている。この火砕流の上位については、曽屋・佐藤（1980）に詳

しく述べられている。以下、特に文献を示さない記載についてはこれに従う。火砕流堆積物の上面に

は、火砕流堆積物に由来する砕屑物からなる再堆積層が分布する。再堆積層の上位には、恵庭、羊蹄

および樽前などの各火山を給源とする降下テフラ層が比較的厚く累重し、起伏の少ない地形をさらに

なだらかにしている。各テフラ層間には、褐色または黒色の火山灰土層（いわゆるローム層または黒

ボク土層）が発達しているところが多い。

今回の調査区は、ほぼ平坦な台地部、チプニー川に向かう緩斜面、河道跡からなる。これまでの調

査からアイヌ文化期とみられる焼土、擦文時代の焼土・集石、縄文時代の土坑・焼土・炭化物集中な

どが検出されている。今回は、遺跡周辺の植生、特にイネ科植物相について検討することを目的とし

て、植物珪酸体分析を実施する。

1．層序と試料

調査区内の層序は、上位よりI層～Ⅷ層に分層されている。その層序は、下位から次のようにされ

ている。最下部のⅧ層は、明褐色土であlﾂ、恵庭a降下軽石層(En-p) とされる。Ⅶ層は榿色土で、

恵庭aローム層(En-L) とされ、下位の恵庭降下軽石を挟むとされる。Ⅵ層は暗褐色土で、上位のV

層との漸移層であり、縄文時代早期の遺物が含まれる。V層は黒褐色土で、縄文時代早期～晩期の包

含層である。周辺地域で踏襄されている層序では、第2黒色土に相当する。Ⅳ層は赤褐色土でTa-

cとされている。Ta-cの噴出年代は、縄文時代晩期初頭とされている （曽根･佐藤, 1980)。Ⅲ層

は、黒色土であり、縄文時代晩期～近世アイヌ期までの遺物包含層とされる。周辺地域で踏襲されて

いる層序では、第1黒色土に相当する。その上位のⅡ層はにぶい褐色士ないし灰白色土からなり、T

a-aとされる。Ta-aの噴出年代は、 1739年（元文元年） とされている。 I層は、黒色土からなり、

現表土である。
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No. 1～5 ：植物珪酸体分析試料

図1 試料採取地点の土層断面および試料採取層位
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Ⅵ 自然科学的手法による分析結果

試料は、Ⅶ～V層から各1点、Ⅲ層から2点の合計5点が採取された（図1）。これら全点について、
植物珪酸体分析を実施する。

2.分析方法

湿重5g前後の試料について過酸化水素水・塩酸処理、超音波処理(70W, 250KHz, 1分間)、沈

定法、重液分離法（ポリタングステン酸ナトリウム，比重2． 5）の順に物理・化学処理を行い、植物

珪酸体を分離．濃集する。検鏡しやすい濃度に希釈し、 カバーガラス上に滴下・乾燥させる。乾燥後、
プリュウラックスで封入してプレパラートを作製する。

400倍の光学顕微鏡下で全面を走査し、その間に出現するイネ科葉部（葉身と葉鞘）の葉部短細胞

に由来した植物珪酸体（以下、短細胞珪酸体と呼ぶ）および葉身機動細胞に由来した植物珪酸体（以

下、機動細胞珪酸体と呼ぶ） を、近藤・佐瀬(1986)の分類に基づいて同定・計数する。

結果は、検出された種類とその個数の一覧表で示す。 また、検出された植物珪酸体の出現傾向から

古植生や栽培植物について検討するために、植物珪酸体群集の分布図を作成する。各種類の出現率は、

短細胞珪酸体と機動細胞珪酸体の珪酸体毎に、それぞれの総数を基数とする百分率で求める。

~

3．結果

結果を表l、図2に示す。検出される植物珪酸体

は、全体的に保存状態が悪く、表面に多数の小孔

（溶食痕）が認められる。特に下位の試料番号5 ．

4では、植物珪酸体の検出個数が少ない。

植物珪酸体群集は、試料番号3、試料番号2，試

料番号lで異なる。以下、試料ごとに産状を示す。

試料番号3は、 クマザサ属を含むタケ亜科が多産

し、次いでヨシ属・イチゴツナギ亜科短細胞珪酸体

が検出される。試料番号2は、 ヨシ属が減少し、 ク

マザサ属を含むタケ亜科が最も多く検出される。試

料番号lは、 タケ亜科が減少し、ススキ属を含むウ

シクサ族およびイチゴツナギ亜科が増加する。

表1 植物珪酸体分析結果

種 類

試料番号 1 2 3 4
■
■

イネ科葉部短細胞珪酸体

タケ亜科クマザサ属

タケ亜科

ヨシ属

ウシクサ族ススキ属

イチゴツナギ亜科

不明キビ型

不明ヒケシバ型

不明ダンチク型

rネ科葉身機動細胞珪酸体

タケ亜科クマザサ属

タケ亜科

ヨシ属

ウシクサ族

不明

０

４

７

４

１

０

４

５

１

５

１

１

３

７

３

２

１

３

６

７

７

５

９

９

１

２

２

６

６

１

１

６

６

４

４

３

９

４

０

６

４

３

３

２

２

３

８

３

１

２

９

１

５

１

ｌ

３

１

ｌ

７

５

ｌ

１

５

９

５

１

３

２
５
１
一
１
７
－
－
１

４

５

１

４

５

５

６

４

４

４

９

０

３

３

９

５

１

５

合 計

イネ科葉部短細胞珪酸体
イネ科葉身機動細胞珪酸体
総計

７

８

５

１

２

７

４

１

２

３

６

２

１

３

５

９

４

５

０

６

３

１

４

６

４

０

３

０

４

２

１

３

２

３

５

４

２

６

4．考察

Ⅶ層．Ⅵ層は、植物珪酸体の検出個数が少ないため、詳細な検討ができない。植物珪酸体は、 V層

より上位において、豊富に検出される。V層では、 タケ亜科とともに、 ヨシ属・イチゴツナギ亜科が

多産する。これより、周辺では、 クマザサ属などのササ類、 ヨシ属、 イチゴツナギ亜科などが分布し

ていたと考えられる。これらの植物は、それぞれの生育環境に応じて棲み分けている。これまで周辺

で行われてきた調査例（パリノ ・サーヴェイ株式会社, 1998a, 1998b, 1999;山田悟郎, 1998;岡本，

1998；吉l1l奇・椿坂, 1998) を参考にすると、台地上に成立していたコナラ亜属を中心とした植生の林

床等に、 クマザサ属などのササ類が分布していたと考えられる。 また、低地には、ヤナギ類やハンノ

キ類などから形成される湿地林とともに、 ミズバショウ属、 カヤツリグサ科、 ヨシ属を含むイネ科な

どが分布して、湿地帯を形成していたと思われる。
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図2植物珪酸体群集の層位分布
出現率は、イネ科葉部短細胞珪酸体、イネ科葉身機動細胞珪酸体の総数を基数
として百分率で算出した。なお、 ＋は短細胞珪酸体および機動細胞珪酸体が100
個未満の試料で検出された種類を示す。

Ⅲ層では、 ヨシ属が減少し、 クマザサ属を含むタケ亜科が多産する。これより、 Ⅲ層堆積時になる

と付近ではヨシ属が減少し、ササ類が生い茂っていたと考えられる。この変化は、地下水位の低下し、

乾いた環境が広がったことを示唆すると思われる。また、 Ⅲ層上部になると、ススキ属やイチゴツナ

ギ亜科などが増加する。現在の植生を考盧すると、ススキ属やイチゴツナギ亜科は、現在荒れ地や草

地に生育することが多く、ササ草原の中で大群落を形成することがあまりない。これより、 Ⅲ層上部

になると、 クマザサ属などのササ類に覆われている場所が減少し、そこにできた裸地にススキ属やイ

チゴツナギ亜科が分布していたと考えられる。 ところで、遺構の検出状況をみると、V層で調査区北

側の標高が高い場所に遺構が集中しているが、 Ⅲ層になると調査区全域で確認されている。この背景

には、 V層堆積時よりも乾いた場所が広がっていたことと関連があると思われる。また、その結果と

して、ススキ属やイチゴツナギ亜科が増加した可能性がある。

今回の結果は、環境変化と人間活動の関係を捉えることができる貴重な資料と言える。今後とも周

辺地域における情報を蓄積し、人間活動とこれを取り巻く環境変化の関連を明らかにしていきたい。
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パリノ・サーヴェイ株式会社(1998b)キウス4遺跡から出土した炭化材の樹種（財）北海道埋蔵文

化財センター調査報告書第124集「千歳市キウス4遺跡(2) －北海道横断自動車道（千歳～夕張）
埋蔵文化財発掘調査報告書｣, p. 315-318,財団法人北海道埋蔵文化財センター．

パリノ・サーヴェイ株式会社(1999)柏台l遺跡の地形・層序・古植生について. (財）北海道埋蔵

文化財センター調査報告書第138集「千歳市柏台l遺跡一一般国道337号新千歳空港関連工事用地

内埋蔵文化財発掘調査報告書一｣, p. 257-268,財団法人北海道埋蔵文化財センター．

曽屋龍典・佐藤博之(1980)千歳地域の地質．地域地質研究報告(5万分の1図幅), 92p. ,地質調
査所．

山田悟郎(1998)キウス4遺跡の古植生について. (財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書第124

集「千歳市キウス4遺跡（2） －北海道横断自動車道（千歳～夕張）埋蔵文化財発掘調査報告書｣，
p. 287-292,財団法人北海道埋蔵文化財センター．

吉lll奇昌一・椿坂恭代(1998)キウス4遺跡から出土した炭化植物種子について. (財）北海道埋蔵文

化財センター調査報告書第124集「千歳市キウス4遺跡（2） －北海道横断自動車道（千歳～夕張）
埋蔵文化財発掘調査報告書｣, p. 357-367,財団法人北海道埋蔵文化財センター．
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2.ﾖｼ属短細胞珪酸体(試料番号2)

3.ｽｽｷ属短細胞珪酸体(試料番号l）

4.ｲﾁｺﾂﾅｷ亜科短細胞珪酸体(試料番号l）
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6．北海道チプニー1遺跡から出土した炭化植物種子

)ばきさかやすよ

椿坂恭代
よしさきまさかず

吉崎昌一

1 ）遺跡と調査の概要

遺跡の名称：チプニー1遺跡(A-03-277)
ほつかいと“うちとせ しちゆうおう

遺跡の所在：北海道千歳市中央1018-5

調査の機関：財団法人北海道埋蔵文化財センター
きがわしゆんいち

調査担当者：佐川俊一ほか

調査期間 ：平成13年(2001年) 5月7日～10月31日

遺跡の立地：千歳市の市街地から北東へ約6km,馬追丘陵の西側斜面を流れるチプニー川の左岸

段丘上で標高約18m～22mに位置している．

層序・年代・遺構: I層；耕作土

Ⅱ層；榑前a降下軽石層

Ⅲ層；腐植土． アイヌ期と擦文時代

Ⅳ層；榑前c降下軽石層

V層；腐植土．縄文時代後期後半及び晩期後半

Ⅵ層；遷移層

Ⅶ層；恵庭a降下軽石層起源のローム層

Ⅷ層；恵庭a降下軽石層

チフ・ニー川の氾濫堆積による砂層やシルト

これらの中，文化層として認識されたのはⅢ層とV層のみであった． Ⅲ層は腐食土層でアイヌ期と

思われる焼土2ケ所，擦文時代の焼土26ケ所と集石遺構1ヶ所. V層からは縄文時代の土曠3基, T

ピット2基，焼土13ケ所，炭化物集中1ケ所が検出されている． これらの詳細については本文Ⅳ章を

参照されたい．

2）扱った資料

分析資料として扱った炭化植物は、擦文時代層準の焼土と縄文時代層準の焼土からそれぞれ土壌が

採取され， フローテーション法で処理された後，植物遺体などの中から種子の第一次選別がおこなわ

れ送付されてきた． これらの資料について実体顕微鏡で観察ならびに撮影を行った．検出された植物

種子の出土表は第2表に示しておいた．

3）擦文時代の層準から検出された種子

キビRz""""'""""""",L. (図版1-la, b, c,焼土3から出土）

Ⅲ層の焼土3, 9, 21から合計8粒検出されている．種子はやや球形または広卵形．背面には果長の

1 /2ほどの胚があり，その反対側の腹面にはへう型状のへソがある（椿坂1993) .検出された資料は，

すべて穎果（内･外穎のとれた状態）の状態で出土している．計測値は長さ2.1mm,幅1.8mm,厚さ

2．3mm.
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Ⅵ 自然科学的手法による分析結果

ヒエ属＆ﾙ加"ﾙ〃aBeauv． （図版1-2a, b, c, 3a, b, c,焼土3から出土）

Ⅲ層の焼土3から6粒，焼土9から1粒検出されている．種子は広楕円形．背面には果長の2／

3ほどを占める楕円形の大きな胚がある．その反対側の腹面にはへう型状のへソがある （椿坂1993).
今回出土した資料は栽培型のヒエEchinochloa utilis Ohwi et Yabunoの型態をもつ.殆どの資
料は3aに示した様な穎果（内・外穎のとれた状態）であった． その中には資料2aに示した内穎の

残存しているものも混じる．比較的状態の良い資料を計測し第1表に示しておいた．計測値は2a:

長さ2.4mm,幅1.70mm,厚さ1.40mm, 3a:長さ1.9mm,幅1.4mm,厚さ0.85mm.

’
ナス科SOLANACEAE (図版1－4焼土9, 1-5 焼土21から出土）

Ⅲ層の焼土9から3粒出土している．種子は広楕円形で表面は微凹凸の網目模様がある． これらの

特徴からイガホオズキ属PhysaliastrumMakinoに分類されるだろう． 同層の焼土21から1粒検

出されている種子は，扁平広楕円形で表面には微凹凸の網状斑紋ある． この特徴をもつナス科種子は

ホオズキ属Physalis L・ に分類される． しかし，ナス科種子は形態と種子表面の構造が類似したも

のが多いため，種までの分類は困難である． また，大量に種子が検出されない限り，栽培種，野生種

の分類は難しい．計測値は4 ：長さ1.4mm,幅1.2mm,厚さ0.65mm, 4:長さ2.1mm,幅1.4mm,
厚さ1.0mm.

タデ科POLYGONACEAE(図版1-6,焼土8から出土）

Ⅲ層の焼土8からは2粒，焼土20からは酸化した状態のものが1粒出土している．痩果は三稜形で

稜は鋭く両端は急に尖る．おそらくギシギシ属R"",鍬L.分類されるだろうが種までの分類は困難

である．計測値は長さ2.36mm, lig1.3mm.

アカザ属“e"”｡""加L. (図版1-7,焼土20から出土）

Ⅲ層の焼土13からと焼土20から酸化した状態のものが1粒づつ出土している．種子は扁平球形．側

面には噴状に突出したヘソがある （写真資料の左側)．計測値は長さ1.1mm,幅1.0mm,厚さ0.6mm

ニワトコ属SZz"ﾙ"c"j L. (図版2-8a, b,焼土24から出土）

Ⅲ層の焼土24から酸化した状態のものが1粒出土している．種子は狭楕円形．背面は円みがあり，

腹面は鈍稜をなす．種皮は雛状に隆起した模様があり粗面である． ニワトコ Stz"z""c･" """"zo"L.

であろう．計測値は長さ2. 4mm,幅1. 5mm,厚さ0. 75mm.

タラノキ属A"z"a L. (図版2-9,焼土9から出土）

Ⅲ層の焼土3, 4, 9, 16, 17, 18, 20, 22, 24から合計35粒出土している．種子はすべて酸化した

状態で検出されている．種子は半円形．種子の上方には二本の横溝があり，種皮は凹凸で粗面である

粒形と大きさからタラノキ"""" eAzzIz (Miq. ) Seemannであろう．計測値は長さ2.00mm,幅
1.35mm,厚さ0.75mm.

マタタビ属"c""j"z' Lindl. (図版2-10,焼土9から出土）

Ⅲ層の焼土9, 11, 16, 20から合計23粒，すべて酸化した状態で出土している．種子は長楕円形

種皮には凹点による網目模様がある． この仲間にはマタタビ"f､""城〃 'ojg$' Planch. et
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6 チプニーl遺跡から出土した縄文時代の炭化種子

Maxim. とサルナシAf･""”α α狸zzzz Planch.があるが，両者の種子は形態と表面組織がきわめて
良く似ている． しかし粒形の特徴からはサルナシ JIc,""域α α“"Planch.であろう．計測値は長

さ2.2mm,幅1.2mm,厚さ0.8mm｡

キハダ属Pルピ"b雄"‘加〃 Rupr. (図版2-11,焼土9から出土）

Ⅲ層の焼土9から5粒と破片が7片，酸化状態で出土している．種子は半横広卵形で表皮に浅い凹

みによる網目模様がある． これらの特徴からキハダ助‘"b雄"‘加〃 α碗"だ".Ff R"7.であろう．計測

値は長さ4.90mm,幅2.80mm,厚さ0.55mm.

ブドウ科VITIDACEAE(図版2-12a, b,焼土9から出土）

Ⅲ層の焼土3から破片1と焼土9からは1粒，背面は破損のため観察できなかった．腹面の中央は

稜をなし,稜の両側に針形の凹みがある.北海道のブドウ科にはヤマブドウ VZ"， ‘0恋"e""2 P""”と

エビヅルレヌ姉β戒"〃 Bungeがあるが，後者は分布域が北海道の南部に限られているという．今回
出土したものはおそらくヤマブドウであろうが，資料の保存状態が悪いので詳細な分類ができなかっ

た．計測値は長さ5.2mm,幅3.8mm.

クルミ属ノ"gﾙ"", L. (図版2 13a, b,焼土21から出土）

Ⅲ層の焼土17, 20, 21から堅果細片が0.869出土している．核は円形から長楕円形で先は短く尖る

核の割れ目に沿って左右に穴が一列に並ぶ部分が観察される． これらの特徴からオニグルミルg此’",

"2""""""Maximであろう．

冬芽（図版2-15,焼土9から出土）

Ⅲ層の焼土3, 9, 18, 21から出土しているが比較資料がないので詳細な分類が出来ない．計測値は

長さ3.0mm, 152.0mm.

不明（図版2－16，焼土25から出土）

Ⅲ層の焼土25から1粒出土している．現生の比較資料が手元にないため分類できなかったこの仲間

を不明lとして扱っておく．不明2として扱った資料は，保存状態が悪いため全く分類できなかった

ものである． また，堅果類の種皮片と思われる資料を不明3として扱った．その他キビかヒエ属と思

われるものがあるが，被熱による変形が激しく分類することができなかった． これらの資料を不明ミ

レットとして扱った．

4）縄文時代の層準から検出された種子

ブナ科FAGACEAE(図版2-14a, b,焼土32から出土）

V層の焼土32からブナ科の子葉部分が1片(0.179)出土している．破損しているため詳細な分類

はできなかったが， コナラ属Q""c"L.の子葉と思われる．破損のため計測はできなかった．

その他, V層の焼土34からは酸化した状態のマタタビ属A"""/"" Lindl.の種子が出土している．

保存状態が悪くて分類不能の種子は不明2，堅果類の種皮破片と思われる資料を不明3として扱った．
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5） コメント

縄文時代の層準から検出された植物遺体はきわめて少ない． コナラ属もマタタビ属も縄文時代遺跡

に普通に見られるもの． ともに食用になる． しかし，検出量が少ないのでどの程度活用されていたか
は不明．

擦文時代の層準から検出された植物種子には，明らかな雑穀栽培種がみられた．一般にキビ， アワ，
ヒエなどの雑穀組成は，北海道中央部では普通に見られるもの． しかし，今回の発掘では，予想に反

してアワが欠如している． これは擦文時代の層準でアワがたまたま抽出できなかったのか， それとも

この集落では栽培していなかったのか， まだ分からない． しかし， ヒエには問題がある．今回出土し

たヒエの穎果は，付表に示した通り形態的には明確な栽培型である （第1表) ． むしろ， 中近世のタ

イプに近いとも見られるほどの大きさである． 出土数は少ないにしろ， このチプニーl遺跡と同じタ

イプのヒエは，千歳市・恵庭市などで発掘された擦文文化に多く見られるらしい．

通常，北海道の他の地域で調査された擦文文化の遺跡からは，少数の栽培型ヒエにやや小型の野生

ヒエタイプが混じる場合が多い． したがって， もし，今回出土した様なタイプのヒエが，千歳市・恵

庭市を含む圏内に普遍的であるならば， この地域は，他地域に比較してより栽培型の傾向の強い安定

したヒエ栽培が，古くからおこなわれていた可能性がある．つまり， この地域こそ交易路としての石

狩川流域にあ|ｿ，本州的な文化が早くから流入して根付いた，北海道の中の先進的な空間だった可能

性が考えられる． そういう意味で， この遺跡から抽出された資料はきわめて重要な資料と思われる．

類例を期待すると同時に，現物での年代測定を実施したいと思う．

~
~

引用文献

椿坂恭代

1993:アワ・ヒエ・キビの同定吉崎昌一先生還暦記念論文集「先史時代と関連科学」261-281

表1 チプニー1遺跡出土のヒエ計測一覧（擦文期）

口 IL(mm)No. W(mm) T(mm)
b

1 1．85 1．55 1．00 F－3

〃2 1．90 1．50 0．90

3 1．90 1．40 0．85 〃

4 1．90 1．50 1 ．20 〃

F－95 1．65 1．40 1．00

平均 1．84 1．47 0．99

分散 0．01 0．00 0．01

標準偏差 0．11 0．07 0．13
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Ⅵ 自然科学的手法による分析結果

図版1

色

1 a キビ 背面 腹面1 b 側面1 c

1

2a ヒエ属背面 腹面2b 側面2c

3a ヒエ属背面 3b 腹面 3c 側面 4 ナス科

7 アカザ属
5 ナス科

6 タデ科
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6 チプニー1遺跡から出土した縄文時代の炭化種子

図版2

』？:蕊串
翻驍‘

10マタタビ属9 タラノキ属8aニワトコ属背面 8b 腹面

11 キハダ属 12aブドウ科背面 12b 腹面
内面クルミ属表面 13b13a

亀
冷
轟

14bブナ科 内面14aブナ科 表面
15冬芽

16不明
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7．チプニー1遺跡の土塘内埋積物の花粉分析結果について

北海道開拓記念館山田悟郎

1．試料と試料の処理方法

1）試料

チプニー1遺跡は縄文時代からアイヌ文化期までの遺跡で、遺跡が立地した台地の北側を流れるチ

プニー川の河道跡からも縄文時代から擦文時代までの遺物が出土している。花粉分析の対象となった

のは、チプニー川の河道内に掘削されたP-3土曠を埋積した土壌である。土曠を埋積した土壌はl

層から9層に区分されているが、花粉分析を行ったのは土曠中央部を埋積した’～3層で、 4層とさ

れた褐色砂礫層からは縄文時代後期中葉の遺物が出土している。

l層は砂礫が多く混じった暗褐色腐植土、 2層はわずかに砂礫が混じった黒褐色腐植土、 3層は礫

が混じった粘質がある黒色腐植土で、いずれも台地上から削剥されて流失した腐植土が主となったも

のである。

2）分析方法

土壌試料1009を500cc用ビーカーにとり、下記の順に化学・物理処理を行ってプレパラートを作成

した。

アルカリ処理(10%の苛性カリ液を加え十分に撹拝した後に24時間放置） －水洗（上澄み液が透明

になるまで、 1日に1回上澄み液を交換する作業を14日間繰り返す）－傾斜沈殿法による砂礫の除去

一比重分離(50cc用の遠沈管に試料を移して、遠心分離で脱水後比重を2.1に調整した塩化亜鉛液を

加えて撹祥した後に、 1,000r.p.mで60分間遠心分離）－水洗（比重液に浮いた部分をとりだし、遠心

分離で水洗を3回）－フツ化水素酸処理(遠沈管に沈殿した試料をポリ製遠沈管に移して脱水後、フシ

化水素酸を加え24時間放置）－水洗（遠心分離で3回） －アセトリシス処理（試料に氷酢酸を加え、

遠心分離による脱水後、濃硫酸：無水酢酸のl : 9混液を加えて2分間湯煎） －氷酢酸で洗浄（混液

を除去した試料に氷酢酸を加え遠心分離で洗浄） －水洗（遠心分離で3回）

検鏡にあたっては、 レンズ下に出現した花粉・胞子を無作為に同定・計数し、樹木花粉を200個以

上数えるまで同定を試みたが、各試料ともに花粉・胞子の含有数が少なく、樹木花粉を200個以上数

えることができた試料はなかった。

したがって、花粉の出現頻度を示すグラフの作成は行わず、各試料から検出された花粉・胞子数を

一覧表にして示した（表1）。

2．検出された花粉・胞子

3点の土壌試料のうち、土壌堆積時の植生が推定できる数の花粉・胞子が検出されたのはl層から

採取された試料からのみで、他の2点の試料には花粉・胞子がそれほど多くは含有されていなかった。

検出された花粉・胞子と推定される母植物は下記のとおりである。

針葉樹花粉モミ属（トドマツ)、 トウヒ属（エゾマツ・アカエゾマツ）

落葉広葉樹花粉ヤナギーハコヤナギ属（各種ヤナギ、 ドロノキほか)、 クルミ属（オニグルミ）、

ハンノキ属（ハンノキ・ケヤマハンノキ)、 カバノキ属（シラカンバ・ウダイカ

ンバ)、 クマシデ属（サワシバ)、ハシバミ属（ハシバミ ・ツノハシバミ）、 コナ

ラ亜属（ミズナラ・コナラ・カシワ)、ニレ属（ハルニレ・オヒョウニレ)、モク
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レン属（ホウノキ・コブシ)、キハダ属（キハダ)、カエデ属（イタヤカエデ．ハ

ウチワカエデほか)、シナノキ属（シナノキ・オオバボダイジュ)、 トネリコ属

（ヤチダモ・アオダモ)、 ツツジ科（イソツツジほか）

草本花粉タデ科（オオイタドリ ・ ミゾソバほか)、キンポウゲ科（カラマッソウ・アキカ

ラマツほか)、バラ科（シロワレモコウほか)、マメ科（クサフジ・ハギほか)、

フウロウソウ科（チシマフウロウ・ゲンノショウコ)、 タラノキ属（タラノキ．

ウド)、セリ科（エゾニュウ・ヤブジラミほか)、 オミナエシ科（オミナエシ．オ

トコエシ)、キキョウ科（ツリガネニンジン・サワギキョウほか)、 ヨモギ属（オ

オヨモギほか)、キク亜科（アキタブキほか)、 イネ科（ヨシ・ススキほか)、 カ

ヤツリグサ科（各種スゲ・アブラガヤほか)、 ミズバショウ属（ミズバショウ．
ザゼンソウ）

胞 子ゼンマイ科（ゼンマイ ・ヤマドリゼンマイほか)、 ヒカゲノカズラ科（ヒカケノ
カズラほか）

形態分類胞子単溝型胞子（シダ類)、三溝型胞子（ワラビほか）

l層からの花粉・胞子の出現状況は、樹木花粉ではハンノキ属、 コナラ亜属、ニレ属が主となり、

モミ属、 トウヒ属、 クルミ属、 カバノキ属などを伴い、草本・胞子ではタデ科、キンポウゲ科、セリ

科、 ヨモギ属、キク亜科、 イネ科、シダ類が主となり、 タラノキ属やカヤツリグサ科、 ミズバショウ

属、ゼンマイ科、 ヒカゲノカズラ科などを伴った構成である。

3．土壌周囲の植生について

土壌試料が採取されたP-3土曠を埋積した4層からは、縄文時代後期中葉の遺物が出土しており、

土曠が埋積された時期も遺物の時期と大きくは異ならないものと考えられる。

l層が土擴を埋積した頃、チプニーl遺跡が立地した台地上には落葉広葉樹のミズナラが主となり、

シラカンバ、サワシバ、ハシバミ、ハルニレ、ホウノキ、 コブシ、キハダ、 イタヤカエデ、ハウチワ

カエデ、 シナノキと、針葉樹のトドマツ、エゾマツをわずかに交えた針広混交林が分布していたと推

定される。台地上の生活空間には日当たりの良い場所を好むオオイタドリ、オオヨモギ、 アキカラマ

ツやカラマツソウ、エゾニュウやヤブジラミ、 アキタブキ、ススキなと零が主となって繁茂した草地が

広がっていた。

一方、士曠が掘削された河道内には、低湿地林を形成するハンノキやヤナギ類が分布していたとと

もに、やはり湿地を好むイソツツジも生育していた。また、河道内ではヨシやミゾソバ、スゲ類、 シ

ダ類、ゼンマイ類、 ミズバショウなどが水分環境に応じた分布をしていたものと推定される。

｜

~
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7 チプニーl遺跡の土壌内埋積物の花粉分析結果について

表1 チプニー1遺跡の土擴から検出された花粉と胞子

3層幅
－
１

l層

モミ属 5

トウヒ属
ワ

ム

’

○

白
~

ヤナギーハコヤナギ属

クルミ属 q
tJ

ワ
ム

1ハンノキ属

カバノキ属

クマシデ属

｢）

014
~

2

1

ハシバミ属 1

~2コナラ亜属 ワワ
／』ノ』

民
U

ニレ属 1l 1

モクレン属 1

’

１キハダ属 1 ~

カエデ属 1

シナノキ属 1

トネリコ属 1 ~

~
イボタノキ属 2

ツッジ科 1 ~

タデ科 16 q
，ノ 1

キンポウゲ科 1
nr1

Oム 1

くう科 1

－十一

マメ科 1

フウロウソウ科 1 ~

タラノキ属 2

セリ科 211

オミナエシ科 1

キキョウ科 2 ~

属辛
キ
‐

デ
亡

』

｝

~

「
． 237 貝

Lノ

キク亜科 ワQ
ニゴ､ノ 1

3イネ科
｢ー『ー

00 11

カヤツリグサ科 ２ ~

ミズバショウ属
「.）

0
~

ゼンマイ科 5

ヒカケノカズラ科 5 ~

単溝型胞子 235 8

三溝型胞子

合計（個）

1 ~

310 43 13
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~ ~~ ~F 冤 綴群

3

11

6

図版チプニー1遺跡から検出された花粉。胞子 （×1,600）

1。モミ属、 2．ヤナギ属、 3． クルミ属、 4．ハンノキ属、 5． カバノキ属、 6． クマ

シデ属、 7． コナラ亜属、 8．ニレ属、 9． トネリコ属、 10.イボタノキ属、 11.タデ科、 12.

タデ科、 13.キンポウゲ科、 14.セリ科、 15.キキョウ科、 16.ヨモギ属、 17.キク亜科、 18,

ミズバショウ属、 19.イネ科、 20.カヤツリグサ科、 21.ゼンマイ科、 22.単溝型胞子
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l まとめ

Ⅶまとめ

1 まとめ

今回調査したチプニー1遺跡、チプニー2遺跡の事実記載についてはV章まで述べてきたとおりで

ある。チプニーl遺跡は擦文時代が主体の遺跡で、他にアイヌ文化期、縄文時代の遺構・遺物が検出

された。対岸のチプニー2遺跡は今回、狭い範囲しか調査していないので遺跡全体の様相はよくわか

らないが、今のところ主に縄文時代晩期後葉～末葉の土器などが出土していることからこの時期が主

体のようである。

ここでは調査の結果に基づいて気のついた点やフローテーシヨン作業の結果、 自然科学的手法によ

る分析結果などについて記述する。

(1)調査結果について

チプニー1遺跡では調査の結果、 Ⅲ層から擦文時代前期を中心とした多くの復元土器があるが、遺

構は焼土26カ所（灰集中を含む）のみである。

V層からは土坑3基、Tピット2基、焼土13カ所、柱穴状ピット31基が検出された。チプニー川に

面する段丘縁に作られた土坑2基(P-1 ･ 2)は縄文時代後期中葉と早期頃のものである。覆土の

堆積状況などから墓の可能性もあるが確かなことはわからない。 もう1基(P-3)は河道跡にある

後期中葉頃のものである。水の湧出する河道内にはあるが、 自然営力によるものとは考えにくいので

水を貯めるなどの目的で掘り込まれたのではないかと考えている。Tピットは台地上で2基検出され

たのみである。調査面積に対しては少ない検出数であった。時期は不明である。

擦文土器は38個体復元された。土器の特徴、分布、接合関係についてはⅦ－2で述べている。縄文

時代の土器は後期・晩期のものが9個体復元された。土器の分布を概観すると次のとおりである。早

期の東釧路系土器は東側のR-44区から、中期は中央のJ ･K-39区から出土している。後期は中葉

の手稲式が調査区の西壁側に、鰄澗式が南東隅で、後葉の堂林式は河道跡に張り出すテラス状のとこ

ろから焼土、炭化物集中とともに出土している。晩期後葉の大洞A－A′式相当と続縄文時代の後北

C2-D式は南西側の部分から出土している。

石器等はⅢ･V層合せて1798点出土した。種類別には礫が最も多く次いでフレイクである。礫とフ

レイクを合せると全体の9割を占める。成品ではⅢ層で石鑛、たたき石、 V層では石鍼、石斧が多く

出土した。土器の分布と石器等の関連を見ていくと次のようなことが言えそうである。Ⅲ層では被熱

した加工痕の見られる礫と接合礫がある。これらは擦文土器の分布と重なるのでこの時期の可能性が

ある。Ⅲ層のG-33区にあるフレイクのまとまりは続縄文土器の分布と重なるのでフレイクはこの時

期のものかもしれない。V･Ⅵ層では土器集中8が検出されたG-42区ですり石と台石・石皿が出土

している。集中8で復元された土器は縄文後期中葉のものであることからすり石、台石・石皿はこの

時期の可能性がある。 （佐川）

チプニー2遺跡の調査では縄文時代晩期の遺物が多数出土した。これらは斜面下の平坦部で特に多

く、土器、石器、礫の他に被熱した獣骨片も検出された。

土器は、文様や胎土、調整から大洞系と在地系に分けた。これらは、大洞系やそれを真似た土器に

工字文、変形工字文の描出されたものがあることから、大洞A～A〃式に並行するものと推測してい

る。在地系の土器を、千歳市ママチ遺跡（Ⅲ）の分類に当てはめると、 3類・ 4類に相当するものが

殆どである。道具としての面では、器形が特殊なものに赤色顔料の付されるものが多いようで、特別

な使われ方をしたのであろう。この他、浅鉢形とした土器に炭化物や煤の付着するものがあり、 この
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器種も調理に使われたことを窺わせる。

石器は矢柄研磨器、黒曜石の棒状原石といった晩期に特徴的な遺物が出土している。この他の特徴

としては、スクレイパーが突出して多く、磨製石斧や礫石器が少ないこと、石鍼では無茎鑛より有茎

雛が多いこと、が挙げられる。また、 この時期の焼土などは検出されなかったが、被熱した（経験的
な判断による）黒曜石遺物が102点を数えた。

黒曜石製遺物の原材産地分析では、 Ⅲ層下位出土の9点について分析を依頼し、いずれも白滝産と

判定された。この時期の千歳の遺跡では、白滝産の黒曜石が多出することが指摘されており （表Ⅶ－

2、北埋調報24 343p、北埋調報66 182p)、それを裏付ける結果と考えている。黒曜石のスクレイ

パーには、角礫の原礫面が多く見られ、棒状原石と併せて考えると、角張った原石が多く持ち込まれ

ていたことを窺わせる。黒曜石についてはⅦ－3で詳しく述べる。

被熱した獣骨では、シカに混じってイノシシ（中手骨？）が検出された。被熱していることから、

何らかの儀礼が行われたと見る向きもあるが、遺跡全体の様相が明らかではなく、言及できない。

今回の調査では、晩期の遺構が検出されなかったものの、遺物は多く出土している。また、遺物の中

には被熱したものもあることから、近辺に焼土やその他の遺構の存在する可能性が高い。

（山中）

（2） フローテーシヨン作業の結果について

チプニーl遺跡のⅢ･V層から検出された焼土の土壌について炭化種子・動物遣存体の回収を目的

にフローテーション作業を行った。資料の一覧と回収された動植物遣存体の種類を表Ⅶ－1に示した。

フローテーション資料はⅢ層の焼土28カ所とV層の焼土10カ所、計38カ所から採取した。V層の

焼土はアイヌ文化期2か所(F 1 ･ 2)、擦文時代のもの26カ所である。V層の焼土は縄文後期か

ら晩期にかけてのものである。回収された資料は動物遣存体を高橋理氏に、植物遣存体は吉崎昌一、

椿坂恭代氏に同定作業を依頼しそれぞれ報告を頂いた（Ⅵ－4 ． 6)。

焼土は動物遣存体または植物遣存体のどちらか片方しか出土しないもの、あるいは両方ともに出土

するものの3種類に分けられる。図Ⅶ－1はⅢ層の焼土ごとに検出された動植物遣存体を凡例によっ

て図示した。なお・層の焼土では植物遣存体はあまり目立ったものは出土しておらず、動物遣存体は

まったく検出されなかった。

以下同定結果によって次のようなことが言えそうである。

①動物遣存体しか検出されなかった焼土はアイヌ文化期ほか3ヵ所ある。

②サケ科の骨が出土しているところからはカタツムリ類、キセルガイ類が出土する （4カ所)。こ

れらのカタツムリ類、キセルガイ類は被熱していないことから残津を食べに来たらしい。

③動物遣存体も出土していて植物遣存体の種類が多い焼土がある (F-3 ･ 9など)。擦文期の焼

土の中では活発に利用されたということであろうか。

（佐川）

（3） 自然科学的手法による分析結果について

チプニーl遺跡、チプニー2遺跡では合せて7件の分析を依頼した。分析結果の概要と結果に対す

る簡単なコメントを述べる。

黒曜石の原材産地分析については、山中が肉眼観察による産地分類と比較して考察している （Ⅶ－
‘-）､

Oノ○

放射性炭素年代測定はチプニーl遺跡の資料を4点依頼した。この内、河道跡では木材とクルミ殻、

そして炭化物集中の資料の3点である｡木材とクルミ殻については予想していたより新しく今から200
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1 まとめ

~300年前という結果が出た｡Ta-a降灰が西暦1739年であるから測定結果はその前後の年代である。

河道跡から出土した流木はほとんど土器を伴わないことから擦文時代以降とは予想していたが、思っ

ていたより新しい年代であった。炭化物集中の資料は約3000年前という結果が出た。この資料につい

ては付近から縄文時代後期後葉の堂林式土器と焼土が検出されていたのでほぼ予想通りの年代と思わ

れる。

脂肪酸分析についてはチプニー1遺跡の河岸段丘縁に近いところで検出した土坑2基(P-1･2)

について墓の可能性があるため分析を依頼した。土坑の時期はP－lが縄文時代後期中葉、 P－2は

縄文早期頃のものである。分析試料はP－lから2か所、 P－2はlか所である。分析の結果、土坑

内外の資料であることが区別できるような特徴や墓であるという結論には至らなかった。資料点数に

問題があるのであろうか。

動物遣存体の同定については、チプニーl遺跡の擦文、アイヌ文化期の焼土とチフ．ニー2遺跡の縄

文時代晩期の遺物包含層からの資料を依頼した。同定者のコメントによれば､チプニー1遺跡では擦

文、アイヌ～擦文文化期の焼土遺構からサケ科魚類が出土したことから冬季にサケの捕獲を目的とし

て利用された場であると推察された。一方、チプニー2遺跡ではチプニーl遺跡とは対照的にシカ、

イノシシの陸上哺乳類が検出された。今回の調査範囲は小範囲であったため焼土遺構から直接骨が出

土することはなかったが､包含層から焼骨が出土したことから遺跡は縄文時代にシカ捕獲のキャンプ．、

サイト的な場であったらしいと推察している。おそらく調査範囲を広げたときには縄文晩期の焼骨を

伴う焼土が検出されるものと思われる。

炭化植物種子については擦文時代の層準から検出された焼土中から中近世のタイプに近い栽培型の

ヒエが確認された。今回出土したタイプのヒエが千歳、恵庭市を含む圏内に普遍的であるならばこの

地域は本州文化が早くから流入する先進的な空間だった可能性が考えられるとのことである。

植物珪酸体分析はチプニーl遺跡の遺跡周辺の植生（特にイネ科） を復元するために依頼した。資

料は基本土層のⅢ、V～Ⅶ層までの5点である。分析結果によれば当時の植生は以下のように復元さ

れた。V層では台地上にコナラ亜属を中心とした植生の林床にクマザサ属などのササ類が分布。低地

にはヤナギ、ハンノキなどから形成される湿地林とともにミズバショウ、 カヤツリグサ、 イネ科など

が分布し湿地帯を形成していた。Ⅲ層ではヨシ属が減少しササ類が生い茂った。このことは地下水位

が低下し、乾いた環境が広がったことを示唆するとのことである。Ⅲ層上部になるとササに覆われて

いた場所が減少し裸地ができてきた。これは人間活動の結果を意味するとのことから、擦文期の遺物

の多さと符号するものであろうか。今後、サンプリングを細かくしていけばその変化もより細かく捉

えることができるかもしれない。

花粉分析はチフ．ニーl遺跡の河道跡で検出された縄文時代後期中葉頃の土坑覆土(P-3)に埋積

された土壌の分析を依頼した。分析の結果、土坑が埋積したであろう縄文時代後期中葉頃の植生は次

のように復元された。

台地上は落葉広葉樹のミズナラが主となり、針葉樹のトドマツ、エゾマツを僅かに交えた針広混交

林が分布していた。台地上の生活空間には草地が広がっていた。

一方、河道内は低地林を形成するハンノキやヤナギ類が分布し、湿地を好むイソッツジも生育して

いた。また、河道内では水分環境に応じてヨシ、 ミゾソバ、スケ類、シダ類、ゼンマイ類、 ミズバ

ショウなどが分布していたと推定された。

（佐川）
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’Ⅶ まとめ

2．チプニー1遺跡出土の擦文土器について

チプニーl遺跡の今回の調査範囲は地形的に大きく2つに分けられる。一つはチプニー川左岸のほ

ぼ平坦な台地部分で、 もう一つは河道跡から構成されている。調査区のほぼ全体に樽前a降下軽石層

(Ta-a層: 1739年降下） に覆われ、遺跡の保存状態は比較的良好であった。遺跡からはアイヌ文

化期・擦文時代・続縄文時代・縄文時代後期・晩期などの遺構や遺物が検出された。ここでは今回の

調査で主体となった擦文時代の遺物についていくつかの成果や問題点をあげ、 まとめとしたい。

今回出土したⅦ群土器は甕と坏があるが、高坏や鉢、壺、甑などは出土していない。

千歳市美々8遺跡の分類（佐藤1990「美沢川流域の遺跡群XⅢ｣） と照らし合わせてみると、主にⅣ

類～V類の時期に相当するものが多い。甕の器面を飾る文様は、口縁部および胴部上半（胴部の最大

径を計る位置より上部）に施文されるのが一般的である。これを更にタイプ別に分けると以下のよう

になる。

l :頸部に数条の横走する沈線が施されるもの。

2 ：頚部から口縁部にかけて数条の段のつく沈線が施されるもの。

3 ：肩部に段、あるいは段状の沈線が施されるもの。

4 ：口縁部にも胴部にも文様を施さない無文のもの。

出土した擦文土器は破片のものが多く、坏も含め、復原できたものは37例である。このような資料的

制約の中で文様構成を中心に擦文土器を整理した。

佐藤分類のⅣ類に相当する甕は、口縁部から頚部にかけて横走する沈線が施され、口端部が角型で

凹み面をもつものが多い。坏は平底で口縁部はやや内簿する。輪積みの痕跡を顕著に残すものが多い〔

器面調整はヘラミガキで内黒処理が施されている。

V類の甕は口唇端部に刻みをもつものがある。 また、 この時期の坏をみると美々8遺跡では回転糸

切りのものが多くでてくるのに対し、本遺跡では2点にとどまっている （図Ⅳ－21-69･70)。

このほかにも、図Ⅳ 18-22～37で掲載したいわゆる刻文土器と呼ばれる綾杉文や貼付囲僥帯をも

つもの（Ⅸ～X類の時期に相当） も少量ではあるが調査区の北端から出土している （遺物集中1）。

掲載した刻文土器の胴部にはいずれも馬蹄形押捺文が施されていることが特徴である。

この貼付囲僥帯文様は、石狩低地帯およびその周辺地域と陸奥湾沿岸地域に集中して見られ、その

施文部位に地域的傾向が窺える。施文具は布を筒状に巻き込んだものである。

今回の調査で、擦文土器の集中域が5箇所で調査された（集中l～5)。これらは検出された段階で、

明らかに遣物がまとまっていたものを対象に調査されたもので、層を形成するようなものではない。

実際にはR45グリッドやS44, E41グリッドのように結果的に集中域より多く遺物が出土している

場所もいくつかある （図Ⅳ－14)。

これらのなかで、確実に集中域の中から出土し、復原されたものは擦文土器の復原個体37個中、 5

個体だけである （図Ⅳ－16-5)。これら集中域の中から、明らかに甕と坏が共伴すると言い切れる

例等は見られなかった。図Ⅳ-24で図示したように、復原された個体は調査区内の様々な場所から出

土し、接合されている。しかし先にのべたR45グリッドの様に、出土点数の多いグリッド等は共伴す

るものがあった可能性も高く、取り上げ段階で見落とされた事も考えられる。最後に今回の調査では

主体となる遺構が焼土であった。これらは擦文土器との分布域がほぼ重なると思われ、焼土の性格を

探る上で貴重な資料となり､今後の検討課題となる。 （笠原）

分布についてチプニーl遺跡から出土した擦文時代の復元土器（甕19個、坏17個) 36個体の分布と

接合関係を図Ⅶ－2 ． 3に示した。図ではⅢ層上面の地形図上に復元土器の分布と接合関係を示した。

１
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2 チプニーl遺跡出土の擦文土器について

復元土器は○印が坏、口印は甕を示し、その中もしくは横の数字は報告書掲載図の番号である。復元

土器の分布についてはすでに図Ⅳ-24で示したが、それを整理して焼土の分布と等高線を入れたもの

が図Ⅶ－2である。復元土器の分布を図示する際、一つのグリッドから出土した場合は問題ないが複

数のグリッドから出土して接合関係があるときには、破片が多く出土したグリッドなどをその復元土

器の分布グリッドとして代表させた。

擦文土器の分布はⅦ群土器のグリッド別分布図（図Ⅳ－14中段）でもわかるとおり、大きく西側と

標高の高い東側の2カ所に分けられそうである。 しかし、図Ⅶ－2を見ると東と西の間にも点々と分

布している。また、 ｜司一グリッドから甕、坏を含めて3個体ずつ出土しているところが3カ所ある。

中央に1カ所(L 42区)、東側に2カ所(R-45、 S-44区）である。これらは掘り下げの1回目

あるいは2回目で出土したものであるが共伴関係は不明である。刻文土器は出土量も少ないためかチ

フ．ニー川に面した西側にまとまって分布している。

接合関係について復元土器の接合関係を図Ⅶ－3に示した。分布図と同様に四角は甕を、丸は坏を

示し、横の番号は掲載図の番号である。甕、坏ともに黒塗りは1つのグリッドから出土したものであ

る。白ヌキは接合関係のあるもので、土器片が直接接合したグリッド間を接合線で結んだ。ただし、

煩雑となるものについては一部省略した。

接合関係は隣同士の2つのグリッド間で接合する単純なものから、遺跡の端から端まで接合する複

雑なものまである。後者については、後世の人間活動による結果かと思われるがそれがどういうこと

に因るのかはわからない。接合関係の多いグリッドほどその撹乱の度合いも大きいということであろ

うか。接合関係の見られない南東部分はアイヌ文化期の焼土(F-1 ･ 2)があるところである。こ

こに擦文土器が分布しないのは、アイヌ期にこの部分が清掃された結果なのであろうか。

出土層位について遺物の出土層位については次のように細分した。掘り下げる前の黒色土上面から

出土したものを「上面｣、その後、包含層を約5cmずつ掘り下げて行く度に基本土層の「1回目｣、

「2回目｣…. ． というように遺物を取り上げた。台地上では1～2回目からの出土がほどんどであ

るが、河道跡に向かう緩い斜面では黒色土が厚く堆積していることからl～6回目まで出土している。

なお、 この細かな出土層位については、掲載復元土器のみ一覧表の層位楠に丸数字の①～⑥で示した

（別表5)。

擦文の復元土器について、 この細かな出土層位を調べた。一つの層位だけから出土することは珍し

く、たいがいは複数の層位から出土している。土器の分布と同じように、主体的に出土している層位

を調べたが、どちらにも決められない場合もある。復元土器の出土層位を検討したところ、刻文土器

（22～24）および甕の頚部に段のあるものは、 Ⅲ層1回目出土のものが多いようである。

（佐川）
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Ⅶ まとめ

3．チプニー1 ． 2遺跡の黒曜石について

黒曜石製の遺物が、チフ．ニーl遺跡で744点、チプニー2遺跡で1,854点出土した。これらの黒曜石

を「遺物の分類」で述べたように、基本的にA～Hの8つに分類した。ここでは、それによって得ら
れた結果を述べる。

A～Hに分類した黒曜石の中から、それぞれ原材産地同定用の試料を抜き出し、分析を依頼した。

分類した黒曜石の産地は経験的に、A･B･C･F･Gが白滝、 D･Eは赤井川、 Hは近文台と予想

していた。分類の予想が分析結果と概ね一致すれば、その遺跡では「○○産の黒曜石は多いが、○○

産のものは少ない」 といった傾向をつかめるのではないかと考えている。判定の結果（表Ⅵ－1の表

4，表Ⅶ－1)から、 B･C･Gは白滝、 D･Eは赤井川、 Hは近文台、A･Fは、白滝もしくは十

勝のものが主体とみられ、予想と概ね一致することが確認できた。以下ではA～Hの産地が、判定結

果から得られた推測と概ね同じであるとして、チプニー1 ･ 2遺跡の黒曜石産地ごとの使用傾向を概

観する。なお、チプニー2遺跡Ⅲ層（縄文時代晩期）のAは、原材産地分析の結果から、 ‐'一勝よりも
白滝産が主体とみている。

図Ⅶ－1は分類結果の集計（別表13･24) を基に、A～Hの点数をグラフ化したものである。それ

によると、チプニー1遺跡では、 Ⅲ層、V層ともAの点数はほぼ同じであるが、 DがⅢ層になって大

きく減少している。チプニー2遺跡では、 Ⅲ層でAが突出しており、 Bも大きく増加しているが、 D

は減少している。このことから、チフ．ニーl遺跡では、 V層の時期（縄文早期～晩期） にAもDも使

用されていたが、 Ⅲ層の時期（縄文晩期～擦文）にAが著しく増加し、代わりにDが減少したものと

推測される。チプニー2遺跡では、 Ⅲ層での主体時期が縄文晩期後葉～末葉に限られることから、先

述したように白滝産が多出するようである。AやBの多さは、 このことを裏付けるものであろう。D

はチプニー2遺跡でも減少している。なお、晩期の遺物はチプニーl遺跡でも出土しており （土器で

約2,000点)、Aの増加、 Dの減少に関係するのかもしれない。

縄文時代晩期のチプニー2遺跡では、AやBなどの白滝産黒曜石の多出傾向がみられ、従来から指

摘されてきたことを改めて確認できた。それと同時に、赤井川産の黒曜石があまり使われていないこ

とも浮かび上がった。縄文時代後期後葉の千歳市キウス4遺跡（2）では、多くの産地の黒曜石が使

われているが、赤井川産のものはその中でもかなり多い（表Ⅶ－2）。後期後葉に多出している赤井

川産の黒曜石が、なぜ晩期後葉では大きく減少するのか、白滝産の黒曜石が突出することも含め、今

後の課題としたい。 また、縄文時代晩期前・中葉の様相はなお判然としないが、 この時期の黒曜石の

産地別使用状況にも関心を払う必要がある。

上述した以外の課題として、 『栄町5遺跡』でも述べられているが、白滝（赤石山）産と十勝産の

区別、粒の殆どみられない赤井川産がある。今回の分類でA･Fとしたものは、赤石山もしくは十勝

産と推測され、両者の区別が難しいことを認識させられた。 しかし、Aでも角礫の原礫面がみられる

もの(Ab)は白滝産、円礫の原礫面がみられるもの(Aa)は十勝産であったことから、原礫面が

あれば、両産地の区別の一助となる可能性もあるのではないだろうか。粒の殆どみられない赤井川産

（分析番号26）については、 より注意して観察していきたい。この他、チプニー2遺跡のV層から、

旭川の近文台産の黒曜石が出土している。この黒曜石は「緑がかってみえる」 という特徴がある。周

辺遺跡でも確認されることが予想され、いつ頃から持ち込まれているのか興味深い。今後は各原産地

の黒曜石について、肉眼的な特徴をより多く把握し、確率の高い分類にしていくことが必要である。

（山中）
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3 チプニー1 ． 2遺跡の黒曜石について

表Ⅶ－2 黒曜石の分類と産地の関係（チプニー1 ． 2遺跡）

黒曜石産地 白滝

分類と産地の関係合計赤井川十勝 近文台赤石山 白土沢分類
の

△
n

乙Aa

41Ab
句

｡

白滝または十勝22A

Bb 2
、

乙

白滝
R

OB 5

白滝C 1 1

Db
n

o 3

赤井川， 1 1

Ea 1 1

赤井川Eb 3 3

Fa 1 1

白滝または十勝F 1 1

白滝G 3 3

近文台H 1 1

合計 16 1
旬

0 9 1 30

表Ⅶ－3 遺跡別黒曜石原材産地分析結果

置戸 ｜ 十勝 ｜赤井川｜十勝または赤井川｜ 豊泉 ｜近文台｜ 不明 ｜ 合計 ’

0 0 ' 0 0 0 01 761
1l 31 3 0 0 0 01 791
2 3 2 1 0 0 4， 85

0 2 0 0 0 0 0 10［
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遺跡名 時代

千歳市ママチ(Ⅲ） ’ 縄文晩期
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別表5 チプニー1遺構・包含層出土掲載復原土器一覧

|図書暑
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1Ⅳ-“

図版

番号

遺構名

調査区

出土

層位
図番号 番号 点数 合計 分類

麺

Ⅲ

311P-3
32IE43

IF39

Ⅳ－16 1 32

｜ 大きさ (cm)

L口径｜高さ ｜底径1
| (10. 1) I (3=8) | 9.8 1遺構出土
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②

②

②

土一①

①
②
麺

麺
②
鋤
上
唾
皿
①
麺
①
①
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道
②
①
①
①
①
上
上
③
①
①
上
上
①
上
②
①
①
①
②
②
①
①
②
①
②
②
②

跡

②

②

②

①

②

①

①

②

②

②

②

覆一Ⅲ

Ⅲ
｜
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ

Ⅲ
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Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ｖ
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Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ

F40

G38

G39

1G4'
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G47
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32K45
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Ⅶ
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０
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６
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５
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６
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６
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０
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４
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｜
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番号’ 図版
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合計~分類馬停壼‘鴨分類図番号 点数 備考

Ⅳ－21 58 40 R44

P45

P46

Ⅲ
唖
一
ｍ
一
睡

１
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
２

~

~

嘘

蝿

恥
一

恥
一
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顧

皿
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昭
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恥
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７
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６
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~
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３

３
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唖

②３①
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Ⅲ②
二

1
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一
ｍ
一
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一
ｍ
皿

２

４

t
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－
２
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②

①
①
②
①
③
③
①
②
②

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

~２
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
鋤
－
２
’
１

｜
幟
蠅
池
一
睡
函
恥
即
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皿
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皿
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卿
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卿
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９

７

２

３

３

４

Ｇ

Ｈ

Ｋ

W-21 63 41

32 Ⅶ (6.4） (8.0）14．4

①8②22
IV-21 1 6411 41

Ⅲ①②

~Ⅲ①② ①2②35
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１
’
１
’
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
３
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１

②

皿

ｍ

ｍ

皿

皿

ｍ

ｍ

ｍ

”

皿

ｍ

１

１
二
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~

~
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掲載遺物一覧
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；
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７

７

３

０

０

（

２

－

６

６

（

橦
劉

一

８

’

６

０

~

ｌＬ

’

１

ｌ

Ｉ

Ｉ

－

ｌ

川

Ⅶ

州

１

１

冊

１

１

１

~

４

帥

、

ｊ

８

１

ｒ

’

一

焔

略

妬

３

２

７

・

圃

湾

１

１

輝

Ⅷ

一

国

■

Ⅷ

”

叩

く

く

~

剛

志

伴

恥

Ｉ

Ｉ

山

…
一
堂
．
“
ｉ
詐
圭

③

②

②

②

一

①

②

跡

②

一

①

畦
馳
皿
皿
皿

ｍ
一
ｍ
Ⅲ
一
一
ｍ
皿
皿
皿

皿
吐
皿
皿
皿
吐
蠣
皿
皿
皿
皿
皿
皿
吐
一

画

四

国

縄

鄙

恥

唖

恥

岬

繩

皿

”

唖

睡

唖

翫

砿

鄙

蝉

岬
岬
哩
一

癖
華
－
３
４
５

遺

調

謎

弘

鯉

一
醜
窪
一
虹

。

■

“

“

“

画

一

鮨

－

９

画

一

一

妬

併

一

誇

一

妬

ｌ

－

ｉ

ｌ

｜

‐

号

－

１

番

毛

毛

宅

別

別

創

一

１

１

図

Ｖ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

一

一

遺構名

調査区

出土

層位

図版

番号
グヘニ
L
pp1分類点数番号図番号

41Ⅳ－2165

／､

(－ノ(7.3）Ⅶ16．854

6641Ⅳ－21
(7.2）(15.6）8.0Ⅶ○の白白

r，旬

DJ41W-21

(6.5(7.4）(15.0)Ⅶ14

Ⅳ－216841

(13.4）Ⅶ6．36.78

IV-216942

(6.0）(5.0(12.0）Ⅶ15

V上oワV1010G31
nワ

IV8243

備考

①47②3

~

①12②9

）

①1①3

）

①3②1

①2②2③1不明1

破片微細のため未集計

白I

二
．2 .0ムI-22

｜ ~ 」 短25．81－－ ｜■■■
~~~~~~~ ~~痢函 (-) i (-) | (-) |遺物集中9

③

③

底

②

①

①

③

③

跡

跡

上

下

道

④

上

上

倒

上

上

①

①

①

道

道

Ｖ

Ⅵ

河

Ｖ

Ⅵ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

風

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ⅵ

Ｖ

河

Ⅲ

Ｖ

河

W-42 1 108 恥
一
恥
一
脈
一
脈
一
吋
一
恥
一

恥
一
卸
一
畑
一
圃

一
睡
一
睡
一
唖
一
唖
一
理
一
鯉
一
幟
一

蝿
砺

輌

ｍ
０
１
ｌ

ｌ

ｊ

Ｌ

ｌ

‐

ｌ

１

Ｐ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

■

１

１

１

日

ｊ

ｐ

ｌ

Ｉ

１

１

■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■

５

５

４

４

而

而

万

万

万

一

園

裏

45

46

47

47

羽

一
３
’
２

IV-42 109

(17.0)(31.6）17 Ⅳb 30.25２
’
６
’
４
｜
園
田
一
型
９
｜
里
－
３
ｌ
５
ｌ
５
ｌ
４
五
画
可
可
可

3311Wbl (24.8) I (16.7) I (-) |遺物集中6Ⅳ－42 1 110

Ⅳ－43 120

(20. 1） (－） ②25③10(－）63 Ⅳb

18IWbl (-) I (-) | (-) OllO4

§Ⅳ、 (-’ （-' | (-) |謡③，/－1
、 ノ(－）

／ ､

(－ノⅣb8

Ⅳ－43 1 121

Ⅳ－43 122

Ⅳ－43 124

(－）
／ 、
(－ノ

／ 、

(－ノⅣb21

遺物集中8①7③5

遺物集中10

焼成粘土塊/27. 19

土製円盤/2．79

土製円盤/9. 19

|Ⅳ－59 1 1361

1Ⅳ-23 1碑｜
|Ⅳ-44 1■雨｜
|Ⅳ－60 1 1641

191Wc I 17.9 1 12.3

11－｜長3．2 1幅5. 1

''一」長22 1幅L4
11－l長3． 1 1幅3.3

ｍ
一
一
竪
一
副
一
一
鄙

－2()9－



チプニー1

別表6 チプニー1遺構出土掲載拓本土器一覧
凶版

番号

出十

層付 点数|合計’点数

計当叫

△ロ

図番号 番号 遺構番号
|番号’番号 図版

番号 |獣’
出十

層付
分類 備考 図番号 調査区

》

点数 合計

非
分類

帝
備考

｜
恥
一
部
一
睡
一
”
｜
唖

恥
一
皿
一
脚
一
睡

ヨ
詞
当
岬
刊
剖
坐
網
窮
一
垂
心

43

43

43

１

１

１

２

２

３

４

５

６

０

２

４

４

１

３

３

５

~~~
Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

IV－34

Ⅳ－54

建
錘
軍
一
軍
一
垂
錘

瓢
１
亜
亜
３
３
３

３
３
３
且
３
躯
鉋
醜

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Ｆ

Ｐ

Ｆ

Ｆ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

凱
副
皿
弧
瓢
型
型
別

訓
諏
剖
弧

弧
訓
証

１
１

１
’
６
ｌ
１
ｌ
１
－
１
ｌ
１
－
１
－
２
－
ｌ
ｌ
２
ｌ
１
ｌ
１
－
ｌ
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
３

２

１
－
１
ｌ
１
ｌ
１

３

２

Ⅷ

恥

恥

恥

恥

恥

恥

恥

恥

恥

恥

Ⅵ

皿

恥

脈

１

６

１

１

１

１

１

２

１

２

１

１

１

１

１

IV－22~ 麺 Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ

２
ｌ
１
１
ｌ
２
ｌ
２
２
ｌ
２
ｌ
４
ｌ
４
１
ｌ
１
’
２
’
５
１

Ⅳ－22 81
Ⅵ2

~
~
~
~

畢

生

、

“

Ⅳ

Ⅳ

83 2 Vc

84
一
Ⅲ

Ⅲ
Vc4

上

面

面

面

垂
竺
垂
竺
竺
軍
上
上
上

一塁 ３

３

２

２

Ｖ
Ⅳ

Ｉ 踊
一
師

Ⅲ
｜
Ⅲ

些
咋

２

４

Ⅳ－23 87 Ⅲ
｜
Ⅲ

Vcｂ

晒
一
践
侭
儒

一
製
一
“
一
“44

｜
”
｜
恥
一

５
－
９
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
３

理
的

Ⅲ
｜
Ⅲ

些
昨

１
『
２

Ⅳ－55

~
Ⅳ－23 90

倒

Ⅲ
Ⅲ
風
Ⅲ

Ｖ VcLl

２
’
１

行－1
シ エ31b ０

６

６

７

０

６

６

４

２

２

２

５

４

４

３

３

３

４

３

３

４

３

４

４

３

４

Ｎ
Ｇ
Ｇ
Ｋ
Ｍ

Ｇ
Ｆ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｈ
Ｅ
Ｉ

４

４

４

４

４

４

４

４

５

４

４

４

４

４

４

４

４

４

44
軍

趣

唖

軍

軍

ｉ

犯

１

１

１

辰

脈

Ｇ

Ｇ

Ｇ

F、－qワ
今唱些Ⅳc Ⅳ－23り

91
１

口

Ⅲ
鋸
Ⅲ

８
１
１
ｌ
１
ｌ
４
ｌ
８
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
１
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
加
一
昭
一
４
６
２
ｌ
３
ｌ
３
ｌ
４
ｌ
６
ｌ
５
ｌ
Ｉ
１
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
３
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
Ｉ
１
’
１

遺物集中7
Vc11

’
８

６

７

湿
一
加
一
証 樵 二二二二 Ⅲ

｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ｖ
｜
Ⅲ
｜
Ｖ
｜
Ⅲ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ

理
卵
理
鐙
躯
旺
墾
皿

１

３

３

３

３

３

３

３

２

２

２

２

２

２

２

２

４

~
~
~

~

~

Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ

４
’
８
－
１
｜
ワ
ニ
ｌ
ｌ
１
－
１
ｌ
２

昨
一
昨
一
昨
｜
唯
一
唾
一
昨
一
恥
一
昨

別表7 チプニー1包含層出土掲載拓本土器一覧

陣
図版

番号

三

出土

層位

唖

図番号 調査区 点数 合計 分類 備考

函
函
函
函
配

一
鯉
一
哩
一
醗
一
磁
一
恥
一
砥
一
唖
一
恥
一
唖
一
嘘
一
恥
一
唖
一
磁

一
延
延
巫
翌
墾
弼
雨
一
墾
弼
一
粥

38

38

38

38

｜
峰
一
件
僻
一
吋
一
吋

加
一
幻
一
理
一
妬
一
郡

３
’
４
｜
瞳
－
４
’
８

Ⅷ
｜
Ⅷ
｜
Ⅷ
一
Ⅷ
｜
Ⅷ

遺物集中2
遺物集中1

４
｜
昭
一
４
’
８

IV 42 101 45 挫
函 Vc２

腱

伸

甦

卿

岬

睡

陣

件

吋

”

吋

雌
一
皿
皿
一
嘘
一
脈
一
Ｗ
｜
、
｜
哩
一
”
｜
皿
一
噸
一
噸
一
ｍ
｜
唾
一
四

鯉
一
恥
一
理
一
脈
一
軸
一
恥
一
唖
一
睡
一
四
一
恥
一
恥
一
恥
一
理
一
唖
一
蝿

媚
一
妬
一
理
坐
妬
一
妬
一
妬
一
妬
一
妬
一
妬
一
坐
塑
坐
坐
妬

恥
一
ｗ
一
昨
一
昨
一
唯
一
ｗ
一
脈
一
恥
一
ｍ
一
恥

ｌ
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
－
１
ｌ
叩
一
昭
一
４
－
６
ｌ
２

３
－
３
ｌ
４
ｌ
６
ｌ
５

Ⅳ 19 ワ7
＝~！

Ⅲ
｜
Ⅲ

１
罠 8 Ⅵ【

Ⅳ－19

， Ⅷト
31 Ⅷ ’

Ⅷ
28 Ⅲ 1

1ワ
』~

q
J

13
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ

IV－I91 29 》

Ⅳ 19 )0 １

４
Ⅷ

IV－l9
旬1

，」 Ⅲ
｜
Ⅲ
’

１

５

１

１

７

６

１

蝿
一
四
砥
唖
蜘
唖
一
魎
恥

即
函
一
吋
即
価
恥

３

３

３

３

３

３

３

３

３

８

８

８

８

８

８

９

９

９

38

38

38

勺

Ⅷ

里
Ⅲ
｜
Ⅲ
一
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ

Ⅳb遺物集中6
Ⅳb

Ⅳb

Ⅳb

Ⅳb

卿
一
時
一
陣

泥
一
羽
一
弘

Ⅷ
一
Ⅷ
｜
Ⅷ

皿
－
７
’
６

闇
一
些
瑚
一
周IV－l9 q医

ソロ １
’
７

Ⅷ8

IV－43 123 Ⅲ
一
Ｖ

46 ４

４

４

３

３

３

Ｆ

Ｅ

Ｆ

Ⅳ－19
n戸

JU ｌ
１
ｌ
２
１
ｌ
２
ｌ
３
２
ｌ
１
１
６

IVb２ Ⅷ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
型
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ
ｌ
Ｖ

Ⅳ－19 37 Ⅲ
｜
Ⅲ

亜
泌
訂
詣
調

１

１

１

１

１

“
“
“

“
“

~~

~~

Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ

即

理

池

鯉
恥
蝿
一
恥
哩
池
魍
“

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

７

７

７

７

７

７

７

７

７

７

47

叫
一
吐
一
皿
一
阯
一
皿

１
ｌ
１
－
３
ｌ
１
ｌ
１

⑪

M1

０

０

２

２

Ｗ
Ⅳ

粥
一
掬
一
伽

Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ

Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
画
一
Ⅲ

Ⅲ
｜
Ⅲ

２
－
３
’
２

Ⅷ
｜
Ⅶ
｜
Ⅶ０

０

２

２

Ｖ
Ⅳ
Ｉ

三41 39 些
唖

Ⅳ－44 130２ Ⅷ mb２

ｎ

Ｕ

ｎ

Ｕ

ワ
ム
ワ
色

Ⅳ

Ⅳ

７

５

３

４

Ｆ

Ｐ

９

９

３

３

２

３

４

４ 斗淵
卿
一
恥
皿
一
恥

1ql
LJ上

1のハ

ム･色

133

134

些
些
些
恥

二
１
八
一
弓
１
４
寺
１
４

~IV 20 44 Pqワ
坐

Fqq
LuU

39 ワ
些
戸
り

8 Ⅷ

Ⅳ－20 蝿 39 ５

３

３

４

Ｋ

Ｍ

ｌ
ｍ
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
２
１

Ⅳ－59 河道跡

河道跡

1q7
△し~I 48 ６

７

４

４

コ

．

７

１
遺物集中7ⅣcUⅧ12

艸
一
咽

鏥

調

如

虹

蛇

“

“

妬

鑓

獅

蛎
蛸

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

却
顎
却
却
認
顎

却
顎
却
却
顎
一
報

Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ

Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
一
Ⅳ

蝿
一
癖
一
噸
一
噸
一
噸
一
瞬

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

７

６
６

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

Ｆ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｑ

Ｐ

Ｐ

８

８

８

８

８

８

８

８

８

８

８

９

９

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４ 19

遺物集中7

遺物集中7

６
４
１
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
５
ｌ
３
５
ｌ
２
ｌ
２
１
ｌ
１
ｌ
１
１
１
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
１
ｌ
２
２
２
ｌ
１

恥
一
睡
一
脈
一
恥
一
皿
一
皿
一
恥
一
味
一
脈
一
恥
一
脈
一
恥

６
－
４
－
１
－
ワ
ニ
３
’
５
－
３

IV 20 46 皿
一
Ⅲ

｛9

Ⅷ2
５

８

４

７

４

３

２

４

４

５

０

９

７

７

８

８

８

９

８

卵
弼
肥
胴
別
別
肥

岡
岡
“
函
曲
面
皿
理
⑱
弼
岨
胴

調

調

調

羽

調

調

婬

蛯

婬

婬

哩

蛇

９３ qQ
ピン

J1ワ
士今

42

遺物集中7
遺物集中7
遺物集中7
遺物集中7

遺物集中7
遺物集中7
遺物集中7

遺物集中7

遺物集中7

Ⅳ 20 47 Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
Ⅲ
｜
Ⅲ
一
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
皿
而
茄

Ⅷ４

~
~

１
－
２
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
１
ｌ
１

１
ｌ
５
ｌ
３
ｌ
２
ｌ
Ｉ

卿
一
吋
一
吋
一
画
一
回
卿

蛎
一
娚
一
卵
一
副
一
卵
一
粥

２
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
１

Ⅷ
｜
Ⅷ
｜
Ⅷ
｜
Ⅷ
｜
Ⅷ
｜
Ⅷ

篝
荷置駅

ム

２

ｌ

１

ｌ

１

IV－21 71 IV 59 跡
跡

道
道

可
可

＃
＃

150 遺物集中7Ⅷ２
2 IVC

６

６

６

７

７

６

７

７

７

７

７

７

７

７

２

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４

４

Ｑ

Ｐ

Ｐ

Ｇ

Ｈ

Ｐ

Ｐ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｑ

Ｑ

Ｉ

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

49

１

１
１

２

２

２

ｒ

ｒ

爪

爪

Ⅳ

型
祁
一
河

１

２

３

４

５

５

５

５

１

１

１

１

９

９

０

０

５

５

６

６

~
~
~

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅷ
一
Ⅶ
｜
Ⅷ

耐
一
癖
一
耐
一
噸

Ⅳc遺物集中7

Ⅳc遺物集中7
Ⅳb

Ⅳb

Ｔ
Ｌ
－
１
１
ｌ
ｏ

竺

旬

３

２

Ⅳ－21
弓行

j、

Ⅷ１

１

』
Ⅳ－60 1厘厘

lJJ 跡
跡

道
道

河
河

Ⅳb２

｜Ⅷ

Ⅵ

｜

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ2

ⅥU

Ⅳ－21 1 76 ３
ｌ
１
１
７
ｌ
２
ｌ
４

岬
一
吋
一
吋

》
》
一
癖
一
癖
一
趨
一
趨
一
幟
一
銅

師
一
町
一
塑
畷
一
ｍ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅸ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ

１

２

３

１

２

２

２

１

Ⅳ－22
ワ弓

jf
4Q
士哩 ３

１

３

３

Ｇ

Ｉ

Ⅲ
｜
Ⅲ

Ⅳ－221 781 431G33 Ⅲ
｜
Ⅲ
｜
Ⅲ

０

０

６

６

Ｖ

ＶⅣ 22

際一
79 43

蜘
一
州
一
吋

皿
一
唾
一
唖
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掲載遺物一覧

別表8 チプニー1遺構掲載石器一覧
大きさ

幅(cm) |厚さ(cm)

(6.5） ’ 2~6
3.4 1 0.9

F号關畢名|調査区|鑿| 屑位｜堂逼」鑿
図版

番号
分類調査区 層位遺構名番号 備考石材細分類図番号

長さ(cm) |

(11.2) |
（6~4） ’

重さ(9)

(256.7）

（32.2） 膣割101覆土坑底部||台石 ｜
~引工面 ｜磨製石斧’

Ⅳ－541 101 31 1P-3IH47
Ⅳ－551 41 311F-321P46

０
二
３

別表9 チプニー1Ⅲ層掲載石器一覧
黒曜石

分類

大きさ

幅(cm) |厚さ(cm)

07 1 02
0.8 0.2

(1 .5) | 0.4
1 ．3 0．4

(1 .9) 0.4

(1.5) 0.4

(1. 1) 0.5

(1 .0) 0.4

1 ． 0 0．4

L9 1 Q7
1．2 0．6

1 ．6 0．6

3．8 12

3．4 0．8

(1 .8) | 0.6

層位
遺物

番号図審号’図番号
図版

番号

備考石材細分類分類調査区番号 趣
Ⅲ
一
山
一
咽
一
ｍ
｜
蜘
一
咽
一
咽
一
咽
一
咽
一
邪
一
即
一
”
｜
岬
即
一
“

認
一
順
一
蝸
一
咽
一
遜
一
岬
一
郡
一
”
一
服
一
⑳
一
“
｜
叫
一
那
邪
一
躯
一
卿

］

石

石

石

石

石

石

石

石

頁

石

石

石

曜
曜
岩
岩
曜
曜
曜
曜
曜
質
岩
曜
曜
岩
曜

黒
黒
頁
頁
黒
黒
黒
黒
黒
珪
頁
黒
黒
頁
黒

Ａ
ｌ
Ａ

石鎌

石錨

石雛

石鑑

石鍍

石雛

石鑛

石鑑

石錐

石錐

石錐

スクレイパー

スクレイパー

スクレイパー

異形石器

、
｜
血
一
ｍ
｜
、
’
５
｜
即
一
昨
一
睡
一
吐
一
’
’
１
｜
函
一
恥
－
０

噸
朏
一
叫
蝿
哩
唖
剛
一
恥
恥
幽

恥

蠅

職
一
噸
一
皿

別

別

別
印
一
別
別
別
一
別
別
別

別

別

別

印

刷

舟
紹
謡
悪
將
将
叩
需

~~~
崎
一
吋
一
吋
一
吋
一
吋
一
吋
｜
崎
一
”
｜
潤
一
卿
一
吋
一
吋
｜
崎
一
吋
一
吋

ｌ
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
４
ｌ
５
ｌ
６
ｌ
７
ｌ
８
’
９
｜
Ⅲ
｜
Ⅱ
｜
岨
一
旧
一
Ｍ
一
脂

Ａ
ｌ
Ａ
ｌ
Ａ
ｌ
Ａ
ｌ
Ａ

Ａ
｜
他

A

6点接合S44－3， 5点

S43- 15， 1点

(227.4） 安山岩(3.0)(11.8) (6.8）4Ⅳ－27 16 50 ３

４

４

４

８

８

５

３

１ Ⅲ

Ⅲ
たたき石

不明5．7 4.2 315. 14 11 Q
LL pU50 １

６

４

３

０

１

５

２

Ⅲ

Ⅲ

17Ⅳ－27
たたき石

N-271 181 501K41 1 21m lたたき石 | 2 1 85 1 8.6 1 5.4 1 5525 1安山岩
3点接合

被熱

砂岩574. 112．8 11 ， 2 2.4４

３

３

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ－27 19 50 ３

１

２

４

４

４

Ⅱ

Ｎ

Ｎ

加工痕のみら

れる礫

5点接合珪岩7．6 539. 14. 11 1 ．650 ５

８

７

６

６

３

３

３

３

３

Ｆ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｎ

３

４

１

５

２

１Ⅳ－27 20 Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

礫

5点接合

被熱

砂岩(15. 9) 1ワワ
1口．白 10.5 316021 50 ６

６

５

６

６

４

４

４

４

４

Ｒ

Ｒ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

１

３

２

１

３

直上

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ－27

礫

「

011

乙上_L



■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■

榊蛭
榊埋

の丹珊尋鋼

⑱仔珊尋鋼

卜八Ａ〃｛

壕索

仰幽畦
軽余

陣塵畦

Ｐ凸
国
凸
○

＜
＜

国
国

口
角

＜
口

＜
口

＜
蔀

○
口

＜
＜

昶入小入侯

迦亀紅屋盤

昶唱佃嘩

迦喫釦哩

岬哩紐唾

蓉円
轌陣

円幽雛

陣塵畦

押幽群

陣塵畔

円哩群

陣幽嘩

円塵錐

陣塵雛

円塵唯

円幽畦

円幽畦

岬幽畦

陣幽喋

円幽雛

円幽畦

円塵眺

円幽畦

円幽暁

卿嬉壗

昶ヨ串

岬哩唯

昶ヨ串

陣幽唯

叩ヨ甑

和ヨ慨

弧ヨ慨
昶皿

湘唱
昶皿

加喫
昶亀

那匝
昶皿

昶亀

食）扣湖

（ご扣楜

（亜・ぬ函）

（『。｛）

（函・駒）

「○・口〆

〆ＬＣゞ

（四・ｍつ）

（函・［）

（、。⑫寸）

（唖・函の）

（［。『）

（つ・【一）

（寸・一）

（亜‐［）

唖・ふい一

や・四つ吟

（一・畳）

唖‘ぬの唖

唖．④一寸

吟・［めぬ

や。寸酌寸

（四・一）

車・函

罰・鉤一

や‘画的

ｍ‘一師

函・↑ぬ

叩・・

中・＠

↑・色

範・幸一

『Ｊ・、ｕ『

ｕｃ－

』・ａ『

亀~ｆ凸室

にＬ幸

一つ一因

中・一

一」ｍ一

つ・一

寺・・

や’一

一・一

一．一

（目）刊殴

（弓）扣吐

へ｡〕

ヒ
ー
~

函・・

唖・一

申．。

中‘一

マー。

函。。

ｍ・つ

函・つ

寸・②

、・・

『０つ

一．一

奇・つ

、。。

師‐つ

》‐一

マ‘つ

⑫．《

”・つ

唖‐一

↑０－

『４。『

ひ一

一・函

や一

叩・一

、‐。

や・寺

唖・中

寸・ロ

一・寸

つ・師

ロ．一

的・一

卜・つ

Ｃ・○

くＬ

芦・一

函・的

ーー

扣榊Ｋ

刊柚Ｋ
/
言＝。
,
一

碑

（５）理

（ず。｛）

（》言一）

『Ｊ０勺

＠一

画・一

吟・一

や・一

（命・↓）

。。『

こ↑

の。［

ｍ・一

吟・一

一・一口

にＥＣ

唾’一

”

一

函・｛

亜・『

函・一

や‘一

二－一

つ・『

やＤ函

、〕。、Ｊ

ｏＧ

函。、

↑‘寸

唖・寸

一■一

寺・寸

ｍ・ず

函・範

L
口

寸

函・一

ｍ・麺

の・ぬ

や．一

Ｊ・Ｑ

ｃＣ

や・函

”・号

ーの

一‐

’四ｍＩ

（目）刊哩

（５）刊哩

狐ｌ粥陣燕哩迦房・シーーⅡ衲卜三陥壼

（『日②）

（ｍ・寺）

（一Ｄ寸）

（一・碗）

（一・一一）

、、』。、凸Ｊ

（Ｇ・）

（↑・『）

（↓◆”一）

（ｍ・酌）

（、。↑）

（ぬ‐毎）

（寸・↑）

函・函［

（一・寸）

函・マ

や。一一

○・ｑ

ＬＣ

函・『

つ・口

ＣＣ

『Ｊ●、理『

ぽい一

》・函函

可４日、Ｊ

辱嘩

ｍ・師

、‐函

α・函

函・や一

『Ｊ日『４

ぽひ

申。、

、Ｊ“~■

い医

・・ぬ

函・寺

トー

函“ぬ

寸‐↑

一・一

、。》

↓・ぬ

ｍ・唖

一・寸

狐ｌ粥円燕哩隻綱盾笘ＩⅡ衲卜二鵬壼

壕傘畢

｜畷求里一

畷傘里

⑮『
呵目
⑪『

P
C

目

回①
ｐ①
二①

Ｑの
二①

○の
Ｑ①

F
Q

目

ロ『
ぬい

）①
”
“
~

西
函

“
唖
”
函
寸

申
函
“

一

マ
函

守
~

函
一

ｰ
~

いや卜埜狸拙浬仰

ｈ一十通投拙鍾毒山

い、トセ鵡拙。

ｈ、トェ母拙心

’てヤユ、×

ｌ箕、△心Ｋ

目陣・陣扣

畷余
壕傘

陣柚裡裡

円抽裡狸

戦陣郵幽

戦陣副幽

牡脚謝幽

壮陣郡煙

陣杣裡裡

壮仰郡幽

確円郡幽

唱郵陣

唱副円

陣。‐や

陣・や

篭円
篭円

弱陣
絹円
弱押
篭陣
韻円
詣陣
鎖博
韻円
篭円
篭押
篭陣
詣円
詣円
詣押
議円
篭陣

自円

幽掴度

世掴屋

幽掴屋

裳摺巨

世泗廩

世掴度

世掴度

追哩
道睡

誼轄
房

＞
房

＞
＞

＞
房

＞
＞
＞

＞
＞

＞
＞
岸

房
＞

＞
＞

＞
＞

戸
＞

＞
＞

＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞

尽
巾
鋼
紺

つ一
函
吟
函

L
、
や
、
”
~
函
マ
寸

L
ロ
一一
吟
“
寺
”
C
O
‐
“

や
函一
寺
函

、到司

○戸

”
卜
中一

尽
叩

鋼
細

や一
＝

ー

寸
L
O

雲
葛

＄
寸

凶通語

凶掴震

西、。

つめ｝

・ず酉

申釦②

の師垂

つ寸罠

唖寺』

や寸吻

”卦⑫

ー”‐

ママロ

師寸。

、、目

②マニ

唖苛め

マ苛己

》苛酉

垣⑭目

αｍ『

亜唖》

ぬぐ雪

②寸一

函釦｛

計苛め

やめ壁

、”』

中師』

唾”口

『面壁

函寸と

函寸ロ

寺寸『

やぐ一

亜寸｛

吟苛雷

垂苛『

や寸些

」寸壺

や寸堅

里
叩

函
鞠

『ｏ

ＰＯＬ

一ｍ
扇
一唖

『コ
ーｕ

［唖
扇
一唖

『『Ｊ

－ｕ
鴎

函
ーL
O
一中

『。 ▼■Ｌ
扇

ｑ。
Ｃｕ
『ぬ

里
巾
困
却

一四
ｑつ

Ｃｕ
『ぬ
函哩
函中

一ぬ

ーL
の

一唖
扇

函唖
因申
函唖

一ぬ
ｑＯ

ＣＬ
田

函暉
。３

ｖｒ
ＣＬ
昭
語
mL
O

めぬ
語

『１１Ｊ~、‐~~、

戸１，‐‐。ｒ件

叩鞄

函
、

L
C
‐

寺
←

ー

“
‐
。［

四
国
芽一
の一
垣一

一一

ト』房

”一

、》『

○一
口的

雷
寺函

＝
３コ

いい
ゆぶ
垣函

一コ
、、

ＥＣ
⑭函
、函
●②

一函
雨②

呼称

函
一ｍ

“
マ

【
｡
や
吟

ー

巾紺函

扇室

扇豈

扇画

扇ｌ室

田ｌ量

扇Ｉ室

｜巾蔀函一

巾鞠函

扇ｌ堂

扇ｌ邑

扇画

扇Ｉ崖

扇Ｉ室

扇室

扇ｌ産

鴎ｌ達

扇ｌ塗

扇ｌ室

鴎ｌ陸

鴎ｌ崖

鴎ｉ崖

函唖崖

鴎ｌ函

扇ｌ室

扇ｌ琶

扇Ｉ室

扇Ｉ室

鴎室

扇画

鴎ｌ崖

鴎Ｉ室

鴎ｌ廷

Ｂｌ垂

扇１画

函や達

＄Ｉ室

ｇｌ室

圏ｌ藍

患Ｉ塗

＄１画

謡ｌ室



掲載遺物一覧

別表12チプニー1石器集計表

mglvEIwgl河適跡IP-11P-31F-11F-101F=321S-1 1その他' 合喬WI31 41 31
51 2 1 ! | | | | 1 1 8

2 1 1 l l i l l 31
31 1 1 ! | | 41

' | | | | i l '
’’ 1， l

l

l l l l l l l l l

II 4i l l i I l i ! 1 61
21 6 1 2 ! | | | 21 13
2 2 2 61

141 251 61 2 1 1 6 53
l i l l l l l l l

l l l l l l l l l

l ' 1 l l l ' 2

2 2

1

' l l l l i l l l '
' | | | | I L_11 2!

l 2
r 1 l l l i : | | 1 l 3

21 2
4 2 6

I 2i 1 l l l l l 1 l 5
I| 8 3 i l l l l 31 181
4 25 2 321

31 121 21 31 1 1 21 231
Z71 721 101 101 1 1 1 1 11 1 121 1321

1 41 41
21 2
1 1 1 ! i l l l 2
L l

l2 1 1 1 1 1 1 14
2 2

21 1 1 1 1 1 1 i l ] | 241
21 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 241

' l l l l l l l l 'l
1 1 31 1 1 1 1 1 i l 511
101 l l l l l l 10

1 1 l l l l l l 1

l i l l l l l l l

l21 41 21 1 1 1 1 1 1 18
2 2

'|
1L' l l ' l i l l l ~ 21

1 5 1 21 1 1 1 i 9

1 6 1 3 1 1 i l 11

411 81 1 1 1 1 1 1 1 1 121
171 21 | 51 1 ! | l l l l I 4J
' l ' l ' l l l l l l | 31

I7gl 3771 231 301 1 1 11 11 1 1 351 6401
m1 3421 921 481 21 1 1 1 1 271 471 1.178
"8341 1261 941 21 1 1 1 1 1 1 21 271 951 2,021

|分類記号

'a
| 'b

2 1

1 3
4

5

6a

| 6b
6c

O

石鎌

計

石槍・ナイフ ’
二
２

計
一
磁 ｌ

｜
、
｜
、

つまみ付きナイフ

計

スクレイパー ２
’
３
｜
函
一
馳
一
０

計

Rフレイク

Uフレイク

剥片石器合計

磨製石斧 ３
ｌ
４
ｌ
５
ｌ
０
ｌ
識

計

磨製石器合計

たたき石 ’
’
２
』
４
－
５
’
０

一

個

石

計

り

砥

手

９
２
’
２
二
’
’
０

台石・病、

計

加工痕のみられる礫

礫石器合計

石製品

フレイク

礫

合計
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別
表
1
3
チ
プ
ニ
ー
1
石
材
一
覧
（
剥
片
石
器
・
フ
レ
イ
ク
・
石
製
品
）

半 刈
。 1
'

ｰ

黒
曜
石

縞
頁
岩

頁
岩

珪
質
頁
岩

泥
岩

凝
灰
質
砂
岩

凝
灰
岩

合
計

カ
ン
ラ
ン
岩

メ
ノ
ウ

不
明

A
I
A
a
l
A
b
l
A
c

I
B
I
B
c
I
C

I
D
I
D
b
l
D
c
I
E
I
E
a
l
E
b
l
E
c

I
F
I
F
a
l
F
c
I
G

81
1

1
1

21
1

1
21

1
1

1
1

1
1

1
1

1
Ⅲ
層

石
鎌

2
14

石
錐

1
２

ス
ク
レ
イ
パ
ー

1
１

２
4

R
フ
レ
イ
ク

３
4

U
フ
レ
イ
ク

２
I

３

繩 － １ ｜ 噸 一 Ｗ

冊
l■
■
回

’
8

1
1

1
91

91
1

''
~1
－
－
1

'
i
-
1

３
フ
レ
イ
ク

石
製
品

8
３

1
1
7
3

ｌ ｜ 刑
計

３
０ － ０１ １

３

3

石
鎌

V
層

1
鵬

石
槍
・
ナ
イ
フ

1
I

つ
ま
み
付
き
ﾅｲ
ﾌ’

｜
｜

ス
ク
レ
イ
パ
ー

|
31

1
1

1
1

1
1

1
1

1
8

R
フ
レ
イ
ク

２
２

2
2

'
1

ロ ●
2
5

U
フ
レ
イ
ク

３
２

2
1

2
2

1
1
n

l
Z

フ
レ
イ
ク

1
3
5

３
３

３
７

1
0

1
6
8

2
1

目
5

4
1

1
3

３
q
7
ワ
口
1
1

1

石
製
品

I
■
■
■
■
■
■
■
■

石
鎌

1
1

計

割
－
2

4
３

Ⅲ ２

７
羽 一

圃 一 Ⅱ

５ ｜

召 １ １

Ⅱ Ⅱ Ｉ Ｂ 坪 Ⅱ ’ ’ ’

四
1

順 一 ｈ

ｌ
ｌ

Ｏ
ｌ

ｌ
7

1
\

I
柳 － ６

Ⅵ
層

ｌ 曽 埠 Ｉ

R
フ
レ
イ
ク

I
２

U
フ
レ
イ
ク

1
1

2

フ
レ
イ
ク

1
1

３
2

2
Z

2
1

ワ
q
U
u

計
Ｍ － ｌ

3
51

2
1

4
1

3
1

1
1

ｌ 画 １

認 一 一 ２ ’ １２
河
道
跡

石
錐

石
槍
・
ナ
イ
フ

1

ス
ク
レ
イ
パ
ー

1
1

3

R
フ
レ
イ
ク

I

U
フ
レ
イ
ク

フ
レ
イ
ク

１ ’ ４
卜

’ ’ ９

３

５ ’ 二 ７
箔
信

十 市

1
Ｉ

3
0

1

石
製
品

１ 画 １

ｌ ｌ 削
計

21
1

8
1
1

1
2

1

フ
レ
イ
ク

F
1

1
1

F
-
1
0
1フ
レ
イ
ク

F
－
3
2
1U
フ
レ
イ
ク

F
－
3
2

1 1

1 1

計
３

３ ６
そ
の
他

石
鍍

2

1
1

1

’

’’
1

l
14

2
1

i
21

1
1

1
11

16
31

11
|

1
21

1
1

1
1

1
E
F
T
F
g
l

22
51

33
1

71
15
1

31
-I
T|
-

31
15
1

11
1|

21
19

1
2
-
｢
-
1

|
4

1
1

|
-
T
-
｢

1
|

!

I

２

1
4

1
6

３

1

２

1
1

1

4

つ
ま
み
付
き
ナ
イ
フ

1

ス
ク
レ
イ
パ
ー

２ ’ １

３

U
フ
レ
イ
ク

２

フ
レ
イ
ク

12
1

I
n
r

d
D

計 一 詞

堅 匪
1

1
1

1

両
1
-
F
F
5

4
7

■
■
■
■
■
I
■

7
7
5

1



別
表
1
4
チ
プ
ニ
ー
1
石
材
一
覧
（
磨
製
・
礫
石
器
）

｜
泥
岩
｜
…

Ⅲ
層

た
た
き
石

｜
台
石
・
石
皿

加
工
痕
の
み
ら
れ
る
礫
’

31
計

’
31

V層
｜
磨
製
石
斧

17
1

1石
の
み

ll
lた
た
き
石

31
1す
り
石

砥
石

11
台
石
・
石
皿

一~
~
－

~~
‐
－
－
丁
｜

加
工
痕
の
み
ら
れ
る
礫
|

11
61

1計
'5
1-

'n
1Ⅵ
層

｜
磨
製
石
斧

一
'1
-

1
1計

l
l

11

1澗
道
跡
'…
師

’’
｜
台
石
・
石
皿

計
，

‐
，｜

｢
P
-
3
1台
石
･石
皿

I
F
-
3
2
1磨
製
石
斧

|計
｜

そ
の
他
i磨
璽
宕
斧

｜
■
■
■

|計
｜

|合
計

|
|

20
1

15
1

Ⅲ
層

V
層

河
道
跡

０ １ １

四 石
山

安

~山 室
“ 一

「 一 ｌ澤 一
片
岩

｜
メ
ノ
ウ

｜
蛇
紋
岩

｜
不
明

｜
~合
計

｜

■
■
■

21
12
1

1
1

1
1

11
二
二
’

41
21

17
1

－
即

|-
'
l
-

-｢
201 11 41 21 1 6

’
二
＝
＝ 2 5

ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ

一 画 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 垂

ｌ － Ｉ － ｌ ｌ － ｌ ｌ 川 Ⅲ 一 山 川 一

〒 羽

■ 囿 一 ’ ’ ’ 一 川 一 止 到 川 Ｔ Ｊ ｌ

1

ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

１ １
受 ノ ユ ー

ｌ 心 倍 。 ’
’ １

’

2
２

1

誌 灘 臨 書 Ｉ 岬
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別表15チプニー1石器残存状態一覧

随 鮫完形（A） 完形(B) 破損(C) 破片(D) 破断面4断面0 （完形） 破断面1 破断面2 破片（Z） 今三f
ppl

石鎌Ⅲ層 2 5 5 ２ 14

石錐 フ

2

スクレイパー 4
4

たたき石 1 2 ~
~
０
面

1句
」乙

台石・石皿
I 1

石製品 1 1

計 9 5 6 2 9 34．

V層 石鎌 11 6 8 25

石槍・ナイフ 1

つまみ付きﾌｲﾌ 1
1

スクレイパー 4 4 （1） 8 （1）

磨製石斧 １ ３ 12 ２ 21

たたき石 1 ３ 4

すり石 ２ ２

砥石 I I

台石・石皿
51 6

’石製品 1
1

計 20 16 (1)７ 12 5 4 70 （1）1 ５

Ⅵ層 石鍍 4 1 1 6

石斧 1 1

計 4 I 1 1 ７

河道跡 石鑑 1 1 2

石槍・~石槍・ナイフ 1 1

スクレイパー ３ ３

たたき石 2 2

台石・石皿 ２1 ３

石製品 I 1

計 ２ 5 ２ 1 ２ 12

台石・石皿P－3 1 1

石斧F 32 1 1

計 １ 1 2

その他 石鐡 ２ 4 6

つまみ付きﾅｲﾌ 1 1

スクレイパー 1 1 1 ３

石斧 1 I

言＋
ﾛ~I 4 ５ 2 11

合計 39 34 （1）13 17 7 '36 （1）1 8 3 14

（ ）内は被熱点数

別表16被熱黒曜石製石器集計表
1

1

I

Ⅲ層 V層 Ⅵ層 河道跡 合計

『

スクレイパー 1 1

Uフレイク 1 1

3フレイク 3 1 3 10

合計 4 4 1 3 12

d11′勺

－乙10－



掲載遺物一覧

別表17チブニー2焼土一覧

ｌ
ｌ
ｌ

規模(m)
出土遺物

｜ 長径 ｜ 短催 ｜ 厚さ ’
| 024 018 1 005 1黒曜石フレイク]点
| q53 1 049 1 006 1
022 1 014 1 003 11

出土遺物酔号|図雷箒|剛…|細震膣 ’調査区図番号 図版番号 備考平面形検出層付

嚥
１
１
１

H42 1
H42 1
G42

Ｖ

Ⅵ

｜

Ⅵ

V 7 1 60

v-7 1 60
V-7 1 60

周
一
鹿
一
園

北側の一部に撹乱

別表18チプニー2出土遺物点数
土器 石器等

｜点数
■謹詞…

； 01 81

1 01 2
I OI ~ 41
i一一~~Ul l1
1-~~U1 il
I－－WI 41
1 01 21
1 01 1501
1 1 O|| 1721

2, 1291
ー■卿

照｜ 分類 ｜ ｜
＝圏一蕊~。
…つまみ付きﾅｲﾌ’
一スクレイパー’
5,537Rフレイク’
221Uフレイク’
2311 フレイク l
l i l l

分類 》
数占、
奉| 時期 ’時期 分類
羽
－
２
｜
ｌ
｜
肌
一
昭
肥
一
凧

分類

》
毒

》
》
》
班
曄

孔

一

》

礫

一

計

０

’

０

ｌ

０

ｌ
０

０

ｌ

０

ｌ

、
｜
吐
一
叱
一
恥
一
昨
一
Ⅶ

後難 1

嚥

壼
報

晩

閉赫占 上塊
』

計 1,956計
萄

5,931
一

5.931

1

合計

総合計 ｜

チプニー2土器集計

｣ Ib l mb l l/a l Ⅳ団

=L－里ql l21 1531__181
61 71

l 1581 121 153 251

別表19
唖
一
Ｈ
１
］
Ⅱ

函
ｌ

［

一

岬

犯

一

型

－

１

翻

２

－

２

ゞ

14
一

5,931

-217-



ナフニー1

別表20チプニー2包含層出土掲載拓本土器一覧
図版

番号

出土

層付
図版

番号

出土

層付
図番号 番号 調査区 点数 合計 分類 備考 図番号 番号 調査区 点数 合計 分類 備考

V－9 Ⅲ下位61 G38 1 1 Vc1 2～4と同一個体 咄
一
蠅
一

堅
餌 洲：

Ｖ
一
Ｖ

１
－
３

1 1Ⅲb l

31Wa l内面に縄文
耐
一
耐
一
耐
一
耐
一
吋
一
吋
一
吋

”
｜
幡
一
僻
一
粋
一
淵
一
蝿
一
崎

計牒
需

轤

２
－
３
－
４

５
ｌ
６
－
７
ｌ
８

２
’
４
－
肥
一
’
’
２
’
２
－
１

唯
一
昨
一
昨
一
昨
一
昨
一
昨
一
昨

~
~

２
’
４
｜
吃
一
ｌ
－
２
ｌ
２
ｌ
ｌ

V－13 65 63 唾
剛
雨

Ｖ
Ｖ

１
－
５ 66と同一個体７ Ⅳb

内外面煤付着 Ⅵ
｜
Ｖ
｜
Ⅵ
而

Ⅲ
｜
Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

日
Ⅱ
且

肉

ノ

■
画
咀
■
０
且
■
■
Ⅱ
且
】
■
Ⅱ
且
■
Ⅱ
Ⅱ

２
’
１

V l3 66 唾
剛

nn

Od
３ Ⅳb

~ V－l3 63 脚
面

67

3 Ⅶ

内外面煤V 9 61 F38 Ⅲ下位 ２ ， Vc9 E41

炭化物付着
V 9 611G3710 Ⅲ下位１

ｌ
１
ｌ
２
ｌ
４
ｌ
ｌ
ｌ
２
ｌ
３
－
２
ｌ
４

l lVc

V－9 61 Ⅲ下位

~ ~~~Ⅲ下位

1 1 ８
８

３
３

Ｏ
Ｅ

Vc３

位下Ⅱ
Ⅲ

Ⅲ

Ｉ蹄
一
隅
一
隅 鞘

肥
一
昭
一
Ｍ

#携
面1V~E 15と同一個体

外面煤付着

内面煤付着内面煤付着

V－9 15
八1

01 １
１

４
４

Ｈ
Ｇ

Ⅲ

Ⅲ
5 Vc

V 9 16

蕪
61

Ⅲ 41Vc

Ⅲ下位

Ⅲ下位

V－9 17 ５
１

6 Vc

Ⅲ下位V－9 18 l lVcｌ
－
ｌ
ｌ
２
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
２
－
ｌ
’
’

１
’
３
１
－
３
－
８
－
１
－
１
ｌ
８
ｌ
３
－
２
－
３
１
ｌ
１
【
’
－
６
－
１
４
１
ｌ
３
－
３
ｌ
３
ｌ
４

２

ｌ

４

’

２

－

７

５

’

１

３
１

１
４

４

２

4

V－lO 19 61 哩
蝿

Ⅲ
Ⅲ

内外面煤・

炭化物付着
3 Vc

唾
耐

V－lO 20 61 哩
哩
哩
哩
唾
唖

Vc2

耐
一
耐
一
耐
一
恥

煤付面外一空
咋
咋
一
昨

２
’
１
１
１

郁
一
州
一
刊
一
利

刷
一
刷
一
団
一
例

別
一
蛇
兎
一
別

着

25 61 即
一
函

V lO Ⅲ下位

Ⅲ
内外面煤付着4 Vc

V－lOl 261 61 1G37 Ⅲ下位 31Vc

V－10 27 62 唾
噸

Ⅲ

Ⅲ下位
9 Vc

耐
一
耐
一
Ⅲ
一
吋
一
Ⅲ
Ⅲ
｜
耐
一
吋
一
吋

側
一
測
一
測
一
卸

認
一
羽
一
訓
一
訓

恥
一
剛
一
岬
面
一
噸
一
脚
雨
面
面

~
~盤

陀
一
塊
一
堅
舩
一
図
画
胴

62

LLZ_E

蕪
二二

~
qワ
Uし 内面煤・

炭化物付着

V－10
4 Vc

測
一
Ⅷ
一
利

認
詞
一
弱 準

Ⅲ下位

Ⅲ下位

V－ll 36 62 卿
厩 6 Vc
恥
一
吋
一
耐
一
吋蕊62

測
一
Ⅷ
一
側

里
銘
一
羽 蕪 内面煤付着

Ⅲ下位

~~~Ⅲ下位

V－ll 40 ６ Vc

41 Ⅲ下位 内面煤・

炭化物付着

V－ll 62 D38 4 Vc

Ⅲ下位

Ⅲ下位
Ⅲ下位

V ll l 42

鋪＝62

21Vc

V 12 43 1ワ
4日 Vc

Ⅲ下位

~Ⅲ下位
V－l2 44 63 剛

雨

３

１
内面煤付着4 Vc

V－l2 45 ３
３

６
６

F38 V 1 1 Vc

内面煤付着
V l21 46

鱸

３３
６６

Ⅲ下位

Ⅲ

Ⅲ下位

l 1Vc１
１
二
１

V 12 47
内面炭化物付着２ Vc

G40V－l2 48 ３
３

６
６

Ⅲ’ 4 4 Vc 49.50と同一個体

赤色顔料付着
V-121 491 63ImF
~ ~~ ~~ ~~~V－121 50 1 63IG39V－I2 50 63

Ⅲ下位

~Ⅲ下位 H呈忰
3 Vc哩

卿

’

１

Ⅲ

Ⅲ下位

V－l21 51 1 631H38 1Ⅲ下位 31Vc 赤色顔料付着３
－
１
’
１

位

一

宿
ｒ
一

Ⅲ

｜

Ⅲ

V l2 貝ワ
リロ 63 迦

即 53と同一個体２ Vc

嘩
一
咄
一
秘
咄
一
咄

銘
一
別
一
弱
弱
一
研

鎧
:淵
珂で所

Ⅲ
｜
耐
一
疏
一
恥
一
耐

’
’
５
－
３
’
３
－
２
ｌ
９

ｌ
ｌ
ｌ
－
ｌ
－
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
２

９

１

唯
一
昨
一
昨
一
昨
一
昨

ｌ
ｌ
５
－
３
－
３
ｌ
２

~
~
~
~ ~

赤色顔料付着
58 63 恥

面
面

V－l3 唾
蹄
一
吋

Vc11

~V 131 59

蕊
63

Ｖ
ｌ
Ｖ
Ⅵ
｜
Ｖ
｜
碗

1 1 lb

V－l3 60
2 Ib

底部外面に刻線
内外面炭化物付着

３
３

ｌ
１

Ｖ
Ｖ

副
一
塊

些
山

’
’
２

-218-



掲載遺物一覧

別表21 チプニー2Ⅲ層掲載石器一覧

図番号|番引蕊｜

茸幣
閤

|V-161 4
1v-'5rF

；千F詔
|v-1
1v-1
|V-161 8 1 64
1V-'61 91 64 1
1V-161 10 1 64 1

図版
番号

図番 番

|鑿|層位｜ 分類 ｜細分準さ("1幅(")『さ("1重さ(畷) | 石材 |講景｜ 備考
備考遺物

番号

層位 分類 細分 さ(c'n 幅(cm) さ(cm 重さ(9) 石材 黒曜石

細分類
調査区

盤
騨
盤
岬

石嫉

石鰄

石嫉

石錐

石雛

石嫉

石錐

スクレイパー

スクレイパー

スクレイパー

函
一

恥
一
率
一
率

一
四
一
四
一
四
｜
配
一
認
一
蝿

四

一

“

叩
一

Ｍ
一
四
｜
”
一
肥
一
郎

一
ｍ
一
“

黒曜石

黒曜石

黒曜石

黒曜石

黒曜石

黒曜石

黒曜石

黒曜石

黒曜石

黒曜石
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一
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一
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一
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椰
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一
吋
一
排
吋
一
吋
一
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｜
“

“
｜
｜
“
｜

“

“
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一
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“
｜
｜
“

“
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“

“
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一
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一
唖
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醒
一
画
一
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一
蹄
一
一
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睡
一
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函
一
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“
妬
師
顕
郷
卿
那
一
“
邸
印
一
ｍ
~
咽

司

麺

函

叫

麺

画

■

鍾
麺
剥
鋤
〔
叩
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2．6

3．9

3．3

3．5

3．3

3.1

3．6

5．8

8．7

(3.4）

4．2

両万

咽
一
皿
一
皿
一

皿

一
”

｜
哩
一
”
｜
唖

一
ｍ
｜
唖
一
岬

唖

一
恥

虹

一
５
｜
｜
粥
一
Ｗ
－
２

㈹
一
一
別
一
畑

扣
一
、
｜

師
一
一
躯
－
２

唄
一
咀
一
Ｈ
ｌ
胴
一
焔
一
Ｆ
｜
昭
一
旧

加
一
虹
一

配

詔

型

別表22チプニー2V．Ⅵ層掲載石器一覧

|図番司書引蕊|訓蔽区|騨醐「分類 ｜細分平さ("1幅(cm)Fg(cm1重割91 | 石材 | "|
|V-181 丁 |■壷■ E401 6 IV上面’ 石鑛 I 1a l (25)l l.7 1 " 11 (0.9) | 黒曜石I A

|W=IM-汁割:患搦M |頁繊:_| I | :: | ;: |, ;, | ;:: |x|
|V=igl rl 65 IH39 1 17 1 V Iスクレイパーl 1 1 (6.9) | 4.7 1 1.0 11 (30.6) | 頁岩 ｜
v-18｢詞顧…9 ｽｸﾚｲﾊｰ| 5b l 6.8 1 30 11 L6 1 17.6 l黒曜石I Dbl

隣|叫二|¥' 淵謡' 1洲捌蕊' ” ’|V-1811 6 1 65 1 F39
|v-1§｢7~｢扁一IH39

黒曜石

細分類

細分 長さ(cm) 幅(cm) さ(cm 重さ(9) 石材図版

番号

遺物

番号

層位 分類図番号 調査区番

判

備考
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別表23チプニー2石器集計表

…

| la
| 'b
| 6b
| 6C

o 1

層

一

一

~
~

Ｖ

~

~~
~
~
~
■
ｌ
・
■
ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
Ⅱ
ｌ
■
Ⅱ
１
１
１
■
Ⅱ
ｌ
■
Ⅱ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
Ⅱ
ｌ
■
Ⅱ
ｌ
■
Ⅱ
！
■
ｌ
■
Ⅱ
ｌ
■
Ⅱ
ｌ
■
Ⅱ
ｌ
■
Ⅱ
ｌ
■
Ⅱ
ｌ
■
Ⅱ
１
■
ｌ
ｌ
ｌ
■

６
－
１
－
１
Ⅳ
４
羽
’
旧
２
４
洲
２
７
－
２
Ⅳ
一
鯛
蛇
旧
、
２
４
６
６

１

~~~

鴫

一

一

一

一

↑

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

■
■
■
■
■

１
１
１

’▲言＋
ロロ’Ⅵ層 その他F－

石鍍 2 画
回
国
圃
囿
園
囿
田
圃
一
旧
－
２
可
呵

’

１

’

１計

石錐

つまみ付きナイフ

２

’

１

－

２

ｌ

些

一

ｌ

ｌ

２

ｌ

３

ｌ

聖

恥

一

飽

一

恥

一

生

０

スクレイパー 1

3 1

囿
囿
囿
圃

1

’
６
｜
囿
田
圃
■
囿
囿
囿
田

-ヨ
計

Rフレイク

Uフレイク

剥片石器合計

1

3

1

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

~
~
~
~
~
~

16
r

、

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

聖
■
■
■
■
ｌ
｜
，
－
２
’
３
｜
，
’
４

2

磨製石斧 ３

０

計

磨製石器合計

たたき石 ’

２ ’

１計 旧
■
２
■
旧
■
団
■
旧
■
旧
囿
、

すり石 ’

’

２

1

計 ~ l

l 砥石 ｜
｜ 台石.石皿 ｜
|加工痕のみられる礫
l 矢柄研磨器 」
｜ 礫石器合計 ｜
｜ フレイク ｜

礫

’ 合計 ’

1

2
＝＝

1

l l

1l
41
21
221

1,7611
1501

2, 1291

1

■

~0皿
翻
圃
翻

圏
囿
圃
羽

Ⅲ
Ⅱ
四
口
■
Ⅲ 2
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表
24
チ
プ
ニ
ー
2石
材
一
覧
（
剥
片
石
器
・
フ
レ
イ
ク
）

不
珪
質
頁

メ
ノ

合
冒

石
？

縞
頁
岩

石
時

苓
痒
区
匡
匡
『
匡
呼
輯
平
匹
匡
区
匡
匡
P

石
錐

ス
ク
レ
イ
パ
ー

R
フ
レ
イ
ク

U
フ
レ
イ
ク

フ
レ
イ
ク

1
ｌ ｜ 肥 一 蛇 一 肥 一 脚 一 価 － ２ ’ ’ ’ １ 画 唾 画 唖 唖 「 「 「 「 司 司 「 「 「 「

羽 錫 ７ ｜ 慨 一 恥 － ２

|
3
1

11
10

1－
5；

回
1~
I~
1F

ﾘﾆ
：

2
1

1
1

1

ワ ロ

1

淵
}
怡
ﾄ
ｻ
ｰ
器
恰

’ １

1
0

1
0

３ ５

渥 偶

３ ’ ３

２ ２

1 2

昭 一 田
計

石
鑛

石
錐

つ
ま
み
付
き
ナ
イ
フ

ス
ク
レ
イ
パ
ー

R
フ
レ
イ
ク

U
フ
レ
イ
ク

フ
レ
イ
ク

l
＝
＝ ワ ロ

２ ３

’ ’ ’ ’ ’ ’ ７ 両

ｌ ｜ ・ ’ １

郡 一 別

４ ４

’ － １

副 一 郎

１ Ⅱ Ⅱ ▲ ・ １ Ⅱ ０ 凸

７ ’ ’ ７

２ － ２

３ － ３

１ ． １

三 口

’ ○ ○ 二 ｆ に 卜

Ⅵ
層

石
鑛

ス
ク
レ
イ
パ
ー

R
フ
レ
イ
ク

フ
レ
イ
ク

’ ’ １

３ － ４

ｎ 〃 白 の ／ 臼
訂 『 汗

フ
レ
イ
ク

’ 三 １
そ
の
他

ロ
”

ス
ク
レ
イ
パ
ー

勺 Ⅱ ！ ▲ ■ １ Ⅱ Ⅱ ▲

計 一 霊

1

誌 鄭 師 言 Ｉ 岬



イーヂ=-1ナノ－

チプニーク石材一寶（磨製・礫石器）別表25
一

1

1

1

1

1

ｰ』
I■■■■

篶

磁市一雫昨

”｜塵

1l 41 144mm41 144m■、

(D) |破断面0(完形)|破断面1 ……
画

一
》
》

旧

一
４

た
君

’

１
192

＝

1

41
＝

1

54(l1三
画

石鎌

石錐
つまみ付きナイフ

スクレイパー

磨製石斧
たたき石

すり石

砥石

台石・石皿

1

1

3 3
＝＝

1 1

’
二二

21

ｑ
Ⅱ
０
１
《
甲
ｑ
Ⅱ
Ⅱ
▲l ll 31 1 1 5 ’

三
１

5

1

1

一
回

石鐡

スクレイパー

Ⅵ

’

１
1害

口

’

１

石鑛

スクレイパー

の
１
．
１計

一
宗

内は被熱点数

1

表
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一一

計

V層

一一Ⅱ 口 一

たたき石
△胃

歴面』冷斧

同再耳壁与呈

泥岩

1

砂岩 凝灰岩

1

スコリア

1

安山岩 片岩
５

5

片麻岩 メノウ 蛇紋岩 不明

1

1

△､三ト
ロロ’

f

」

2

9

薑
口

3 2

1ノI ヨ すり石

加工痕のみられる淵 」
1

三
ロ

1 1

合冒

たたき石

すり石

砥石

台石・石皿

1 1

1

3

1

1

加工痕のみられる礫 1
1 1

2

3

3

11

2

〃

石鍼
－1己

スクレイパー
Rフレイク

フレイク

合言

l II l＝

2

９

3

88

102

V眉

5
－

b

合計

2

9

3

93

107
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