
i6g+.I.3>4@
-.誓爪出..3

･･,･'=l:･L!.[:'FlT.'uI'
-''T.:I,:.II.),

意
二一箪
/

..I..TJ,･,i･.i.31･･.I..I一l..i)..㍗.I.''1:･.:

戚肌問･適瑠I･
瓜鋸･.Q巌
.Iq
瓜優

△

虹町t臥
.･
良塾

=

.-EZ
B
:3

._i,f
=･.

-i.1‥
･.@
･

.△

/(･;.]1.::I..,i,
･月
日=

U

..
314

%T
-i
･･･:

r∵

‥

魚
用
掴

樹
3

lT
･'
二

.L'.
1'.I'....1.

.
II

.'t:.'
Ili

tt.I.､
,㍗

),:I.
(

I･t
..::

/
..;i...
.]
:
.
i.(
.'
･･
lJF'
'F
'

二

､

.::.｣

.)

.''
.
I;

.:);
,..I
,.ニ

仙

･
t,Jj
.(,I
:
)

,
,)
.).
.
I..
i
)
.,.i..,ら

第43図 後期旧石器時代Ⅲ期石器実測図 (7)
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第53図 後期旧石器時代Ⅲ期石器実測図 (17)
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第 7表 Ⅲ期石器観察表

雲聖 霊誓 謡孟 Gr 器種 石材 (5 , (co喜, (急 (! ,
備考

2211 Ⅳ 14 台形様イ了黙

1461 Ⅵ C8 台形様イ了鵜

4037 Ⅵ I2 台形錘J相.i

1319 Ⅵ D7 台形排石Jm

1448 Ⅵ C8 台形様耶JHi

2719 Ⅳ H 4 缶FFtはJjr船

144 Ⅵ C 7 台IEt梯rj一触

3725 V J3 台FrYtTiJ3兆

4374 Ⅵ H2 台形排石器

4959 Ⅵ H 4 台胸威7丁淋

5019 Ⅵ G 4 令jFP,HiJ.T船

5034 Ⅵ E6 台fB様前節

2997 Ⅵ H 4 帝膨械LjJ耶

12D9 Ⅵ D 8 台形体ポry

4084 Ⅵ G 4 台形様イ丁船

1 - 台形械イ丁淋

1393 Ⅵ D7 ナイフ形･GnL
3624 V F5 ナイフ形石船

338 Ⅵ E8 ナイフ形前耕

4183 Ⅵ F5 ナイフ形一石瀬

5330 Ⅶ E6 ナイフ形イ7%1

2240 V J3 ナイフ形′占淋

1431 Ⅵ C6 ナイフ形石船

4747 Ⅵ F4 ナイフ形石-a

4687 Ⅵ F4 ナイフ形石鮒

521 Ⅵ B7 ナイフ形石湘

433 Ⅵ Cg ナイフ形右裾

4B713 Ⅵ G4 ナイフ形イi湘

- - ナイフ形石部

4682 Ⅵ F4 ナイフ形石満さ

4日0 Ⅵ Jl ナイフ形石恕

2902 V 13 ナイフ形前灘

4602 Ⅵ G3 ナイフ形石瀞

5083 Ⅶ F4 ナイフ形J=RTtL

4784 Ⅵ下 C6 ナイフ形･bJ器

2320 V H2 ナイフ形JF粘

216 Ⅵ 8g ナイフ形･L=淋

3066 Ⅵ H3 ナイフ形Li淋

362 VI Bg ナイフ形石僻

4214 Ⅵ H3 ナイフ形-E瀬

784 Ⅵ 87 ナイフ形,6冶

3447 Ⅵ G5 ナイフ形111邪

2880 V G4 ナイフ形jlq耕

2480 Ⅵ Jl ナイフ形石船

690 Ⅵ C7 ナイフ形石船

3931 Ⅵ下 E3 ナイフ形石船

3630 VI

2糾5 V
2031 VI
4045 VI
4899 Ⅵ
T8-3 -

F4 ナイフ形右耶

G4 ナイフ形二nlm

B7 ナイフ形イ言諸士

J2 ナイフ形石船

F4 ナイフ形イ了邪

推招 ナイフ形ぷ与扮

- ナイフ形J=淋

1124 Ⅵ Bg ナイフ形イゴ桝

513 Ⅵ C6 ナイフ形′斤81

3642 V F4 ナイフ形石耕

一 - ナイフ形･L=淋

1136 Ⅵ BIO ナイフ形一行-Hi

- E4 ナイフ形石船

V G4 ナイフ形イi祁

Ⅵ G5 ナイフ形77船

Ⅵ F4 ナイフ形右裾

Ⅳ J3 ナイフ形石器

岬

鵬

鵬

鵬

咽

鵬

認

諾

鵬

鵬

諾

鵬

咽

認

諾

鵬

慧

慧

鵬

誓

品

鵬

認

諾

鵬

岬

嶋

崎

認

諾

鵬

品

諾

鵬

咽

認

諾

咽

器

鵬

諾

霊

山
鵬

I.7 F 駄良剤JTが材.艮紬に対し,月柵l亡亡変.

2.6 - 比伽に対し､JJ加l托変｡ムミtN欠批

2.6 一 株･良卿Jl~AI材.艮l削こ対し､JJ恥比企｡A-部が尖る.

2.8 - 俳Jl剃JTl如け｡R!材fT面肋にr申な剥稚｡

1.0 一 切良胡片必材.艮l恥こ対し､JJ紬斜軸.

4.6 F 横Jl剥け必材｡止1伽こ対し､Jl軌t〔変.

2.8

4.2

3.9

I.8

3.6

5.8
8.2
2.5

4.0

E

I

ド

I

F

F

･i
)

I
1.･

I

li仙 こ対し､刀部La変.場面人ら鮒 こ=OJJLlEJ.柑はく尖る.

価Jl刺JTl#L仇

縦艮胡JT必打｡

縦Ji.blJl̀#L相｡

桃1壬mJT兼仇

械Ji軌什叔仇

横1長潮Ji兼材｡

棚Ji刺JT#1才.

縦良剤Jilhl材｡

戊他に?･TL.刃部斜帆

艮Nに対し､刀熱烈札

止klに対し.刃紬斜帆

良称に対し､刃撫IItitl.AE･伽が尖る.

堤Alに対し､刃軌 /ll女｡

艮1恥こ対し.J]撫斜札

止Nに対し､刃紬1g,丸 Fdiiは便帆
良軸に対し.刃排11汁rcA.附 ま適材打IrIl.

3.7 D･E 統裁胡片Al仇 良1削こ対し､刃珊斜札 風化沸く､機が摩娘｡

8.4 - 捕捉軌片瀬仇 艮仙 こ対し.刃跡は斜紬,述部が'Rる｡

2.8 - 縦良胡片瀬帆 右脚紐状冊から光井にかけAlIIL先端欠礼
1.9 D･E 縦Ii耕片#仇 戚鰍 こRL相打而払改正.先軸紬欠礼
2.3 -

3.1 D･E

2.7 -

2.4 -

I.1

1.6 D･E

2.3 E

4,2 1

駄1竜剥片対材｡J.I;柵に#相打血 を.浄払

輔広剥片避け.LE【面上.JJ部は横面が班指｡

縦段剃JT#材.｣.ぢ粗にAI材打Lllim''を設凪

縦Ji剃JT如け｡兇過部欠III｡

粁Ji刺JT-如け｡必打太地を鵜部に設定｡

縦1主潮JT加材｡11∈臥 iT:耐先g:HJJ三に二次加 Ⅰ二｡

縦良剤片兼併｡tE血n;醐l左胴辺に,=次JnJT_.

縦Jl刺什如け｡止l削こ射し､刃鰍 ま斜Nb.

4.1 - 縦良刺片薪帆 刃柵に微細な潮雌I庄イ[り.LEl伽欠札
3,6 D･E 紐Ji胡Ji■水村｡品紬は性かに映りをもつ.先軸紬火BL.

3.7 一 蹴l壬洲片射材｡A.ぢ柵に対材打lTliを収止｡先端柵欠礼

3.0 E JEll117Eに座dTu戎杭,光脱離欠損｡

5.0 - 1r-_帆ti:Fj:JJt耐から.イ了帆ult正耐からのJJrl工.先鵬伽欠礼

4.8 - 悔L揃左の潮持Eは#材破御時のPI舟的な一刷れか｡

5.5 E 縦Ja:軋り価 机 #材fr両部をLEmSに改凪 iEmI胴辺に加工.

9.0 E 輔広潮JT-N相 加材Ji雌の形状を利FT]LJJ卸を作t11.

4.0 - /T伽J紐はLE･純伽Jb咽 iriiから.)]柵J.-,LiLFが止rTjiから二次加L

4.6 F 棚広朔Jl~#t材 J.I;-称を巡るように-_次Jm工.先端瓢九m ｡

2.8 1 縦Ji刺JllAI材｡先婚部火M.

2.7 F 陳良剥片#材.左㈹両のtF-1llL溺IiJuII工帖の欠載1か.

2.2 1 鮮Jl胡JT対材｡上平一冊火山｡

3.7 F 北部を巡るように二次加工.上LIS都火札,

4,5 - 位 k加娘41-り.1rJ甜l状石油のようかl租 JdJ牡をもつ.

4.0 E 縦艮剥片必打.機上調範をもつ.

3.4 E 縦岐刺JT'如け｡#L材fr両の除上は火蕗と.lil.われる.

4.8 一 献抜刺Ji.薪材｡兼併打LniがLE弧 長軸に対し､}J約1斜紬.

6.1 一 献Ji剥け叔仇 #t相打丙が逃札 止軸に対し.刃柵斜帆

12.3 1 縦Ji刺Jl一束仇 艮他に対し.刃細斜紬.先糾紬欠礼

4.3 D 縦良剤JT#仇 pI･i㈹投に拙い加1:では形｡ヒ1P･紬欠礼

6.3 D 棚Ii刺Ji一兼材｡戊l削こ対し､月蝕は1-T,壁,rFrlrI7内相.

1.0 - 縦提刺Jl~RL材｡#相打佃をJE恥 こ設完:｡

8.5 - イTOIJ練は正lrli中央棟からのJJl工｡先端円状帆.

9.6 E 駄艮朔片#材.左㈹からの打嘩によりrrlm輪B.先端紬欠叔1.

T8.9 - d三両Ill火磯に朗ZFB羽胞のようなJm｣こ
2.7 - 長軸に対し､JJ軸斜N｡児雌馳火机.

8.0 一 山仙 こ対し.刃沸斜札 岨化が激しく雌が席誠する.

6.7 - 長軸に対し､JJ伽斜札 風化が激し(機が雌娘する.

6.7 E At油i堪rnに加J:が入る｡JJ吾郎ま舶材の米韓を利川し斜札

5.8 - 御伽剥片At材.JEl応HJL下に朗部洞軒のような加r_が煉る｡

6.5 一 棟11潮Jll必打｡両側軸に粗い二次JJHLが施される｡

6.3 - 兆郭盤面に加 Ⅰ二が入る｡光速は蝕状に窄まる｡光速却欠Al.

I.8 E 縦Ji刺JT#L材.上､r･部.下や柵欠肌

3.4 D･E 佃広刺片対材｡先bSj仰火山｡

8,4 D 朝雨からのmい刺職に.tる整jry.慨両t柳んぶ王削,.-,か.

5.7 - 抑止こ剥片のLがiJaをJj価 に放払
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土
位

出
屑

物
号

通

番
載

号
掲

番
器種

長 幅 厚 重

(cm) (cm) (cm) (g)
備考

91 2340 Ⅳ H2 ナイフ形イ言祁

92 4168 Ⅵ J2 ナイフ形石胡

93 3381 Ⅵ H3 ナイフ形イ了-HIL

94 3829 V J2 ナイフ形石湘

95 4887 Ⅵ G4 ナイフ形LiXTIL

96 3316 Ⅳ G4 ナイフ形.石船

97 184 Ⅵ D6 ナイフ形111湘

98 4102 Ⅵ 11 ナイフ形石船

99 972 Ⅵ D8 ナイフ形石新

00 2920 Ⅳ H3 ナイフ形石khl

Ol 1114 Ⅵ Cg 二次JJl二⊂刺Jil

02 - 12 ナイフ形.古林

03 2024 Ⅵ C8 ナイフ彪石湘

04 1378 Ⅵ D7 ナイフ形石淋

05 3742 V J3 二次JJl⊥bJJil

o6 1285 Ⅵ D7 二次JJl=#JJT

O7 3662 Ⅵ F4 ナイフ形石耕

08 5096 Ⅵ F4 ナイフ形,GnL

o9 4454 Ⅵ G5 二WJlエ潮片

10 - - 一 文所RL

l1 1280 Ⅵ D 7 二次)JlE剥片

12 4134 Ⅵ J l 二次JJIl:剃JT

13 3271 V G 3 ナイフ形イ言灘

14 3397 V H 3 ナイフ形イ言放

15 1422 Ⅵ B7 ナイフ形石淋

16 1349 Ⅵ BIO ナイフ形石鮒

17 816 Ⅵ D6 ナイフ形一百湘

18 T5-7 - - ナイフ形右裾

19 2846 V G4 ナイフ形イi湘

20 1837 Ⅵ E7 ナイフ形石詐

21 2355 V H4 ナイフ形右端

22 586 Ⅵ C6 ナイフ形石船

23 4172 Ⅵ F5 ナイフ形前淋
24 4001 V J4 ナイフ形石瀞

25 117 VI D8 ナイフ形J=RTtL

26 657 Ⅵ C7 ナイフ形･()J器

27 302 Ⅵ D6 ナイフ形JF粘

28 4707 Ⅵ F4 ナイフ形･L=湘

29 3365 V H3 ナイフ形Li淋

30 2989 V H4 ナイフ形石僻

31 1327b Ⅵ Cg ナイフ形JG瀬

32 3002 V H4 ナイフ形,E冶

33 1283 Ⅵ D7 ナイフ形111部き

34 272 Ⅵ C7 ナイフ形jlq耕

35 日91 Ⅵ D8 ナイフ形石船

36 4678 Ⅵ F4 ナイフ形石船

37 13358 Ⅵ B7 ナイフ形石船

38 2909 Ⅳ H3 ナイフ形右耶

39 4603 Ⅵ G3 ナイフ形石1m

40 - E8 ナイフ形イ音譜壬

41 3883 Ⅵ ]1 ナイフ形石船

42 3529 V G3 ナイフ形11淋
43 4141 Ⅵ J2 ナイフ形ぷ与扮

44 9 Ⅵ Cg ナイフ形J=淋

45 214 Ⅵ Bg ナイフ形イゴ耕

46 2911 V H3 ナイフ形′斤81

47 2187 V J2 ナイフ形石撒

48 6･18 Ⅵ G7 ナイフ形･L=淋

49 4091 Ⅵ 11 ナイフ形一行-Hi

50 4040 Ⅵ 12 ナイフ形石船

51 4053 Ⅵ 12 ナイフ形イi祁

52 979 Ⅵ D6 ナイフ形才了船

53 2962 Ⅵ G2 ナイフ形右裾

54 3474 V G4 ナイフ形石器
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5.5 一 献良剤JTが材.良紬に対し,Jl柵は斜紬.

3.3 一 触止剃JTRt仇 止痛JJ組む帆に二次1m上が施される｡

7.5 一 軒Jl刺JTl糸相打L丘iを鵜部に.設定.)J!血加 にによりfrL后除上.

9.4 E 縦良胡片が材｡右脚扱BFIからのJJl工にAt;部の和みを除去.

2.9 - 正面111火にJJ=る鰍 こ機上調艶 JI:l'出欠11IrrJか.

5,8 一 価Jl刺JTl#L仇 イ了仙南の､Il･11ITfiiからのJJlEあり｡先Jtji部欠M｡

22.9 1 縦艮胡JT娼材打Ldを脹部に.-j'&追｡jJ部に微細剥離あり.

8,1 F 縦Ji.blJl̀#仇 瀬相打両を盛部に放血 先地価欠礼

I.5 1 不粋刷はのJm工Iよ り.先雌が'Rる｡

1,8 - 細かくr申な二次加工が施される.二側は加 1:のナイフ｡

2.7 1 縦Ii刺Ji兼併｡刃紬に複軸刺l暮rl'り.

3.3 - 縦良剤JT#1才.艮hIこ対し､刃紬斜札

23.2 - 横位刺Ji価 杭 先bB部火帆,

25.1 - 輔広潮片Al材｡#材fr【好を鵜冊に設rii:｡

9.3 E 縦捉胡片如材｡刃伽Jh]紐にJJI工し先端が尖る｡

20.2 D･E 縦良潮片瀬帆 風化が維めて激しく.快が摩滅する｡

36.5 D･E 払化が掘めて激しく機が頗沸する.薪帥両は掛軸色｡

51.6 1 JiL材の打Ir11を)ぷ鰍 こ設乱 用iDJwJ工により兄妹が尖る.

23.6 - 北部所AtJに机い)mL 上Y一部火山.

5.5 1 右CIJltは り細かIJ:制札 左LWJLAfにはBtWulが秋作.

a.7 - 小鮮止剥片ポ材.滅相rT点が魂面先軸に伐る｡先述火山か｡

0.8 F 小醗止剥片iL5帆 必打ITdiiを).摘 H=設定T..

0.9 - 小縦止刺J'I'ぷ帆

1.2 - 横位胡片兼併｡tE血Ji失弧 こ二次DL11二が施される.

I.0 - 小鮮止刺JiJ瀬tJl.iil剛こ対し.刃何科軸｡

2.4 - 小判JiT素材｡長軸に対し､ノJmHま斜帆

1.2 E 小刺JT誠11.正iTiiJl･:ll.､刃鰍 こ二次加1が臆される｡

a.7 - 小縦戊刺Jir弟材.ii軸に対し.JJf捌ま斜軌｡

I.2 F 小姓丘剥片讃材｡帆 揃肉付.上恥欠礼

I.5 - 小紋妓刺Ji'#材q先hL柵火寸札
0.6 D･E 小紋戊剥片#材.必打打IrIiをリ.6鰍 こ設定..

I.6 - 縦Ja:)札11■来相打L両をLE部に政ri,)R両刃冊に二次JnJ工｡

I.8 - 校姥朔JT-N材.良軸に対し.刃恥 ま掛軸.

1.0 F IE而jFL 節用!によるImれ.瓜形不ryl.

I.3 一 蹴艮朔JT#t材.A.I;-柵に打Iniを散在.先端瓢欠机｡

1.5 D 縦Ji刺JllAI材.先端部火刑｡

1.4 F 陳良剥片#材.#材fTE即こAC部をllGiJ.光瑠紬欠81.

2.1 F J_7一博l-J練に二次加Ⅰ:｡兜姐が尖り.AE･紳 士円弧に粒形.

2.6 - 縦Ji剥片必仇 先端部欠批

2,3 F 縦JiblJT水村｡了EihiJlikに二次加l上あり｡先i(J部火山｡

2.2 1 縦良剤JTが材.先端部欠Jn.

3.4 一 挺蛙刺JT'如け4■r所iにLE部を.故山｡TEITiFJT上に二W JIJ工.

2.7 一 献Ii刺Ji.薪材.i-JFmS欠机.,

2.0 E 縦Ji剥け叔材.#t相打丙をLE柵に拙kJ.内JL/-.先b仝部火IH｡

2.4 1 縦Ji刺Jl-#L材｡叔材打tlflをLE伽に.Bt止｡先端畑火刑.

2.8 F 縦良剥JT#仇 RL材打L桁を地肌 こ設旋 光瑚珊欠礼

3.4 E 縦捉刺Ji一対材｡LEL何からの朋厳により打lr17旅去｡

I.7 - 縦控刺Jl~Rt材｡先端部火刑.

2.3 一 献錠剤Ji'強付.如材打佃を逃鰍こ改正｡正捕れ欠航.
4.0 一 献艮朔片#材.#材fTr厨をAt;知にl役r/i.I.

4.8 - 縦比例片兼仇 且†ヒ激しく､棟が稚軌

4.2 - 校良胡JT瀦材｡#材rr何をA引糾こ.-&払 光鮮細欠礼

4.1 - 縦出潮JTAI材｡#L材fr面を北執 こて評定｡LE面盤に席両班存.

3.4 F 駄ll<酬丁必仇対材).q柵に頚部調轍のようなJWJ工あり｡

3.8 - 叔出潮JT'#材｡如材fr面部に過熱を設風 上半部欠礼

6.2 一 挺Ji刺片#材｡刃鰍 ま胡JTの形状JIJ)1J｡先丘虫部欠n.

2.6 一 触11耕Jllh机 #t材fT両に戚部を.政払

3.2 - 上Ir一部欠如.

4.5 - 縦Ji刺JT#材｡上､r･部欠1日.

3.6 - 縦ll{剥片対材｡素材fr血に北部を般止｡上平･細欠的.

4.B 一 縦Jl刺JT#L付｡瀬材jrr耐 こLE部を訟liI｡Llド紬欠ul.

6.2 E 縦良,PIJi'#･材｡
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層

物

号

通

番

載

号

椙

等
器種 石材

長 幅 厚 重

くcm) (6m)(cm) (g)

ブロ ック 備考

255 T14-4

256 128

257 252B

258 3607

259 1455

260 3411

261 2255

262 4521

263 3094

264 2915

265 3627

266 3476

267 380

268 T3-1I

269 4698

270 5180

27T 1238

272 3538

VI D8
V F6

Ⅵ FS

Ⅵ C8

Ⅵ G4

V J3

VI G3

VI 11

Ⅵ G2

VI F4

VI G4

Ⅵ Bg

VI F4

VI Ha

Ⅵ D6

V G3

ナイフ形.伝-ll

ナイフ形石諾i

ナイフ形･6拙

ナイフ形石船

ナイフ彪ポnI

ナイフ形石fHl

ナイフ形.finI

ナイフ形･G耕

ナイフ形･Lll語注

ナイフ形jJJ祁

ナイフ形-古瀬

ナイフ形石灘

ナイフ形411淋

ナイフ形右端

ナイフ形心湘

ナイフ形一石lkj

ナイフ形石'Hr,1

ナイフ形石IB

273 - C6 二次jJl上潮Ji-

274 2306 Ⅳ 13

275 2234 VI J2

276 6391 V F9

277 6350 VI F8

278 6449 Ⅵ Eg

279 6496 Ⅵ H7

280 6090 V F8

281 6439 VI F8

282 6414 VT H6

283 6501 Ⅶ H6

284 1167 VI D8

2B5 970 VI D6

286 47g VI B10

2B7

ナイフ形J=-kl

ナイフ形77祁

lIJ爪状イ1■mL

ナイフ形Ji那

台JB接イJ■舶

スクレイバー

ナイフ形11鞘

内靴状才(那

ナイフ形Ll'淋

ナイフ形/1-離

I(lSfE状Jj'継

Fq椛状石船

角錐状JEl'離

Pl郁Vuj淋

288 2542 Ⅳ G5 /q総状石器

2B9 1107 Ⅵ C8 Irl仲秋Jll鵜

290 2659 Ⅳ G4 Iq脈状T;料

291 3BOB V K3 Irl椎状Ill-淋

292 460 Ⅵ C9 Jq純状石器

293 Tl1-5 - - fIJ粍状Jj一兆

295 4737+AmT Ⅵ F4 1q純状才了解

296 5057 Ⅵ下 H3 角錐状TT淋

297 3428 V G5 ナイフ形イil淋

298 205 Ⅵ Bg ナイフ形イ了Xn,1

299 3322 V G4 11J稚状七■離

300 145 Ⅵ C7 Pl抑状才TJE壬

301 2807+4335 Ⅵ J2◆ J 3 IIl紙状JJJ継

302 289 VI D7

303 37 VI Cg

304 4897 VI F4

305 1377 VI E7

306 1763 Ⅵ B8

307 628 VI D7

308 916 Ⅵ C6

PJ緋LH-)'淋

IIl紙状Jj'湘

PJ純状JllL湘

Fll椛状石器

JtJ脈状II"雅
角錐状前節

爪珊状ll淋

309 Tl1-6 - - Jq稚lたれ船

310 4170 Ⅵ F5

311 3352 V G5

312 4730 VI F4

313 4723 Ⅵ F4

314 1165 VI D8

315 4689 Ⅵ F4

316 3062 VI H3

317 4605 Ⅵ G3

318 2032 VI B7

111柵状llJ淋

角維状TlJlB

軸椎状石器

Pl推状才1-船

fLl粒状11'鵜

角錐状イ;'Zk

IIl紙状Jjl湘

Pl紙状才1■柑

Pl俳状Jj舶
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霊

場
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諾
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豊

嶋

鵬

鵬
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岬
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鵬

鵬
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鵬
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鵬
器
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諾
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5_3

2.6

4_7

8.3

4.2

7.3

4.3

5.9

4.1

5.1

4.0

5.4

9.2

4,7

6.2

6.a

一

一

一

D

I

D

I

I

I

I

D

D

一

一

一

F

一

縦J長潮IT#材｡叔材fr両を盛鰍 こ故k/｡L111.%欠Al.

縦佐剤片如け｡先J溢部欠礼l｡
縦Ji剥片がM｡#1材IrY状を刊JTlL刃冊をIdtに｡

縦良剤JTAI仇 顛材形状をFIJJlル}脚 を設払

#材形状を利用し7]柵を設払 左TRl良に微細bJ軌

椛艮剥片#材を利川し.月部を設定.北松柵火刑｡

Rt材形状を利IHLJJ柵を設定｡左TtI緑微細朔K.

牲J壬bJli-RL付｡

駄艮剥片ぷ材｡

柾Ji剥片如材.

鮮長潮片必打.
縦止刺JThl仇

牲Jl胡片#仇

如材先過に如JdhL仰伽から紬かな-_次JnIニ

止戚光過右に二次JM工U

耕材形状を利JHLJl部を.u起.

必材形状を利JlJL刃部を胡瓜

舶材形状をJIJ川Lj)部を.孜弘 光軸部欠礼

加古I形状を利JIJL刃冊を政iif.先軸紬火点し

#材形状を利川し51.%を改札 ノL:側軸 ま紬かな=次Jm工｡

縦Ji胡什必打｡良化激しく､倭がFT&波する｡

縦良剤片糸仇 7r=虎先端右に微細刺掘あり｡

3,2 1 縦Jl刺JT#材｡先rj部欠11tか.

5.2 - 縦捉刺J=l一舶材｡不許,範型J.'Jか｡

3.7 l I_I-伽1軸二次加工.ノーミ側軸微細潮解あり｡先軸部火瓜L.

4.1 - 縦長刺IT#･材｡炎心I形状を利mL月別を.n起.先制紬火m.

3.4 EIt陀 ヒ半臥 F半lfFi欠81.

4.2 P暮oEE 縦良剤JT#t仇 風化激しく.陳が雌滅する｡

3.1 M llEE 縦長剥JITが机 長軸に対し..仙雅はJnJ交.

27.7 EIL帽 Jilnitll火に環1桁が腰仔｡胞佃から伺操を巡るよう二次hEl二L

I.8 Ilt嶋 縦Ji剃JT対材｡上-F･部欠tLl｡

3.1 Ilt帽 光祐維田辺のJnl工によりJl部が実る.~F半部は欠fHれ

7.0 lltELEL AI材形状を利川LJJ紬を般弘 光粕恥欠捌｡

4.6 ■t服 縦･蛙胡JT必打.艮仙 こ対し.刃恥 ま政変.先端紬火刑｡

2.9 - 伊上詞鞭.1.1柵蚊AQ7からの朋腕tよ り牌形｡下面倭両軸17･.

2.4 - 先軸沸.下､Ia･柵火nL.

5,4 - 上■持株.下半飾火刑.

14.B 一 純良胡JT#机 上Il咽L下や飾欠肌

7.8 一 腰血加 にあり.光退部火刑.

5_1 - 縦Jl刺JT必打.森村fT両をLE部にIWk{.先端部欠礼1.

5.1 - 縦長胡片対材.叔材rr何部に加工あり.先端細大瓜｡

5_8 D 横J壬刺JlJ-#材.

4.4 1 縦長mJT#仇 ILh棚 I助 ､ら細かな胡瓜が施される.

6_5 - 上LIt潮 ､F､l'･知久81.

13.3 D l叫仙杖からの粗い潮た｡正【馴 T史に此蛸佃からの刺藤｡

12.5 D t溺ri剥片#材｡火HIは髄形岬か.

7.0 F 縦艮剥片#材｡止Lru'■IrA1-に光堀切から制札.

ELl 一 挺Ji胡JTRL相.水村の形状を刺川LJJi軸を放血

9.7 1 先端部欠礼

16.5 D 綾上調範.LIAtl鋲蛸からの調範により旅形.JtJ一軽水346.).7h

6.5 - iii面からのfllいJmL qr耐こ内JLF.

27.6 - 献地胡什必)也 肪面内Tす.兼buE.か.

42_4 - 撞1.別姓.Biiか)､らの加雌により盤形｡先GEt紬欠al｡

3.3 - 17･1地軸からのaJかな調矧 こより縦 形.先軸称火胡L.

4_1 D fRJ.31地と噸lTiiからのfnい刺付【JLtり盤形｡イIJ船上胴,1..1か.

31.2 一 献Ji胡Jil素材｡段上./ifd録から細かな詞暇｡先堀部欠朋｡

4.9 - 三niJJIL L=､l三部火収L

I.9 1 M広BJl''#･帆 顛抑 搾状を利用し､兜が尖るJB状を仲山.

1.7 一 三lNiJJIL 先端部｡

5.3 1 は l:刑艶､溺【伽 ､らのJJl工により飽J‰ fLIl蝕欠礼

TO.6 D 恥l佃V･JttrFU.琳lTiiからの細かな用抜加工により盛形｡

H.I I BSL-n平札 付｡細かな捜 ヒ調胞が施されTJ｡ヒ､ド恥欠礼

I.8 D 先端紬｡

2.1 D 光蛤軸.

6.1 - 内Jr/の縦妓刺片瀬帆 F■持紬欠礼

5.1 D 降任潮JTAI材｡上平部.ド半plけこ附.

12.1 F 繰上桐油,胡瓜からの))llr.Iよ り帆形｡完脳｡

11.6 D JBLIliからの急斜L好むJm工により鴫形.FrrL田-.苛iLE三角形｡

35,1 - 脆化が纏めて激しく鯉が帽滅する.319と塀ftか｡
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rG
土
位

出
屑

物
号

通

番
載

号
掲

番
器種 石材

長 帽 厚 重

(cm) (cm ) (cm) (g)
備考

8 6 9 Ⅵ C6 1iI鎌状FFK･ Hole) 6.I

4I31 Ⅵ J1 lrJ錐状イiWL Hol② 8.6

4963 Ⅵ

1128 Ⅵ

1356 Vl

4321 Ⅵ

601 VI

5124 Ⅵ

H4 1tL錐状イ言WL

B9 bJ什実朝%L

CIO IIl鎌状イ了粁

J3 二次加 1ニ剥片

E7 二次Jm｣_刺J'r

H4 i]J片父朗i#

Ryu(D 6.5

Ryu@ 1I.5

Ryu② 5.5

Ryu① 8.4

Ryu① 6.7

RyLa 4a

I195 Ⅵ DB 石錐 Ryu① 2.5

5047 Ⅵ

3329 V

5033 Ⅵ

3944 Ⅵ

1200 Ⅵ

996 Ⅵ

213 Vl

H2 二次加1二刺JJr

G4 二次加工刺Ji'

E6微細JdJFtのある刺Jト

E4 _:M Ll工刺JT

DB微細剥雅のあるbJJl~

D6微細bJ牡のある剥片

B9 スクレイバー

Hol① 3.6

Hol① 3.4

Ryu(D 5.1

Ryu① 3.9

Hol① 3.8

ob① 乙2

Ryu(D 2.2

4773 Ⅵ E4 スクレイ′1- Hol① 3.5

- F3 スクレイバー Hol① 6.3

4323 Vl

4770 Vl

loot VT

264 Ⅵ

5103 Ⅵ1

793 Ⅵ

3734 Ⅵ

J3 スクレイバー

∈4 スクレイバー

D6 スクレイバー

C8 二次乃日工剥Ji-

F5 スクレイバー

C7 二次JJllr.剥JJI-

13 微細JdJl書のある刺Ji

Hol⑳ 3.6

Hol① 3.3

Ch 3.2

ob(9 2.6

Ryu@ 8.2

Ryu@ 3.D

RyL'@ 6.g

344 諾㍊ 諾 vE+Ⅶ Hn+rC スクL,イJl- Hol① 5.9 4.9 8

345 5035

346 4555

347 4644

348 T3-2

349 4634

350 3499

351 4636

352 4632

353 4635

354 4633

355 5094

356 ･1622

357 2657

358 5085

359 50B4

360 1235

361 928

362 908

363 1362

364 1006

365 909

366 374

367 1263

368Tl◆l◆Ttト12

32.6 - 即 ヒが締めて雅しく段がLIG弧する｡318と接合か.

455 1 捉止剥)TA!材｡打ql7除i:が施される｡岨化が淋しく脚雫弧,

I4.2 F AE-妓洲 'FJAt材.AHかな臥 ヒ訓俄を施す.)月掛 ま瀬相打血
61.7 1 挺LE剥片At帆 JE-部に映りをもつ.

17.5 一 献妓#)'I~#材.如かな綾上朋蝿を施す.上半.下平部欠礼

41.5 1 紅止剥rr如材.JjJnJlは止両.屈耐JJH.を施す.

I9.5 - 6E･良剤片瀬机 必打形状を抑 1ル 光矧 ま尖る.iTJll部嗣鞭あり｡

8.8 F 虻止刺J-I-ポ肌 温熱に快りをもつ.ヒゝIL･紬欠肌 ,

3.3 一 曲 ltl-からのJ)uTにより先弧を作11I｡上､特称欠Rl.

3J - 共析より/I;.AIl扱.感WiiよりJI渦 線に加 Ⅰこ下､F･部欠111.

2J D･E 左側はに触脈状のJdllも 右tull斤f飾例日こ上る判れ.

25.1 - ホ棚板に微細刺触あり.fr両淵難なし.川部al娘あり.

I6.2 D 斬伽胡濫あり.77快転用.Rか｡

2.9 一 群艮剥片#材｡丘tN繰 Lに微細な剥搬痕あり.

0.7 1 左佃l税に如かな_扶加工あり｡F半珊火TLL

2.3 一 石fQl操に 二次JNl工｡下や知久札

B.O - 先船から戚伽脚校にかけ二次JJ日工｡

43.1 - 縦泣胡Ji~嫡材.剥片R雌に 二OJJTIL

58 1 tT･:tHl軸に如かな胡乱 台形排ポ船か｡

12.3 - 鵬広刺)'Tl対材.f'臥 左Olu糠に細かな二次加工あり｡

6.3 1 縦止潮JT必打.捕り■,FyitJaにチ】部を設起｡親指.kの拙軌

2.3 一 点TN級に触射状の利札｡

58.0 E F-妓剥JJr必朋.適材束別にJJ雄を設乱 拙拙.

2.3 一 瞬広剥片鵜材.Ll側杖に細かfJ.t二次加 11

76.2 一 帖広刺Ji如札JI:側払.Ji伽朋 に微細なiJfFtあり.

36.6 一 桁広剥J'T-瀬材.火刑は剥牒岬ではない.

1
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LLJ
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UJI
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UJI

l

l

LJJ
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0
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8
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4
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4
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4

6

0

2

L

2

LL7
3

3

4

2

2

2

2

2

1
.

1'
2

5

2

3

3

1

3

6

一
4

8

9

9

8
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4

4

0

0
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2

7

4
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9
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6

0

3

8
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I
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a
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4
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2
.
4
.
3
.
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2
.
と
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a
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ユ

2
.
6

咽

鵬

岬

鵬

岬

鵬

岬

鵬

嶋

咽

鵬

鵬

鵬

鵬

鵬

㈹

鵬

鵬

鵬

岬

鵬

鵬

鵬

鵬

l
一

ル
ル
抑

鮒

削

抑

欄

抑

舶

鮒

鮒

削

.i

鮒

鮒

鮒

仙

舶

糊

鮒

削

机

抑

棚

ク

ク

ス

ス

配

∽

悶
舶

門

別

関

門

相

関

門

別

馴

印

m

S

∽

∽

8

日

∽

∽

即

.

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

一

Ⅵ

V

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅵ

V

Ⅷ

Ⅷ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

l

369 :..I:: V･Ⅵ Q"1什 剥Ji･

370I-･.･･. Ⅵ HA+a. 石段+胡什

371 3987

372 5126

373 4969

374 4806

375 1は75

376 833

Ⅵ H4 刺Ji'

Ⅵ H4 刺Ji'

Ⅵ H4 石は

Ⅵ H3 剥片

Ⅵ H3 石接

Ⅵ D6 刺Ji■

377 T7-1 1g抜

378 1470 Ⅵ B 8 1lJ模

379 2219 V L4 刺Jr

380 2448 Ⅵ 11 刺J｢

I

LLJ

l
l

l

l

l

l

l

l

l

I

朋

馴

6
･
5

3
･
8

2
･
4

3
･
-

朋

3-
･
8

…

刷

6
･
｡

仰

｢J

0

0

q)
Lr)
R
l
2

7

8

5

7

0

-

2

0

0

1

O

N

1.
4

2

0

2

7

7･
-
1

0

6

3

.
-

7

3

4

3

3

3

ク
】
1
.
4

1

2

4

LL'
一｢
2

tE)

6

･
4

0

-
.
---

2

2

0

｣

tE>
0

-
.

m

5

3

4

LE)
3

LL)
Lr)
LL)
▲｢
3

9

咽

諾

鵬

鵬

鵬

岬

嶋

岬

諾

鵬

内相のki;i広刺JTを必打｡如け,4ミ姓にjl部｡風化激しい.

捉先.制J'T'兼材.素材末端に刃粗を般'定.椎孔

小縦長剃Jj~.接合資料B｡

lこrn'飾PIiによる火机 下■柑 ;欠姐,接合鞍料8.

縦泣IFWT-.下半解飾矧 こよる欠批 横合較料8.

捉妓淵JT.打面.qH概なし｡F'持軸欠礼 接合資料8.

4:定方向から幅広剰Ji剥艦.接合鞍料8.

肺広潮)T｡接合黙料8.

～.1広刺J㌔uji部絹地あり.縫合出料8.

稲広iNJT.接合群料8D

kl広刺)llJ｡梯合野料9.

肺広潮rI-.FIL･紡火山.場合軒掛9｡

鮮止刺付｡下や甑欠礼 嘩介幣料9.

縦止刺JIL'.iE耐JTは称旦L撰介資料9｡

鵬瓜 PIJil.接命打料9.

′ト択捉剥片.傾合百科10｡

/トRt蛙剥Ji-｡横合現料10.

～-,i広潮片.旗合資料10｡

tELrlfドにFLl段状の疎lll細く妓Ii:.接合Pf料10.

rj広剥片.接合iY料10.

幅広剥Ji.lTI両 件札 接合打付目).

揃広潮rr-.両部朋慨あり.接合軒柑10.

肺広剥JT.接合だ料 10.

不定JJl.■.】から鮮艮あか ､は桁広剥JlL剥雌.iJri部.洞慨あり.

frdff調範､p7i部謂鴨なし.幅広の刺)1を迎もiLて接収.

醗止淵JhJT側而J:り刺片剃耶 垂.縦11判JiL採収

鵬広胡ノ'Tl.接合於粁 11.

校滋刺)T.接合幣制11

坪妓潮JT.JlilrLIFにIlleF状の顔L附 く戯作｡接合幣料11.

捉妓胡J']'.打iCf朋燈なし.好i部朋堤あり.横合賢科12｡

上下r-l･i権から縦艮剥片bJ取 成部調冊あり.旗合fi科12｡

鵬広剥片.接合幹料13｡

不定方r.-･Jから桁広刺JJI剥艦.打I柿板三秒を拠り返す｡填合弊料 13｡

Jf=走力r.I,]から肺広剥J†刺胞 rrl揃枢秒を練り返す.

鮮浸潮rrl.rJJ火恥の'Al九は脚光的｡

稲広剥片｡Jl三両はFtI稚状の僕iriiが頒存｡
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掲載 遺物

番号 番号
厚

加ヽノ

b)田

E

▲川川T

C■qtr

長

仙
材石種器rG

土
位

出
層

備考

381 1219

382:;I.I::

383 4733

384 4731

385｡7ZA+47N

386 3929

387 4732

38B 4890

389 3930

390 4729

391 3928

392 4888

393 4929

394 3087

395 307I

396 4231

397 231I

398 4380

399 4389

400 3737

401 3090

402 3783

403 3710

104 3080

405 4336

406 4285

･107 4275

40B 4I88

40EI Bll】伯.T･
410 4936

411 4363

412 恥 暮･◆BAd4

413 1Iq･TIllI
414 4331

415 3411

416 3941

417 4464

418 5011

419 4122

420 4557

421 3619

422 949

423 981

JI24 951

425 4445

426 4788

427 4463

428 361I

429 4181

430 2554

431 5099

432 4789

433 4174

434 2539

435 4453

436 5097

437 44g2

138 4872

439 4920

440 3472

441 5101

442 3954

443 T■1)･TLll

加

州

印

円

円

日

印

円

日

印

臼

馴

印

雌

舶

伯

は

M

M

は

伯

ほ

ほ

化

q

ほ

朋

門

日

印

=-

別

は

q

ほ

糾

問

G

Jl

引

払

m

Z

m

閉

門

G

門

門

関

門

関

門

耶

閉

門

耶

即

門

別

門

門

拙

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

耶

Ⅵ

Ⅵ
耶

Ⅵ
耶

Ⅵ
Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

,

Ⅵ

Ⅵ

Ⅴ
Ⅵ
Ⅵ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅵ
Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅵ
Ⅵ

Ⅵ
Ⅵ
Ⅵ
Ⅵ
Ⅵ
Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ
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Ⅵ
Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ
Ⅳ
Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅵ
Ⅵ

Ⅵ
Ⅵ
Ⅳ
Ⅵ
Ⅵ
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潮
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什
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什
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鵬

鵬

嶋

鵬
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鵬
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霊
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鵬

鵬

嶋

鵬

鵬
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鵬
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鵬
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39.3 1 不正JJlti)から仙拡 刺JT胡乱 雌油剤池あり｡

35.4 一 正而円鎌状の稚内鯉イIi:.打耐羽生なし｡'JnれはPi発的.

23.0 D 縦良剤片｡fTLT11朋塩.u7i抑朋盤なし｡接合黙料 14.

25.4 D 幅広刺JT.frlAl'調艶､U7i却胡盤なし｡)妾合較料 14.

1g.8 D 縦Ji剥片｡接合取掛14｡lPl什東端の判れFj:伽発的な測れ｡

25.6 D 縦長剥片.frrll1-調施.疏榔凋盤なし｡横合松村14｡

3.1 D 輔広剥け.frFlfi調髄なし.i17i飾.調恨なし｡接合か柑15｡

28.3 D 打而嗣巾なし｡LE斬IJに様iB頻れ己.按分軒料 )5.

8.3 D 肺広潮Il-｡接合分科15｡

lO.1 D 蛸広朔片｡怯公許科15｡

92.9 D 正面不施JJ-向からの刺牡.滋両は食面H併状の葎軌

10.0 - 株蛙刺)i-.打ib-al旅なし.

7,0 D 仙広潮JT.

5.5 - 髄面n俳状のef!軌

ll.1 - kl瓜 剛 T.fr耐訓膿なし｡

17.7 一 帖広潮JIpLl.打Ih-胡軒なし.

6,5 F MA一朝JT.LJ'叫暮刺こ湖面からの二次加r.｡

21.1 F 一組こ胡片.

42.7 一 山広胡什.雌細別抱あり.

5.1 - 舶広胡Ji'-.

14.3 - 悠rflifq伊状のぽIrq-,

3.7 F A話は剃JT｡

3.8 - 幅広剥片O頑紬胡盤あり.

43.2 - 円鎌状の俸析鯉Fi:.rrLrI7位移あり.疏鮒間鴨あり.

44.6 - 縦-Ji朔JT｡右TN矧 こJE面ulからの剃札)

29.6 F 仰広剥片.tEILiiFにFlf樺状の様lfii理Tf1.

74,4 D 仰広剥片.fr面調髄なし.

40.1 一 献l･1<blJT.右榊さ刺こ微細なddJl書あり.

30,9 D 縦Jl胡JT.打l転調解なし.211の場合は湖鰍 止 る.

70.0 - 縦Jl刺Jr.JWr-未婚にlll鎌状の凍両地〟.

2974 - 円鵜.不在hn'･lからの帖広剥片ill狂.打面調8_なし｡

8.7 1 縦Jl剃汁.中央部横合は伽魔的な'hJれによる｡

30.3 F 欄Ji胡JT.

8_5 - ktLL'ilJT.打[76加佐なし.

5.8 - 抑止jlJT.

60_7 1 轍Ji胡片#材｡鹿部F'･liLZに二次加1㌔良化激しく倭 がJtB軌

15.0 - 桐山刺片胡l■.frL何訓胞なし｡PJ7imLlq盤あり.

99_2 1 切Ji剥片kL材｡#材ノミ崩iに二次JJIT.息lL:激しく樺が腐娘｡

64.9 - 縦艮耕片#帆 左棚封こ二次加L 風化激しく綾が仰淡.

197.5 一 切T<の刺片.良化赦し(機がlrA泌_

13.5 - 正面中央棟に摩滅,火打ち石の可能性を戯す.後世の辻物か.

7D39 - r71乱rr曲JLJ鹿.弧部JZl膜なし.接合fF料16.

57.0 - 稲広潮JT.接介ft科16｡

85.4 - 佃広潮Ji~.接合ft科16.

20.4 G 陳上別解と榊伽 ､らの封書により照軌 J摘 炊 tll.

5.1 G 袈面からの)Jll二により縦形.イl'雑犬糾晶か.

2_1 G /L;.dtJkに細かな二次hIll二が入る｡l-.紬火花1.

1,6 G MLi:,H汁｡Tr両山地.yl'1'飾.此鮭なし｡

1.2 G 舶広胡TT.打曲調取 材榔 朋慨なし｡

LO G M広胡JT.打両aLl催,仰i軌 的雌なし｡

4.1 G 不定方向から小剥片制札

2.5 G 溺TnからのJJ11ニIu り他形｡tfifrii療Trii放/T:.上鰍 下細欠礼

3.2 G JQ:みのある伯広剥片,

2.6 G 佃広剥片.

2.7 G 蛸JL:刺片.frl桁別殿､Llgi佃mI盤なし ｡

2.6 G 帽み のある蛸広剥片｡fM i刑嘘なし､痢価胡愚なし.

I.6 G 桐広軌片.上平臥 ド半袖欠批

3.4 G 佃広胡JT.fT両刑髄なし｡弧瓢朋盤なし｡

4.1 G ･1=右方向から小#JJIL一利払

2.0 G 輔広剃J;T｡fT面加悦なし｡敢脚偶 耶なし｡

2.7 G I甘みをbつ怖広剥片.打rLl7訓範なし.所紬調味なし｡

46,7 - 剥片4'r面に俳繭が頻1fi:｡JIW]hAにfFlい二次JMr..
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別

G

日

日

G

a

G

∽

r.O

郎

フロック
掲載 遺物 出土
番号 番号 層位

444TIO17 1

445623+624

446 4996

447 -

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

脚

4--7

1--6

5115

…

棚｡

3--5

m

は

5｡8

5

Ⅵ

Ⅵ

l

Ⅵ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅴ

Ⅵ
Ⅵ

Ⅵ

一

l

一

l

I

l

l

一

一

一

一

一

l

I

l

備考

稚状離｡上･下両端に明蚊な蔽打痕が放る｡

棒状乱 下騰からの打撃により欠規か｡

円襟｡上端･下端に蔽打痕.

俸状錘.下線に明味な鞍打破が誹 る.

棒状杜.下掛 こ拡打痕｡

円背.下端に蝦打破｡

有平な駄 上輪･下地に枢7TdE｡

円横｡下半周iZZに抵打痕が放る｡

播状艶,下矧 こAE打痕｡

下書状謙.上姫.下細に蝦打札

円背｡正面中央に平坦な市が班る.磨石か｡

円緒｡全周を巡るように細かな蔽打痕が放る｡

円貨｡下桶に蝦打痛が班る.

健状蝕｡上婚･下端に鞍打｡下地ひび割れ.

亜角弘,全周､共有にJf打払

第 8表 Ⅲ期接合資料剥離工程表

接合番号 遺物番号
長 幅 厚 重
(cm)(cm)(cm)(g) 剥離の順序

平埋打面より柑広制片(354)剃私 -354と同-の打iiiより小縦長剥片

齢 染料8 ;;三:三三;+349'350'35.'352' 5･3 6･4 46 .877k3諾 占Brkjfi諾 宗吾((,3.5,2))諾 監 二諾 諾 ((,35530))諾 監 諾

(348)Fj:353利府時の衝やにより.節理に沿って割れたものか.351Fl攻操｡

平肌打而より縦妓刺片(357ほ ilJ臥 -鮎 刺片(358)を則肌 -捉滋刺片

練合- 355･356･357･35- 59 3･9 410 21･ 25日 …≡認 諾監 …≡…･r-3等諾 漂 MT.詣 kFrpTiJlgA豊 富 浩 ､諾 莞冨F.i'
357･358の刺雌は食てIL･1じ■ドFIl.打IrLTからの刺脈による｡剥片1qJ=の横合｡

平埋打面より柑広剥片(36l.362)を剥性.361.362は剃艦時の同時3](れ｡

報告脚 .0 ;:::≡:;+362'363'364'365' 5･0 5･9 .･8 69･3 品芸去16326!?諾濫 造 慧 琵fTEilDDq笠 諾 呈諾 諾禁 67認 諾 Z;

剃片を剥世｡刺月割ま一定して不定形方向からによるI363は放煉｡

捗台東料11 371+372+373
Tl111fl打面より蛸広bJ片(373)を刺恥｡-I'q-の中也friGiより棚広刺JH372)

4.5 4B 11 38.5 を･i]J乱 刺Prl峠に372113_地面はil]I呪l件の的矧 こよる火山｡鵬広h]片371は火
叔lにより下-lEr拙のみ.火11川Tの縦JiillT採収は372･373とrul1-の打面か.

睡含貸料12 374+375
平岨tr面はり全JI.Jを巡るように縦-JliI片月収.頗横形娘はrq性状.-V･Ji1

5.1 1.9 2.1 214 打面を180d阿転し打面を転移し.新たな,rutLfr面より縦-11月片(371)を胡
雌.-37･lとr17]-のfl面から擬蛙ilJ片(375JをhJ札

附 榊 .3 376･377 6･2 5･7 4･- 45̂ 許諾翳 憲 宏憶 認 諾許 諾.il3,7品),詔 だ;還豊 実,霊 諾還.NL

持合溌料14 383+384+385+386
平J乱打Jdiより縦止水J片(386)をbJ触｡一別打両より縦止ilJJl(38LI)をhJ触-

9.0 3.9 4,0 93.0 刺JT(385)をi]J札 385は刺JT剃I一帖にIr珊火111れ -･縦比剥片(383)をill
肌 383､381.385のil什採Lb峠のfr両は)l.1軌

平皿打LRiより､舶広の剥JlL(3901を剥伴｡-･frb'を90-rF】1位させ､新たな平

振合- .5 387+388･389･39O 4･2 5･2 4 49･8 岩窟豊 uHntJ(i憲 聖霊.誤 認 '岩;,(f富農 豊 認 讐 諾 完丁
の任命ILrjに陥"rJあり,lLl1111H=もう1枚刺H.刺～が行われたか.

接合it料16 422+423+424
n捷kt仙 こ人手なb]雌を)n]えrmiiを作目.一郎広b])千(一I24)を刺雌｡-･42JI

8.9 10.3 7.1 8.16.3により作山された剥戯曲を打術とし､柿広剥片(LI23)を剥l軌 bJ片L123は凪細
の剥陣｡｣122は埋換.
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第 7節 後期旧石器時代 Ⅳ期

細石刃､細石刃核等の細石刃石器群を後期旧石

器時代Ⅳ期とした｡細石刃､細石刃核､細石刃核

に伴う調整剥片､細石刃核と接合が確認された剥

片をここでは､細石刃石器群として取 り扱うこと

とする｡

細石刃､細石刃核はⅣ層-Ⅵ層で出土 したが､

同一層からは早期に比定される縄文土器や､前節

に触れたナイフ形石器等が出土 し､単層での出土

は認められなかった｡また､細石刃石器群は､接

合資料が存在するものの､平面分布では､一定箇

所に集中するような遣物の出土は確認できない｡

細石刃石器群は桑ノ木津留産黒曜石製と流紋岩製の

ものが主体となり､わずかにチャート製やホルンフェ

ルス製のものが確認される｡以下に詳細を述べる｡

細石刃 (第57図)

細石刃は68点出土した｡使用される石材は黒曜石､

流紋岩､チャー ト等であり､流紋岩製の細石刃が

全体の半数を占める.細石刃の中にはチャー トや

珪質頁岩のように同一石材の細石刃核が確認され

ない石材が用いられるものも存在する｡

細石刃は東部を残すものと､頭部 ･下部切断に

よる中央部が大半で､完形や下郡のみが残る資料

は僅かである｡黒曜石製の細石刃には頭部調整が

確認される資料も存在 し､後述する黒曜石製細石

刃核の最大長より大きな個を示す傾向にある｡こ

のことは､細石刃核の初期段階での細石刃剥離を

想定させ､避跡内に残された細石刃核は丑度かの

細石刃採取が行われた後､遺跡内に残されたもの

と考えられる｡

第55園は､石材ごとの細石刃の打面長 ･打画幅

の比較を示したものである｡第55図が示すように

黒曜石製の細石刃核は流紋岩製の細石刃核に比べ､

打面形状が小さく､打画幅が著しく狭くなっている｡

逆に流紋岩製の細石刃は打面厚がほぼ固定され､

打面厚が増すほどに打面帽が緩やかに増加している｡

このことは流紋岩製の細石刃を剥離する過程にお

いて､安定的な規格を要す細石刃の獲得が行われ

たことを示している｡

0.8000.7000.600監 0,500幅 0400 【コ 00

lコ
A

白

□ 甘 口

Cn A

ー 0.3000.200 . I, 諾 芸芸

0.1000.0000.0 △チャート00 0.050 0.100 0.150 0.200 0 ,250 0 .3

第55図 細石刃打面幅 ･厚相関図

細石刃核 (第58図-第61図)

細石刃核は黒曜石製のものと､白色に風化する

流紋岩①類製のものに大半が分かれる｡

黒曜石を素材とするものは､そのほとんどが桑

ノ木津留 ･上青木系黒曜石と推定され､黒曜石③煩､

黒曜石⑤頬が僅かに用いられる｡

黒曜石(∋類を石材とした細石刃核は､全体的に

2-3cm大で､側面や背面に横面を残す資料が多

く確認される｡これは､現在桑ノ木津留産黒曜石

原産地露頭で採取できる3cn1-4cm大の桑ノ木津

留産黒曜石の原石ヲ闘犬､横面の特徴と類似している｡

これらの細石刃核は､細石刃j核の特徴から以下の

ように大きく分類される｡

(∋背面､あるいは側面が横面で役われ､打面調

整が行われるもの (510･511･512･518)

②背面､あるいは側面が疎面で覆われ､平坦打面､

磯打面となるもの (515･516･523･533)

③横面が存在しないもの (524)

(∋-(勤の細石刃核は細石刃が採取されるまでの

過程でみとめられる調整の差異によるものであるが､

そのほとんどが横面を有するように､小円硬がそ

のまま素材として用いられることで共通している｡

数量では①が最も多 く､打面転移が行われる資料

は僅かにしか確認されていない｡
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第56図 後期旧石器時代Ⅳ期石器分布図
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536-545､550-557､563-568は流紋岩製の

細r石刃核であるO接合資料17は､536の左側両に細

石刃剥離の痕跡が確認されるO接合する剥片は全

て平坦打両で､この打面は接合時の細石刃核の打

面と共通する.これら剥片は.柏円形状に巡り横

合する｡

537-539は細石刃剥離の痕跡は残らず石核整形

のみとも考えられるが､536は細石刃剥離後に剥離

されたものである｡剥離された後の残核は､楕円

形の平坦打両をもつ円錐形となり､調査区外に搬

出されたと想定される｡

接合資料18は石核整形による剥片と石核の接合

資本トである0545は細石刃剥離前の右横整形による

調整剥片で543､544は細石刃剥離後の下面から剥

離されたものであるO残核はやや幅広の円錐状を

呈し､底面は傾斜をもつ平坦而となっている｡

接合瀦料19は打面を作出する546と打面再生剥片､

残核との接合資料である0546を剥離し､平坦fr面

作出後､正面､右側面で細石刃剥離が行われている.

細石刃剥離後､打面河生を行い､細石刃あるいは

剥片を剥離したと考えられるO接合資本ト19が示す

細l石刃剰社の工程をみると打両作出(546)-細石刃

剥離(547)一打而再生(547)-残核(548)となる｡

打面を作出した546と､細石刃剥離のJLTi跡を残す

547との幅2C山は､この開胸で細石刃が剥推された

ことを示す｡

550-562は打面に平坦_両を用い､側面調整の後に

細石刃剥離が行われる｡552はfT面調整が行われ､

その後細石刃剥離が行われた唯一の資料である｡

556は背面に細石刃剥離のJLi跡が残る.背両側の細

石刃を剥離した後に､打面再生により平坦な打面を

作出し､正面から新たに細石刃剥離が行われている0

566は剥片を紫材とした細石刃核であるO右側面

に主姿剥離面を有する剥片を紫材とした細石刃核で､

剥片作出後､細石刃核打両に同両方向から打而調

整を実施している0567､568も同様に剥片に郷1石

刃剥離の般跡が根る資料だが.細石刃剥維後の剥

離により現形状となっているため.細石刃剥離前

の形態は不明であるO

【小結】

細石刃石器群は流紋岩魁の細ほi刃が調査区北東

側に雛中する傾向がみられるものの､プロノクを

Tln出することはできなかったC,そのため,石器群

についての検討は出土した個体別の資料へと託さ

れ､層位による時期差を見出すことはできないo

fr圭昭石(王)規を用いた細石刃核は､従来 ｢野岳型｣

とよばれる範噂と考えることができる｡しかし､

本文で触れたようにその形態差は細石刃核の素材

となる原石形状により変化している.そのため､

細石刃剥離の工程はJj;rt石の形状に制約され､残核

形態は襟の究材形状により大きく左右されている｡

fr圭昭石製の細石刃核は､出土した細石刃に比べ､

法並が小さく､細石刃剥離が行えないまで剥離さ

れた残核といえるO出土した-IFrl暇石製細石刃が遺

跡内で使用されたものと考えるならば､避跡内外

で石核調光-細石刃作出といった=程が幾度も行

われ.細石刃よりも法益が′トさな細石刃核として

避跡内に残されたと想定される｡ili暇石製ではな

いが,上述した工程を示すのが打面作出,細石刃

剥離一打而再生-剥片 細石刃剥離といった工程

の痕跡を残すのが接合資本日9であるo接合資料1

9の正面に残された3条の細石刃fT而幅の平均と､

第55鼠で示された流紋岩製細石刃の打面幅 犀

の近似他線値から､採収された細石刃数を考える

と､およそ16枚の細石刃が追跡内で採取された

と想rfEされるo

Lかし､避跡内より採取されたであろう同一母

岩と巴われる細石刃は見られない.こうした資料

の出土が確認されたことは,遊跡内で細石刃剥離

が行われたことを示すとともに､追跡外へ細石刃

が澱出されたことを示している｡

また､流紋岩製の細石刃核はほぼ全てが平坦な

打面を持つ船町型細石刃核の特徴を持つ｡LP,昭石

動の細石刃核に比べ､法i;iは明らかに大きい｡出

｣_した資料の中には細石刀剥離の航跡を保持しな

いものの､その形態や石核穀形の様相から細石刃

を採取する前のブランクと考えられるものも確認

されている｡



第 9表 Ⅳ期石器観察表
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486

487

488

489

Ago
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Ⅵ
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Ⅵ
Ⅵ
Ⅵ
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Ⅵ
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Ⅵ
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Ⅵ
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Ⅶ
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細
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鵬

鵬
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細

細

桐

畑
鵬

細

桐

畑

桐

畑

咽

細

網
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棚

桐
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鵬

細
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鳩目

刀

刃

刀

刃

刀

刃

-･t

刀

刃

刃

刀

刃
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刀

刀

刃

刀

刃
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刃
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刀

刃

刃
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√
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√

石

石

石

.{

右

ポ

右

石

.iS

TG

√
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細
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∽
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0.1 - 上柵･下部欠帆】ノ正帆紐に微細刺I■航.

0.2 - - 上林･F軸欠礼

0.1 - 1二瓢･下部欠礼

0.8 0.176 0.370 fTdial旅なし.iiJl'称調冊Jすり.完舷.

0.2 0.2 0.238 0.570 下飾火JIL.打ird.娼妓なし.副軸渦鴨祈り.

0.3 0.6 - 上知･ド紬欠札

0.9 02 03 0.206 0.662 下柵火tH.打耐朋燈なしJJlml減光イ(り.

0.6 02 0.2 0.127 0.206 fr而JI催なし｡軸部朋兜イTDo完形.
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誓警 誓望 畠孟 Gr 器種 石材 (ce,(2喜,(C% (!, 観察所見

510 311 Ⅵ D6 細TrメJ梯

511 223 Ⅵ Bg 細JT)]梯

512 486 Ⅵ Bl0 細石JJ梯

5I3 3657 Ⅵ F4 細TTJ]蚊

514 3016 Ⅵ H4 加rlJJ&-

515 20 Ⅵ Cg 細TT刀楳

516 4330 Ⅵ J2 細イTJ]横

517 2215 Ⅳ ]4 如J_TJ]梯

518 6489 Ⅵ G8 細石J)楼

519 42 Ⅵ C8

520 2231 V I2

521 421gh VT H3

522 4950 VT H4

523 983 Ⅵ D6

楼

梯

牌

横

掻

刀

刃

刀

刀

刃

石

√

石

.iS

LS

細

軸

組

如

拙

524 4563 Ⅵ G3 細石)]撲

525 - C10 細rlJ]横

526 8107 V Eg 細石刃機

527 2222 V l3 細ZIJ]梯

528 4795 Ⅵ G5 細石刃横

529 6081 V FB jhJJill

530 4255 Ⅵ H4 細イTj)班

531 6289 V G7 細石J臓

532 3056 V H3 細√Jj梯

533 dJu･B.IJ Ⅵ H6■H7 細石1]楼

534 6240 V H7 細石刃棲

535 b _ 細石J)梯

梯〟〟細2GⅥ69lソー
635

<

･<

q

JL
=
i
=

F%

h㌦

hp

過
丁
山都

3
3

8

tO

4

H
H

H

C

G

Ⅵ

Ⅵ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅴ

咽

咽

咽

鵬
咽

咽

咽

咽

相

場

咽

咽

相

場

咽

咽

咽

咽
相

場

咽
咽

咽

咽

鵬

細
網

鵬

霊

場

鵬

鵬

鵬

器

I.1 0.8 08 08
JJ=.fZiiで如Jl'Jl月経後,打qiiにiT:面AIlから1条,縦止別)Jl'を媒Lk.frrtt]-
七三序か｡jlJ伽LrL一面は床机

2.0 1.5 0.9 2.5 打L打i調鴨なし.作男l臥 打1117を除き食て鎌l私印形状はIfJ横｡

･14 ･･4 .･3 2･4 課 'IL:mq;諾 odfT.;詰まDBfJ;I,T.'ftE-1誘 諾.[,最 iT伽 とんどが削

I.7 L5 1.0 2.0
trmi31照あり.lt三L病の細･bd刃剥雌ITTlに頚面よりJl'AQITZiiAQlからのigl紬

洞椴が介LlEする｡止面 F半は細石刃剥片後AitulJditdからのJJLIi

1.7 1.1 0.7 1.1 打rlli調和あり｡心内'食てeMii｡

2･･ Ilo .･2 2･6 望㌍ 雷慧詣鮎 謂 慧 ::て紙 価 珊 加 伽 ､らの加 工に

I.7 1.2 1.1 2.6
打両便両｡TF_耐 こ細石刃刺Ftの事Li跡はないが.如+;刃剃ltプランJ/と
.rlHわれる｡

JJX石形態櫛状の描平和｡&仙[1iOdより打Ibi詞鴨が推されるが､｣】三lhjの
2.1 1.5 0.7 2.3 細応})吋のrrL折は平IiL難diにFj:lEdiF'とは対局の曲から細石JJ剥瓜

か.

1.7 1.5 1,5 3.9fT耐劫髄あり.細石刃刺雌の瓜帆 まなく細石刃刺I一プランJ/と.lit.われる

I.5 11 0.6 l.3 JJ;拓 形場内乱 打L斤iは#.併lTii価から作糾された平Jlt両｡

14 日 13 1.7

15 L5 1,I

1.2 1.0 0.5 0.6

I.2 1.2 1.0 1.4

14 0.9 07 18

I.6 1.9 0.7 2.7

I.9 0.9 1.0 1.3

I.0 1.7 1.2 2.0

1.4 1.6 1J 2.0

打rllj詞稲あり｡fT佃.右TPILl11にAILJ;JJ胡l牡iこよる臨状PJ伴租 まrTr(]i
艇移I止 るものか.

Jli面tdからの加 LによるTP.岨打Eii.強面は印面がほとんどを11了める.

Trl佃はⅦdj叫より.iErbTJFIll,=こ)JII:L

rrl栢I洞雅あり｡矧 刷士魂I肝でなく､確がJije拭した痕跡を■止す.康形状
によるものか.

TTl佃J=Tに偶力､に止rbJITEPlからのrrlrJl'lq暇がみられるが.株Ldiそのものを

打llliとする.JElfl).右側L点1を除きノたて伐LLll.I軌EIT)fl嘘はLlET灼eL

皆が用地するJiTt石を川いJI_=.dii､滋面LJJlEが廃される｡ir面は樺が

rrd潤 畦あり.JEl広を除き全て群【J丘で礎われる.細石Jl刺LqiE絶､打Llli
はIm以下披/(:するのみで.細117]剃KのLLE終殴酢と.Lnわれる｡

｣1三両J-rFに3灸のta状胡I一般が舛る｡tI:.両側からの剥鰍 こよりtIとの

彪憶が分からなくなっている,

JJ;(右胸T劇まPJ鎌｡打両を除ムするかのように.7EitU伽か ら2灸の碓状

耕書が蝕施される.fri桁転移あり｡

不定形力向からの刺雌が施される｡細石刃刺l妊ブランク.あるいは細

JT刃jlT書にF封述しない右横のF可能作がある｡

･15 2･0 0･B ･16 悪霊認 諾£謂 禁 識 語 F,5p,tir.雪諾 笠岩<*il票 kLTbA.u朋

I.0 0.8 0.5 0.3 31M=})撰 ド半紬.

3･3 ･･3 .L5 0･7 f:I.rin謂 認 諾 HTL監 豊 hL5'.畑 榊 舶 後の山 ･醐

1.7 1.3 1.4 2.8 打LtIj洞畦あり｡lI三胤 frl桁､ドl荷を除き全て陳l机

成田S刑稲あり｡止血側からの剥貯により打rl州ま平且し細JTJJ剃#乱
2.1 1.4 l.8 7.8 舵ITdを尖らせるようにl■r柵仙ir.'jJllr･]から刺相｡欠許は 止佃の細JJJJ｣胡

瓜後.

22 し3 0,7 29 yJll部細粒あり｡631とr'･1-伸治か.

･･9 -･5 .･･ 3･色 濃 琵芸濃fJGT.P.違禁 ㌫諾 悪賢 三吉訂 ■側 脚 ありOb①と

3-I I.4 23 7.9 縦長剥Ji.灯心調脆なし.蟻合斗料L7.

2.4 2.7 0.7 2.3 幅広前川 ｡横合敦料17｡

2.8 2.8 1.4 10.7 幅肱剥Ji｡朗柵朋範イTり.棲令斑料I7.

1.8 2.9 0.9 5.0 仰広剃JlL｡撞倉敷料 L7.

4.2 1.3 5.9 3.0 縦良剤JTl.打rBi別府なし.

2.2 1.7 0.6 1.9 仰広剥け.場合腎科 18.

23 3.3 28 20.1 打r76.W整なし.細石)｣剥離により奴梯形怨は船底状｡接合較料18,

I.6 2.0 0.5 l.4 帖は剃Ji'.横合軒科18｡

22 1.7 5.2 一 触拡 刺JT｡喋合賢科18｡

30 2.6 08 65 蛸は刺Ji｡横合放掛18｡
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エ里那･一G
土
位

出

屑
物

号
道

春
載

号
掲

番 石材 (ci;m,(co喜,漂)(!, 観- 見

片

什

検

潮

胡

T=

6

6

6

D

D

D

Ⅵ

Ⅵ

Ⅵ

一u-
1

ー

DV

9

P'

9

9

9

月Y
｢-

8

3 2.1 0.9 2.9

0 15 0.6 1.8

5 1.5 1.0 2.7

549 2-12･2m V+帆 ll+Jl 細石JJ挨 RyL■② 2.9 1.5 日 64

550 4684 VI F4

55t

552 2495 Ⅵ F5

553 丁9-26 -

554 T9-27 -

555 T11-14 -

556 3169 Ⅵ G3

細仔j]抜

細石J]接

細石}-)接

紬Ji-}】扱

細石刃接

柵JllJ]払

細石刃接

551 4904 Ⅵ F4 細石刃按

559 313 Ⅵ D6 細石刃接

560 2889 V

561 4403 Ⅵ

562

563 2858 V

564 3493 Ⅵ

565 4380 Ⅵ

566 2455 V

567 2483 VI

568 3495 Ⅵ

別

帽

.

即

3

0

4

H

G

蚊

按

排

接

擁

接

接

隣

接

刀

刃

刀

刃

刀

刃

刀

刃

刃

不

L=

石

石

石

石

石

石

前

納

細

細

細

軸

組

細

細

如

RyLl① 2.3 2.8 2.5 15.3

RyL伯) 22 1.4 3.7 15.7

RyL招) 2.1 2.0 2.7 10.7

RyLrO 2.3 2.2 3.2 17.7

RyLl① 3.4 3.3 4.8 59.0

Ryu① 3.3 2.7 2.I 12.5

frl刷1三L11刺JJI.接合髭料19.

fT両iTfJJi剥JT.ji榊両に細jlJ]剥舵の船飾が放る｡は合Ef料19.

雄横形嘘軒托帆 槙合軒科 L9.

iF.両Auからのmい加工により打耐 ま､IIJfL細石刃刺雌により杖横形他
はl⊥】稚状となる.下半田;の欠壮lは､右側面で御前刃刺雌鴫か.

iEl巾Oluからのfl-lrll仲山によりfnmまLl′叫 痢抑測地が介/Iげ ろ｡班接

は机収状を出し下耐 ま様稲が棟/I:する｡

凍両側からの刺雌によりr･JA打l桁を作州.Ll:曲･右AN面目こ別称調鵬が

伐る｡魂掛 ま松波批

iT:繭1叫からの刺雌により1/,lflfT耐を仲川｡Ill】)1向からfr而al雌をrT
ラ.全l'.1を巡るように細石刃を胡l■し放撰形憶は円雌状｡

正Lnl仙からの刺rにより平叫fT両を作rn_獅柵胡腰あり.形!掛湖Ei托

状をノ示し､細石刃刺鯨ブランクか.

fr両舶職なし.*踊勺5■の鮮蛙耕片をbJ弘 伽酬 こは叫謂15瀬鴨が介
Ixする.如JT/J潮Alブランクか｡

Zr17側l軸 ､らの加工にJ:り､fttrLTT痢作批 正rTl盲の如石刃胡舵痕を在BllJ
diiからの細石月胡雌が切る｡J7Li部刑旅あり.

Ryt畑 2r3 ･9 2･5 .2･5 富諾豊 窯,L.･悪 霊 霊 監 朋 恥 らの剃Ptにより打抑 'E

RyL侶) 25 l.g L6 7.4

Hol(D 3.0 2.4 1.6 1a.8

腰両hlJから平坦打面針l三日.全州を巡るように如4-JJ胡敗が1iわれ
ら.班は膨鳩は円紐状｡

iTF.ETJ叫からの加 rlによりL仰 Ifr耐fllLIl.蛸弥胡軽あり｡細J6-刃刺J礁ブ

ランクか｡

Hol① 3.B 2.5 3_2 24_7 Ll畑両より1TT･Itlfri桁作目.ylll部加略す汎 如ポ刃刺FKブランクか｡

Hol⑳ 15 13 2.3 4.3 打何別殿なし.風化が激しく棟が雌滅する.抑TlJJ刺肝ブランクか.

RyuQ) 3･4 2･2 2･4 32･4 雷RF,lAlf,7認 諾 L.1認 認諾漂究認 諾望芸詣 ぎー'-;T-3諾 ご'

ch 20 2.0 2.9 13.9 右脚両から平叫rTr稲を作Hl.打耐朋磯が介/I:する.枕接Jr:欄 はr11錐状

鵬

鵬

鵬

鵬

鵬

岬

2

q
V

■｢

=山｢

._

hL

2.0 1.3 4.7

2.0 5.9

刺JJl'#t材.左側TTiiからの潮KにJ:りfTi桁作目｡ノ己伽]耐 こ洩る細石刃

胡脈打iにLrt交するようにTE耐 こ雌紡刺胞が施される｡

iEi何に細石刃剥肝癌が成る.打IT6転移を拙り返し現状の放映形億と

なる｡此珊洞憤あり｡

3,4 B,6 fT両山地なし.細石刃fPl従ブランクか｡

2.4 1.0 2.3 5.4

2.9 1.2 2.6 7.9

171片#1材.右tN痢81より朗和訓雅が施される｡Ll三ln形憶は砲肘枕｡鹿
部周畔有り.

剥片鵜材.左より平岨rrtW仲山｡細LT}｣刺服役､右OllLljFカrlr･)からの

JJ日工LLtりもとの形状が分からなくなっている.

3.5 1.1 2.2 6.5 捌 T#t打.左側rhjより平nirrdif剛 I.痢離調椴なし.

第10表 Ⅳ期接合資料剥離工程表

接合番号 遺物番号 (ci;m,(竺喜,漂)(!, 剥離の順序

fJ'面調旅のない脈岨状の･b-按をF.I.L辿)Jn_l.するように栢広朔什537.刺

齢 - 7 536･537+538･539 2･9 3･4 3･0 25L9 認 諾 rB ti岩窟禁 鳥 7ii･553,98芸芸'lT(i?GT5A,IB霊)i.芸Q'Q,謡1.I,T
不Ly】).536で守】われた細TT刃JJJ書は.537､539以11叶か.

＼I叩け1両より細石刃刺私 一打前山畦を行わないまま舶政状の･F按

持合資料lB 541+5･12+543+544+545 2B 38 ･1,0 31.9 のllJ辺を加 にするように_M広41J片5115を採批 その後j1-梯底iTGから

刺)T(513)-剥け(54･l)の鵬で制札 512は鐘楼.

右nllnlの平IA打lrIはりfrFAi作山刺JIT'(5･16)を刺雌.-546の制服によ

り･II-Lft打両となり.打南瓜粒を77･わないまま.細石刃刺帆 -546とl･･l

接合染料19 548+547+548 26 2.3 2,2 7.4 -lrJfけr而紬､らの刺#によりれ両l咋生刺JlJJ(547)を刺胞 -547功J鰍

によかT/Jtけr両か らk拡 ,PIJl■と.Ji佃価 の打前から縦蛙jbJJLl剃FK.
5･l別ま残抜｡
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第 8節 縄文時代早期の遺構と遺物

尾立第2遺跡では調査区北東側においてⅢ層 (K-

Ah)の堆積が確認され､さらにⅣ層 ･V層の堆積

も確認された｡確認調査の時点からK-Ah下位よ

り押型文土器と鯉文土器が出土 していた為､調査

の際も調査区南東に縄文時代の遺構 ･遺物が集中

すると思われた｡

しかし､掘削を進めるうちに､Ⅳ･V層より出

土する遺物の中に､細石刃 ･細石刃核や基部に加

工を施すノJ､型のナイフ形石器が縄文土器や石鑑等

の造物と同一層から出土することが分かり､層序

による縄文時代の文化層の抽出は不可能であった｡

また､そうした状況を裏付けるように､Ⅳ層とV

層､V層とⅥ層出土遺物の接合が確認された｡

こうした理由から､本節で触れる遺物は､確実

に純文時代に属する土器､石器は石鋲､石鉄未製

品､石斧､襟器､塊状耳飾､チャー ト製 ･玉髄製

の剥片､砕片のみとした｡そのため､縄文時代の

石器製作に関わる重要な剥片､右横等の遺物は全

てが掲載されていない可能性がある｡

集石遺構 (第63図-第68図)

Ⅴ層 ･Ⅵ層より集石遺構を52基検出した｡前

述 したように､検出された集石遺構は､周辺から

前述 したⅢ期､或いはⅣ期の石器群が出土 し､検

出段階では旧石器時代でも終末に近い時期に属す

る磯群の可能性を考えていた｡ しかし､AMSに

よる年代測定を行ったところ､SI53(7,130±40

年BP)やSI34(8,480±50年BP)の分析結果が

得られた｡Ⅵ層より検出される輿石避楠には掘 り

込みが明確に残るSI34を除き炭化材の検出がほ

ぼ確認されず､平面円状に磯が寄集することで共

通する｡こうしたことから､Ⅴ･Ⅵ層より検出さ

れた遺構に関しては集石遺構と判断した｡なお､

この集石遺構はⅦ屑より検出された蝶群とは確実

に層で分離できる (巻頭写真3参照)0

また､遺構外の磯との判別は､磯が5点以上密

集するものを区分 して集石遺構と認定している｡

集石遺構は旧石器時代の磯群と同様に､構成磯

に尾鈴山酸性岩類を用い､わずかにチャートの円

磯が含まれる｡完形疎 1個体の重さは平均でおよ

そ0.2kgで円磯が多 く使用される｡集石遺構と道

構外の磯では､追構内の棟に完形磯が多い｡また､

多量の磯を擁する散磯が広範囲を覆われておらず､

散磯を除去すると下面から遺構が確認される状況

ではなかった｡

集石遺構は大半が掘り込みを持たないものであっ

たが､SI2､SIIO､SI34のように掘 り込みが確認

される例もある｡掘 り込みが確認されているSI2､

SIIOは上層削平により遺構検出面より配石と思

われる平らな石が露出している｡

集石遺構の平面形態は調査区南側では､上部削

平の為､本来の形態を残していないものもあるが､

掘 り込みの有無にかかわらず円､或いは楕円形に

襟が密集するものが多い｡集石遺構ごとの総重量

からは規模が大きいものは､磯個数が多いという

結果が見られるが､破砕襟や小円磯を使用 したた

めか､磯個数と総重量が関連しない集石遺構も確

認されている (第11表)｡なお､上部削平を受け

た集石遺構が存在する為､平面形による分類は表

の記述のみとした｡

土坑 (第69図)

Ⅵ層上部より26基検出した｡これらの土坑は

北に伸びる尾根の罷頂部から谷への落ち際に集中

する｡遺構の平面形は､径約0.8mの円あるいは

楕円を豊 し､全てが断面U字形に掘 り込まれる｡

検出段階では若干黒いシミが確認される状況であ

り､判別が難しく大半がⅧ層面での検出となった｡

これら土坑の埋土は共通して黒色できわめて硬

質な土と､土坑底部付近にATの粒子が認められ

た｡杭跡等は検出されず遺構の性格を示すものは

確認されていない｡また､土坑底部付近での遺物

の出土もなく､炭化材など､遺構の時期を決定で

きるものは出土 していない｡土坑埋土となる極め

て硬質な土には､本遺跡基本層序のⅥb層､Ⅶa層

が含まれると考えられ､さらに遺構検出面がⅥ層

上部にあたることから早期に位置づけられる遺構

と判断される｡
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観察所見
平面形態

牒密度

第11表 集石遺構観察表

遺構No 検出層 Gr 長くm)幅(m)総重量(g)総襟数(潤)掘り込み

平らIJ:Jiがj出隅下面よりrllIl 上部捷刷､F.排流はtOCal.

上弥別､l'･.j立捕~F称までの残沃10cTn｡

帆 何淡いU'F'形.N.り込みでなくIHlみとAl血岬のメモあり.

上蝕rilJ平.皿'f#F称までの錘沃12C恥

上紬様rtl]平｡妓青票2Ocm｡

lf'火に様が地中する｡l二鮒nlJIFI･.

fm成する煤の40%が尤)野鼠 堺形状は･nULJ軌

帆成される横の30%が完形康.掛 惨状Llま姫lrJ顔｡

tI王らなqTが迫捕下l佃よりrtIL j此IR下郎までの横距はCa.

SELに切られ平1-hi形値ポITI.

少収の破砕庚とlOcnJ=のA.か1とな味で十れiR.

削イEBLg.

舶鹿Il区.20C中人の群を含む.

全て厳件鎌で構成｡

胡伐BLg.

捕成する津の50%が完形康.

f一成される頗のろ剛ヒが激しい｡

Ⅵ樹下紬より検札 全て砿酔顔でfA札

lqM F部より検札 JP_て破砕蹄で岬成.

全て倣砕戊で捕成q

作成礎の50%が光形成｡避捕内で砿伸度が接合し光形.

偶成et!の50%が光形成｡庚IB状は弧JrI榛.

雌が裾Eiする｡A.uSq:.代測Ijと野村｡

+=て艇酔顔で帥成,

柵成庚のLI0%が完形康..様形状は覗1LI頼.

fFJ'2横のII0%が光形硬｡排形相 ま岨trl札

V朋F伽検出｡1再成長削土地の姓TT跡f削こ比べ小さい.

10亡n火の操と.Sczl火の疎で帆 札 FFr両LP火が鳩りl二がる

10cm火の完形棟､破砕倭で肝此

偶成顔の50%が:正形成｡稚j惨状はrlLTA 康｡

LOcm大の顔で柵成 :足形の顔を命む｡

破砕棟が多く.鵬成される完形跡 ま10%｡

細り込みなく､康が丸く船舶.I.I.J辺は倣横状に俳が肋拒.

S144と近鼠 用inは版段状に僕が倣(TT=する｡

帆此度のL10%が完形座｡捷形相まBulI唾..

別姓rilR:.

A.uS年代洲在野料｡

S156と近接して出札 l新府中央紙が盛り上がる｡
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①暗褐色土 (rtJelDYR3/3)
粘性弱くやわらかい.炭化物を少■含む.

メ ネ @

0中
海 二

(DA娼色土 (rtJelOYR3/2)
粘性弱く､やわらかい.炭化物を少JL含む.

華 ∴
81.500m

- 管 -I

(D

①黒鴇色土 (10YR3/2)粘性がやや輯<.しまL)あLJ.
②暗褐色土 (10YR3/3)粘性がやや昧く.しまりあLJ.

ⅥJEと茄仙するが若干暗い.

逼 聖霊遍①暗褐色土(トbelOYR3/3)粘性がややSi;い.炭化物を少JL含む.
阜 sl10配石

①暗褐色土 (H月1DYR3/3)
弱い粘7t土で.lⅧ1大の
炭化物がまばらに混じる.

78.90cm

遼 ･t･ 一一 ､●ー- ､

第63図 集石遺構実測図 (1)
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三 ∴ 二 二二 ~~

①Jt棉色土(トtJ!10YR3/1)
固くしまっている.

②見場色土(rtJelOYR3/2)
ATTFiの土がまだらに混じる.
1.2よりは固くしまっていない.

第12表 土坑観察表

遺構番号 検出層 グリッド 長(∩)

SCl Ⅷ 89 0.8

SC2 Ⅷ C9 11

SC3 VIa C8 06
SC4 Ⅶ E6 1.2

5G5 Ⅶ E6 0.6

SC6 Ⅶ F5 0.S

SC7 Ⅶ H4 し2

SC8 Ⅶ】 F3 07

SCg Ⅶ F5 0.6

SCIO Ⅶ H3 0.O

SCll Ⅷ H3 0B

SC12 Ⅷ H3 09

SC13 Ⅷ G4 1.1

SG14 Ⅷ F5 1.0

SC15 VEl G5 0.9

SC16 Ⅶ G4 13

SC17 VIa H3 0J?

SC18 Ⅵa H3 0J8

SClg Ⅷ H3 13

SC20 Ⅵa H3 0.7

SC21 Ⅷ n 0.8

SC22 Ⅷ 陀 0月

SC23 Ⅷ ほ 0.9

SG24 Ⅷ L2 0.9

SC25 Ⅷ J3 12

SC26 Ⅶ F5 1.3

①A褐色土(トt,Je75YR3/2)
固くしまっている.

②黒色土(仙 7.5YR2/1)
6)くしまっている(しまり任)>◎).
1TTVb大のオレンジ粒子を含む.

(卦JL鳩色土(～,J∋10YR3/2)
しまLJは戦くATが1ロック状に
まだらに混じる.

第69国 土坑実測図
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①A娼色土(トIJe7.5YR3/2)
しまりが強く､クラックを生じる.

(参JR色土(HJe7.5YR2/1)
歯くしまっている.1rvn大のオレンジ粒子と
白色払子を含む.

@JR色土(～.clOYR1.7/1)
園(しまっている.褐色のATブロックが
かすかに混じる.

㊥ATブロック

平面形態 備考

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

附

円

円

附

円

円

円

円

上漕BrM平.

nit内より串大の顔rtll二.

雌l=LJlより禅 ･̂の牒Lul二.

円 fllと七内よりナイフ形石WLltI土｡

円

R

R

f*FZ)

円

円

円

埋土タイプAこ iA柵底面l=ATブロック･AT租子を含む

埋土タイプBこ iA柵底面にATブDツク･AT血子を含まない

-96-



縄文土器 (第70-71図569-592)

本地跡で出土した純文士才芸は第70-71図のとお

りであるo土器の特徴により分勅を行うと署旨壁の

薄い搬文､払文､貝殻刺突文,押型文の4分類が

存在し､各分類で分布が分かれる｡土器取り上げ後､

接合作業を行ったが､ロ繕部から胴部まで､概ね

の土着是全形が青史元できるものがほとんどであったo

また､接合はしないものの胎土､指壁等から同一

個体と考えられる土器も確認されている｡以下,

個体ごとに説明を行う｡

569､571は薄手の無文土器であるC底部から口

緑部にrEILJけ外開きに立ち上がるU旨是壁はおよそ3

mで滞いO底部は滞手で､底部形掛 ま尖底気味で

あるO迫物は､後述する押型文土指が平面分布で

韮なり､層により分稚できない状態で出土している0

572-577は血文土器であるO前述の諦手の血文

土器に比べ胴部からロ緑部にかけ外f詞きに立ち上

がるO指壁は約5【皿で､胎土には大きいもので2

皿大の小石を含む｡ロ緑部は舌状を量し､ロ緑部

付近には横位のナデが施される｡また､底部は薄

手でやや尖る｡

578は貝殻月舶蒙刺窮を外両に施した尖底土器であ

る0月殻腹緑部の刺突を縦位に施文し､横方向に

移動しながら施文を全周に巡らせているO全面に

月殻刺実の痕跡が残るがロ緑部周辺は月殻刺突後､

横方向の丁寧なナデが施される｡また､底部周辺

は尖底の中心から放射状に刺英が施され､後にナ

デ消し等が行われないため刺実の跡 が明瞭に残るo

内面は底部付近から粂JLミ調整の後ナデが施される｡

第71図579-590は楕円押型文を施す土器である｡

口唇部から胴部内面にかけ断面U字状の原体条板

が施されるCロ緑部から胴部上半で内側に屈曲し､

胴部が再び張る｡また胴部から底部へは次節に窄

んでいくO底部は出土せず､底部形矧ま不明である0

591-592は平底の土器であるo出土範囲は他の

｣_鰐に比べ離れ､同-個体と考えられる｣_給与数

も2点のみである｡底径は約7cmを測り､底部に

は網代癖が残るO調整等は摩滅の為､不明瞭だが､

器形は胴部に向かってわずかに外反すると考えら

れる｡

打製石鵡 (第72-77図593-687)

打数石鉄は未敷I守一､欠損品も含め76串､出土したo

V屑 Ⅵ屑にまたがって造物は出土し､G4Gr､

G7Gr､13Gr周辺で多く出土する傾向にある｡

玉髄製.チャート製の打製石鉄には周辺から同

一石材の剥片 砕片の楽中が確認され.避跡内で

の石鉄製作が推定される (第73図 第75Egl)｡玉髄

割石器3箇所､チャート製石器では7箇所の石才芸

製作の航跡が認められるが､H3Gr周辺を除き,両

石材の剥片 砕片の分･布は若干異なっている.

第72図は玉髄梨の石器群である｡打戟石鉄､石核､

剥片､砕片等が出土し､21ノ1点が確認されたOこの

うち､特にG5GrI3Gr J2Grで石鉄と共に､剥片

が炎中する｡特に､G5Grでは11由の打敷石敗と､

94古の剥片､砕片が出土した｡その内訳には､帖

地型石赦 (593)や石鉄脚部とは考えづらい不明石

潔 (605)等が含まれている.

舛74匹】はチャート製の石器群である.打製石蝕

と剥片 ･砕片がjjS中する範囲が7箇所確認されるO

基部形1LrEには平益や凹基となるものなどバリエイショ

ンが確認される｡G7Gr周辺に触中する石鉄形態は､

基部にわずかな凹みを有することで共通するものの､

サイズは大小様々であるoまた､これらのチャ-

ト製石器のjjを中する範凶は､石鉄をその構成に含

めているが.J2Grで確認される範囲は石核と剥片､

砕片のみである｡

665-674はZrf'昭石製の打製石赦､石錐なとであるO

チャート 玉髄に比へ､皇Ii昭石を用いる石器は縄

文時代以前から本避跡で確認されており､黒曜石

製の剥片等が石鉄製作に関わるものか確定できないc

Lかし､粗い加工が施され,石器自体が厚みをも

つ672 673は石汲未熟FHと考えられ､避跡内での

石鉄製作を想定させる｡また､打製右舷に使用さ

れる盟暇石は670を除き､盟昭石①規が用いられて

いるO

⊥記した石材に対し､安山岩型 (676-679､685)

ホルンフェルス製 (686-687).の石鉄は出土地点

の周辺に同一石材の躯中が確認されず.両石材の

避物も多くは出土していない｡
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第81図 縄文時代早期石器実測図 (6)
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石斧 ･棟器等 (第79図-第81図691-705)

691は背面に研磨が行われる石斧で､背面倒か

らの剥離により整形が行われている｡石斧は出土

した2点が､ほぼ同一範閲からの出土であったが､

両側面からの細かな調整により整形され､磨きを

加え刃部が作出される691に対 し､692は背面に

横面を残 し､背面側からの粗い剥離による整形で

ある｡また､691は基部側が欠損により消滅し､

全体の形が不明だが､その残存部から石斧中央部

は692に比べ肉厚になると推察される｡

698-702､704-705は砂岩製の機器と剥片で

ある｡袈面に横面を配置し､横面側からの打撃に

よって租い加工が施されている｡残される自然面

は敵石等に用いられるザラザラとした手触 りでな

く､河原より採取されるような角が取れた磯を素

材としている｡円傑状であること､ある程度の重

量を保持 していることで共通 し､形態的に柄の装

着は考えづらい｡刃部には明確な使用の痕跡がみ

られず､粗い刃をもつ石器である｡

珠状耳飾 (第82図706)

D8Grに存在する撹乱より出土したO滑石製で､

推定復元幅はおよそ3cmであるO欠損前はアル77

ベットのCを時計回りに900回転 したような形

態を示すと考えられ､両面の研磨を行った後､表

面からの穿孔-麗面からの穿孔を行っているO破

損は破面からの穿孔の際に起こったものである｡

遺跡内から縄文時代早期に比定される土器しか確

認されてないことから縄文時代早期に帰属すると

思われる｡県内では､高鍋町野首第 1避跡等で出

土 し､本追跡出土のものと同じように滑石製で､

丸みを帯びた断面形を示している｡

(ら
Q＼_

1:2
第82図 珠状耳飾実測図
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【小結】

Ⅵa層上面に配置される集石遺構や土坑は初め

に記したように層序により判断したOそのため､

他時期のものを含む可能性もある｡しかし､集石

遺構と土坑の切 り合いは確認されず､両遺構は同

一時期の所産の遺構と考えたい｡

縄文土器は､鯉文土器とともに､押型文､貝殻

刺突文が確認され､特に貝殻刺突文を施 した尖底

土器の出土は特筆される｡土器施文に貝殻を用い

る例は､県内で多 く確認されているが､その器形

は円筒形を里することが多く､また､施文の様相

も､それらの貝殻円筒系土器とは異なる｡

押型文土器は､太い原体粂痕を有 し､器壁が厚

い ｢田村式｣と特徴が類似 し､底部形態は丸底あ

るいは平底に復元されると考えられる｡

土器底部に着目するならば､1点のみ平底があ

り､残 りはすべて尖底あるいは丸底である｡この

ような土器器形､施文の様相は､遺跡の立地する

地域性を表している｡

また､縄文時代の石器に日を向けると､遺物の

出土状況から一括性を見出すことが困難であるo

Lかし､打製右舷に使用される玉髄やチャートは､

ナイフ形石器や細石刃のように後期旧石器時代に

比定される石器への使用がわずかにしか認められ

ず､時期が新 しくなるに従い石材組成に顕著に表

れる｡チャー ト製石器が集中する範囲にはほとん

どの場合､打製石鉄を伴うことから調査区北側で

はある程度の一括性を有 していると判断される｡

右舷の形態からは明らかな縄文時代早期の石銀

と早期以前の段階があると思われ､その形態等に

ついて時期差を見出すことができる可能性もある｡

特に､チャー ト製石敗と剥片､玉髄製の石微と剥

片の平面分布が異なる背景には､時期的な夢園が

考えられるのかもしれない｡また､玉髄やチャー

トは石器製作の痕跡を遺跡内に残すが､安山岩製､

ホルンフェルス製の石鉄は製品状態で遺跡内へ搬

入されたものと考えられる｡

宮崎県埋戒文化財センター r野首第1追跡IIj
宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告昏第157集 2007
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第13表 縄文土器観察表

掲載 出土
番号 層位

種別 部位
文 様 ･調 整 色 調

内面 外面 内面 外面
備考

2mm以下の.ln色flL微細な適例光沢
569 Ⅳ･V 無文士等 E)操-底部 ナT- ナデ 位.5mm以下の灰什粒､Jlmm以下のに

ぷい将校を含む

570 Ⅳ･Ⅴ 熊文士静 口掻 ナT- ナT-

571 Ⅳ･V ホ文士懸 R部 ナチ ナデ

572 TVIV t文土葛

573 Ⅳ･V 無文士辞

574 Ⅳ･V 無文士等

575 Ⅳ･V *文土器

576 V k文士懸

577 Ⅳ･V 無文士患

578 Ⅳ･Ⅴ 見放文系土糖

E)操一胴部 ナデ

尾部付近 ナチ

E)漁一胴部 ナチ'

E)# +T-

R紬～底部 ナT-

R部 ナT-

E)操一底部 見放集瓜

579 Ⅳ･V 押名望文士経 口漫～胴部
原帯粂痕
jFI部ナデ

6m皿以 T=の灰臼相､微細なは淡fg.粒.

2mm以下の.I.P.i､此沢粕を含む

1mm以下の灰n粒.1mm以下の此灰
粒.2mm以 r.-の.I月し､光沢他をfiむ

にぷい井櫓 にぷい柵 芸讐 詣 :I.･日掛 一

にぷい共棲 J=,Sこい焚租 569と同一個 体

にぷい井櫓 にぷい兼櫓 569とlHl一個作

5mmのにぷい此昭の/JqTを少し含む｡
ナチ 3mrTl以下の灰色枇2mm以下の.J.tt色光沢 稔 櫨

拙.札内色相.を含む

日韓約23.6cLn｡rl毛細l什
妃スス付茄か.

dmlll以 lZのPil伏粒､3mm以 rrのにぷい
十手 yll招純.lmnl以下の乳｢1色､.I.t地 .灰色 捷 穂 572と同-偶作

純.微細JJ:適ql光沢杓を含む

5mm以下の練武相手と､3.5mm以 Fの但
ナデ bkL2mm以下のyt栂.托tの光沢粒を含

む

微細な遜朋の光沢拙.LITnmのにぷい位

ナデ 粒.3mm以 ドの上々n粒､2mm以 ドの乳
Fl色相.Imm以 Fの狐色粒を含む

Llmmの.JLi栂粗､3d以 FのIy]'赤伯叔､JlmJn

ナデ 以下の淡iLi相.2■■以下の.I.tい 光沢fl-I.
を含む

2mul以 FのR炊粒､にぷいAL帽粒､1u

ナデ 以下の札ILl色HI.u色.灰色､.I山の光沢

軸.杜細な遠別の光沢柏を含む

見甘利突
ナデ

5mm以下のIW赤抱粒.3tdE]以下のにぷい
弗位､I刈亦拘flI_､御細の洩姫紐托,逮
E91と.%の光沢flIFを含む

微細な透Inの光沢托.IqDl以下のJ.T.昨)
柵円押型 光沢純.乳白色‥l.tl.也.亦柑色の付を含

む

580 Ⅳ 押型文土鯖 E)操 原体粂痕 柵円押聖

581 V 押聖文土器 E)繰 原体粂痕 柵円押型

微細な北沢粒JnJn以下の.lnの光沢hLl_､
乳白色∴.tl.色､亦弛色の軸を含む

lnm以下の.I.P.色の光沢杓.2nlD以下の柑

灰FF_.05皿m以下の灰仁Ifl-Eを含む

穂 積 572と同-個体

にぷい穂 にぷい穂 572と同一側体

栂 穏 572とrlJl-ABI仲

栂 櫓 572と同一個体

赤柑 明赤縄 芸欝 _;6諾品 濫 L.lI

明兼褐 明兼褐 内lrl7口臨池～胴部にかけ

約1cq]帖のI,W8粂凪

明先祖 明文相

明兼相 明7t相

582 Ⅳ 押- 土韓 F･部 原- 痕 - 押型 Od宝器 fRq'&,%Q't,jt粗 馳 軌 畝 .:ぷい- 灰-

583 Ⅳ･Ⅴ 桐 文士等 硝 -抑 鵬 紬 附 押聖 ㌶ 認 諾 詣 岩蒜 LRi;Jg渦 にぷい井相 にぷい納

584 Ⅳ 和 文土器 - ナ-一 - 開 設浩 FiT芸.lkARZ0濫 ㌣･栂帆 紬 相灰 増

3mmの111栂粒､5dのにぷい椴松､微細
585 Ⅳ 押型文土器 Fl部 ナT一 耕円押型 な淡此始､相成の粒.L一以 FのLllの光 にぷい千億 にぷい共棲

汎帖を合む

586 V 槻 文土器 F･部 ナ-一 - 押型 2iTTmfG 鵠 ㌶ 豊 霊的 剛 にぷい刑 にぷい柑

587 V 押- 土維 脚 ナT一 脈 開 設】宝鑑 許 .:･rier,nT430,iR詣 認 諾 にぷい鵬 にぷい穂

58B Ⅳ･Ⅴ 押型文土器 - ナ-一 脈 押型 ㌫mTLuo,T;Q'yS1-農 豊 の光帆 2m にぷい井増 増

589 V 押- 土韓 榊 ナデ - 押型 誤 認 識 よ忠 言㌘ 畑 臥 2m皿 ･=ぷい- 穏

590 V 槻 文土器 剛 S ナ-一 脈 押型 讐 認 諾諾 監臥 0･5n以 ドのAIT にぷい醐 栂

59･ Ⅴ 不明 附 ナデ 5F rml;買l!,豊 ‰ 諾 trfの拍灰 にぷい赤帽 赤禍 摩- しく･a.馴 化

592 V 不明 底部 ナ-- ナT- Jnm誤 悪賢4'ihfkaiL,13器芸濃監 諾 以 F 明相 和 - 氏
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第14表 縄文時代石器観察表

観察所見
長 幅 厚
(cm)(cm)(cm)器種 石材誓警 誓望 昌孟 Gr

平Ln博雅Elll形｡肺地倒ポ破.

上知･右脚知欠批 ii;粗に淡い放り｡

剛いJml:を施し.二等辺三1lJ形に鼎形.前轍犬飼L.F.か.

下､F部欠如｡

TJ平和欠n.

上Y･部欠u｡九t;部に淡い映りが入る｡

先端部欠叔1.I.t;伽形頓はTTtJ.(･.

止klが戊い二や辺三IrJl捗.底部両税欠M｡
断Lldl句I早でftlい剥雌が7iわれる｡石堆朱王臥I/r,.

TE内心㈹軸に挟りを柑つ.TFjWi/[7.は欠hlD

F､ri部欠n.

L､ド冊火机 娼鰍 こ淡い映りが入る｡

PE111;刺轄tLL:り､jl71E-Tll形簡戊Ju-形に軌臥 I-_飾欠礼

小縦艮剥片.

MJL';Nl'T'.jf脈左 Fに抑山;湖畔の鮭琳イl●り｡

慨【刷杓作で糾い利府が行われる｡石破.Ji救IfT-｡

蛸瓜 Nll1.｡石触来魁.～,'lか.

鵬広Jl)'7-.丘tN税に微細制札癖イJり｡上知.ド柵欠∬1.

蛎広刺)Jr.
帖広刺)'Tl.ll:l折右に顔t弼枚存｡

捉止刺JJI-.は合は例発的な■測れiこよる.

脈広刺Jlr-.

小RE皮剥JIL.

怖広剥片.
Krは刺)ll-.

鮮娃剥片.

投止刺J'1.下紬火刑｡

MJLJ王HJ'TI.ql一掬朋 蝦イjり｡

tTLdlt】机 2cm人の捉止刺J佃｣雌.iJR部此雅祈り｡

帖拡 :AII'Tl.

錘#机 不定形カll'Jからの小潮JlJl潮FL

'IZu別惇憩llll形｡

平ElIJ'形態三角形｡ALP怖欠n｡

平L刷捗態三JlJ形｡TF_L両前下に臨かな火Bl.

平【広形態三ltJ形｡此部に鈍い映りを持つ.

抑圧利敵によるr叫な盤)臥 LS:触 こ淡い映りをもつ｡

LL:【桁､娼l剛 ,らの剥推により聴牌.石戦未熟l胃かd

平面形聴~二等辺=JIl形.).与部に淡い決りをもつ｡

平痢形嘘二JS迎三FIl形.).て部に淡い決りをbつ｡

正面､湖面からの剥雌により髄JF7,｡Jby嘩未熟.駆.か.

平曲形蛭不起形な二等辺=.IrJ)F71.上臥 右AEP部火411.

､ItET桁形態=_1rJJ珍｡1-.部火ilL.

平面形態=.IrJ形｡).t;糾 こ弧状の映りをもつ..

･ItEnl形態三lrJl珍｡広軌 こ一弧状の挑りをもつ｡

)IZLrlり形態二博iD三IIIJ臥 盛況SEこ弧状の映りをもつ.Ji:脚恥欠礼

TEm三lrJ形.粗い刺雌によりBJryされる.JI'蜘紬欠肌

T申/J:41Iln三胡Prにより鞘形.).I;価に弧状の映りをもつ.左的冊;欠机ロ

粗い剥肝による事削ry.接合は先端部とrLILl乱 刺服役の久也tか｡

丁呼な州J;r別離により雌Jri｡戚紬に弧状の快りをもつ｡

JlIIUI対艦による慣形.｣ヱU]j右は欠ul.

上臥 下郎欠廿I.&川両のJT/･JTiinをfT176とし.朗紬加地のようなd牡.

平曲形他二博迎三PIJrY.止I桁右上に微細洲 牡.広瀬束臥軌か.

'FlyliJ捗換IIF,I.IlJ形｡｢甲TL押LfiNPlによる鹿晩 成臥 こ掛 ､挟り.

)拝Llli形便正三角形｡丁呼な411[旺功J幹による慨胤 J.q柵に淡い放り

平面形態二等辺三111脈.上部.左脚沸欠礼.光沢なし.

平面形唖二等辺三JJIJr>.左岬知欠机,良化強い｡光沢ない.

平面形髄小鳩の正三JtJ胤 )占鰍 こ決りを布する.眉蟻R魁瓜か｡

甲耐形態五爪形｡n招llに･弧状の挟りをもつ.上部.左脚部火山｡

､IZE桁形態tE三lrJIFf,｡AE･柵に淡い放りをもつ.l･.柵.心脚部火刑｡

小坤のLE_=-=1lJ形.7r:LrqT.炎dfiともに411い抑圧刺胞 ･L;珠光剃lPnれ

Te南.JR耐ともに粗い押rr;刺IEにより地形.不戦火刑.弘か.

鵬広淵JT.

M止:;Alrr.
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観察所見
重
CbD

長 幅 厚
(cm)(cm)(cm)

器種 石材rG
土
位

出
屑

物

号
通

番
載

号
掲

番

稲広刺)'｢.

平而形旗正三IIJ形｡右脚部欠礼

LE痴-.等辺三Pl形｡IJ･欄 操は輔JJ状に鴫形.左脚部火刑凸

揃広剥什.所却胡旅祈り｡

揃広潮J'T-.

捉Jl剥け.

醗Ji洲T.LE面右にnl11i剥札 ィ_;鉄火淑 凧か.

縦戊刺J't.

縦退潮J.L1.7t:Lnこ傑曲技fi:.上飼炊 刑｡

pI七両形態71三=_PJ形.A;部.ll･弧
JIZ【前形懐こ博辺三lrJ形.AE柵に淡いiJtりをもつ｡

J作か Iてd6形睡二等辺=_JrJ形｡TE耐/r己の欠f州ま.m鍛練か｡

岬【爪形懐二伸辺三fJIJB.才iALP伽火捌｡舶山fqu.tMJ前脚｡

平l何形換二等W三flJ形.AE紬に掛 ､挟りをもつ.ヒ臥 JE脚馳欠礼

平LrTIJ形怨は艮軸相い二等jLL三llJJ臥 hい制服EJ:り矧 E5｡

上臥 右Jq)柵欠Ul.那加 頃洲JI;石批

正E田下､稲I揃左に抑肪 Al舵痕耕あり.石戦火臥Il-.

正伸上.舶rhi左に抑圧潮鵬 琳あり.前額R魁品｡

iE痢イく定形ガIBJからのjdJ恥 J)78-水封GJIJか.

帖広刺)'T-#材｡鬼指柵を仲山するよう雌形.

平曲FE三=JIl形J.∈恥 こ淡い挟りをt>つ.光b封鮒JJ:山｡

平曲形態 二等辺三角形.).q称に弧状の放りをt)つ.上.%火刑.

平rGiLE=JIl形.).ぢ部は平).I;.JTLq]祢欠礼

平【応形態鵬広二呼込 =JIlJrg.右脚部火山｡北部は鋭lrLな映り.

tlJ･而形態7ITrlJ捗｡鹿部は.1之慮.Li脚部欠fLI.

LIJ･山形想il三=.FqJl･;.

LT/.両形態二部辺三lIJ帆 過熱は1'･瓜 拡部両馳 ま欠帆

杓Tfi形憤7E=_PJ軌 鹿部はiI'r瓜.rVr両中火が内JL/となる｡

1ZlllU捗値il三三Jq形,J1-脚F:Ti火ilL

平【前形喋 JE三JIJJB.左佃【揃のllF･柏血は火刑IJ る｡

戊軸が止い 二苛iZZ三内形｡AE柑Sはy･LS,

左dJllTIlの平ML前より細かな胡瓜 北端は鋭く尖る.F相炊 似｡

nlrI;,71鮭による塵形｡ナイフ形石堤か｡

揃広刺)'r'.jELrnTに痔lluTが放存する.

細かな剥牡による地形.じ臥 点tq]維欠i礼 帖地理ポ牡か.,

イi獄兜沌部

平面形聴 二等辺=JIl形./G:脚部欠捌.
/ト俄の17:三角形.JE･柵に快い放りをもつ｡左肘紬欠虹

技～が漣い二等iL!-I.lIl形｡姐御はTF･狐 Jr:.両左は欠81.

川辺からの粗い刺鰍 こより勲形.石蛾兼日払rp.

､ILETn形憶二甥辺=_lll軌 AEL鰍 こ弧状の放りをb つ.JL:出場柊火m｡

平面形態TE=_lJJ形.).(部に械し､挟りをもつ.,h色チャート艶.

J='p-部欠tII｡A【軌 ま淡い映りをもつ｡

)IZLrl】形態正二IL1形.左Eqlだfi欠礼

J6-塔先超机 下▲ド柵の火仙 ま胡瓜岬か.

軌別珍牌TE二fq形.戚排に拭い放りをもつ｡

内m掠側から入念なImコ二扱.iTI両側からJJ郡FI]iLZにW,胴｡FJiTkl廉rG.

J･blLMiMからのJm工ILtり感形｡雅LTllJま横Irli.

他状の刺Frにより哨形｡上部欠tn.

頗諺材｡用紙 こfILい刺雌が巡る｡岨化が激しく横が岬淡する｡
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第 9節 弥生時代の遺構と遺物

SZlはHlaGr周辺のⅦ屑面を掘削時に､平面円

形のプランを確認した｡遺構周辺を精査したとこ

ろ､中央の円形プランの埋土を取 り囲むように環

状の清かと思われる黒いシミが確認された｡その

ため､検出時は周液状遺構の可能性を含めて調査

を行った｡

サブ トレンチにより埋土の堆積を確認すると､

中央円形プランの土坑は断面U字形の土坑状に掘

り込まれ､円を取り囲む環状の黒いシミは､その

下位に流れ込むような堆積であった｡

そのため､周溝状遺構ではなく､円形の土坑の

みが遺構であると認識 しSZlと名称を付け掘削を

行った｡また､環状の黒いシミが遺構でないこと

を確認するためSZl実測終了後､磯屑までの断ち

割 りを行った｡詳細は後述する｡

遺物は､遺構検出面から壷 ･聾がみられ､遺構

下部まで土器の出土が確認された (第84図-第85

回)｡遺物は遺構北西に集中し､壷や聾､鉢が出

土 し､中でも壷902､904は遺構壁面に横たわる

ように出土し､口緑部からSZl中央に向かって転

がっているかのように､土器の底面を真上から観

察することができた｡遺構埋土内には土器の他に､

尾鈴山酸性岩類の拳大の磯がみられたが加工はみ

とめられなかった｡SZl底部付近からは1mを超

える巨樺も出土していたが､地山のもので､遺構

には伴わないと判断した｡

遭構内より出土した土器は全て埋蔵文化財セン

ターに持ち帰 り接合を試みたO殻構内出土の土器

であることや､土器の胎土や器壁に特徴があるこ

とから接合作業は比較的容易であった｡土器はほ

ぼ完形に復元できるものがほとんどであった｡

出土 した壷 ･空にはそれぞれが､その形態や胎

土に大きく異なる特徴が認められる0707や717

等の葱は赤褐色を呈し､胎土の密度が高 く､器形

に対 し重品は重い｡逆に708や724の婆は褐色で

器壁が薄く､重量は軽い｡外面の調整も､ミガキ

やタタキを用いる壷 ･饗が存在し､特に709､713

にはタタキの痕跡が顕著に残る｡また､716は木

の葉底を有する土器である｡

これらの土器はそのプロポーションから弥生時

代後期後半に位置づけられる｡しかし､707､713､

716は県内では古墳時代初頭に伴うような様相を

示し､遺構内の土器に時期差が存在する可能性も

残される｡

また､SZl土坑下部付近より出土 した炭化材に

対 し､AMSによる年代測定を行ったところ､補

正14C年代2,080±40年BP､暦年代BC160-40年

の年代値が得られた｡年代測定値に従えば弥生中

期に位置づけられるが土器の形態によるこれまで

の備年作業からみると､その年代価とは少しかけ

離れている｡

また､土坑内より炭化種実が 1点 (分析結果 :

カラスザンショウ)と炭化物片が出土している｡

SZl土坑成因の解釈 (第83図 ･第86図)

前述したように､SZlからは19個体の弥生土器

が出土 した｡しかし､環状の黒いシミとしていた

ものや地山からの土器の出土はみられなかった｡

そこでSZlを南北で断ち割り､図面化 したもの

が第86図であるO図に示す(9-⑫はKIAhと思わ

れるオレンジ粒子を含んでいるO(むの色調､土質

は本遺跡の基本土層のⅡ層に似る｡また､⑬はオ

レンジ粒子等を含まないが､遺跡内のⅦa層に色調､

土質が似る｡これらに対 し､③は色調､土質とも

に遺跡内に同様の土はみとめられない｡

環状に巡る黒土 (㊨)は平面上では径4mを測

る円を呈 し､北東側にK-Ahと思われる黄褐色の

土が環状に巡る④を切るように散在するOまた､

SZlが立地する場所は調査区内でも標高の高い位

置にあり､遺構上部が削平を受けている｡SZl周

辺でK-Ahの堆積は表土除去の段階で確認されて

いないが､④や(むにK-Ahが確認されることがそ

の理由である｡なお､堆積が厚い調査区東側では

KIAh面まで約0.8mを測るO

以上の点からSZlの成因について以下に示す案

A-Dを想定 した｡この際､SZl下位の断ち割 り

の際に確認 した範囲は､便宜的にSZl'と記すこ

ととする｡

- 1 1 1 -



tb> ②

(D灰丈褐色土(ト1七10YR4/2)1dP大の小社を含む.

@泉掲色土(tb lOYR3/1)1叩大の小硬を含む.
6)に比べしまLJが強<炭化物をわずかに含む.

※トーンは石

805h

0

第83回 SZl実測図
1:30

第84図 SZl出土弥生土器実測図 (1)
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第85図 SZl出土弥生土器実測図 (2)
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A風倒木

風による木の倒れにより起こる土中への変化 (以

下風倒木)後に､SZlが掘り込まれたと考える｡平

面検出状況からはK-Ahが散在する範囲が遺構東に

認められ､南西側に木が倒れたことを示すが､南

西側への倒れによる為､南北ラインで断ち割った

断面からは土層の乱れは確認されない｡③は風倒

木が横たわった後､根等に付着 したⅩ層等の土が

落ち堆積 したか､木が倒れた後に人為的な整地が

行われたと解釈される｡しかし､径4m規模の痕

跡を残す樹木が根付いていたと考えなければならず､

また､調査区内で他に風倒木痕は1箇所も確認さ

れていない｡

B.陥没

県内清武町上の原第2遺跡に ｢土器埋納遺構｣

の記述がある (吉本2002)｡報告者は ｢水穴｣によ

り陥没孔ができ､その後に土器が ｢埋納｣され､

その後､陥没坑が徐々に埋まったと考える｡本遺

跡では⑬をⅦ層と比定すると､約1.5mの陥没の後､

周辺に堆積していたK-Ahを含む土が陥没坑に向かっ

て流れ込んだと考えられるO土層の中に磯層のも

のと思われる巨襟が含まれることも同様に流れ込

みによるO陥没とした場合､(参は本追跡では確認

されないK-Ah上位にあたる層か､人為的に陥没孔

を埋める為の整地によるものであるO上の原第2

遺跡と本遺跡の相違はその地盤が､｢水穴｣がしば

しばみられるシラス台地上でない点にあるが､道

橋の立地する箇所には樺層 (ⅩⅠ層)下に約7cmの

厚さで水の痕跡を示す鉄分の固まりが堆積していた｡

C.遺構

(∋～⑬全てが人為的に掘削されたもので､SZl'

全てを遺構と考える｡⑬はⅩ屑､ⅩⅠ層を掘 り出し

た際の土と考え､掘削後､地山よりK-Ah等が流れ

込み､周堤状に盛り上げられた⑬が､その後､流

れ込んだと考えられる｡しかし､⑬を掘削するま

でに樺層をも掘削しなければならず､断ち割 りの

際には､地山からは男性 5-6人でやっと持ち上

げることができる規模の巨磯が大量に存在している｡

写真 6 SZl検出状況 (南西より撮影)

写真 7 SZl'半裁状況 (B-B′)

また､埋土となる③～⑬からは遺物は1点も出土

していない｡

D.遺構削平

Cの案とは別に､SZlのみを住居等の遺構と考え､

K-Ah面より上位から掘りこまれた住居等の人為的

な遺構が､後世の削平により現在の形となってい

ると考える｡つまり､住居等の凹み部分に集まっ

ていた土器が検出され､凹み以外の範囲は消失 し

たと推測される｡この案の場合､SZl出土造物は床

面付近のものがほとんどを占めることになる｡

(∋･(参が遺構床面の埋土とした場合､その下位

に存在する③～⑬の埋土の成因は自然的要因となる｡

宮崎県埋蔵文化財センター r上の原第2避跡 上の原第1追

跡 上の原第4追跡 白ケ野第3遊跡A地区J宮崎県埋蔵文

化財センター発掘調査報告皆第25兆
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③にぷい宍色抽色土:3■∬大の小坪がまばらにみられる.しまりはやや強い.

④点色土 :KIAhと考えられる億粒子がわずかに残る.しまLJは尋弓く基本fIJSのIHIに似る.

⑤鳩色土 :F(･Ahと考えられる億粒子が含まれる. 1■¶大の小杜をわずかに含む.

◎農場色土 :K-Ahがブロック状に含まれる.⑤に比べややしまっている.

⑦農場色土 :K･Ahtl子がまばらにみられる.流れ込んだような稚gE.しまりは軌 ＼.

⑧暗視色土 :K-Ah粒子がまばらにみられる.しまL)はやや強い.

1:30

⑨絹色土:K･Ahと考えられる捜粒子がわずかに含まれる.しまリは弱(粘東をもつ.

⑳見場色土 :KIAhと考えられる偲粒子がわずかに含まれる.しまEJはやや削 ＼.

⑳r=ぷい7(相色土 :しまりが⑩に比べ弓削l.

@A鳩色土 :KIAhと考えられる億粒子がわずかに含まれる.しまりはやや軽い.

⑳黒褐色j::硬くしまっておリK･Ah･AT粒子は含まれない.黒色の土が斑点のように

まばらに触る.基本JB序のVdJBに似る.

第86図 SZlノ土層断面図

SZlの成田についてA-Dの案を提示した｡SZl'

を人為的要因によると考えると､地山に遺構が掘

り込まれる際､あるいは遺構が埋まっていく過程

において､周辺の地山面で確認される旧石器時代

の遺物がSZl'より1点も確認出来ない事で､Cの

可能性は低い｡

人為的要因ではなく自然現象と考えると､その自

然現象に対し､悩まざるをえない｡特に､⑬は硬く

しまっており､流れ込みと考えられる⑥～⑳を留め

るような状況であった｡そうすると風倒木による土

層横転と考えるより､硬 くしまった地山が陥没し

た可能性が想定される｡こうした理由からBの自

然現象により④-⑳が作られた後､③による人為

的な整地が行われSZlが掘り込まれた｡その後､土

器が廃棄もしくは配置され埋没が進み､最終的に

他時期の削平を受けSZl上部が削平を受けた状態で､

SZlが検出された､と考えている｡この際､SZlは

竪穴住居のような床面を有 し､底面が平らになる

ようなものではなく､断面U字形の土坑状に掘 り

こまれたものであろう｡調査時のデータ採取不足

から､明確な答えが出せなかったことが悔やまれる｡

- 1 15-

【小結】

尾立第2追跡より出土した弥生時代の遺物は全

てSZl内より出土したものである｡遺物は壷､惑､

/ト型乾､鉢が出土 しており､これらの土器の形状

等から弥生時代後期後半～古墳時代初頭に大凡の

時期が位置づけられる｡

SZlの特徴として遺構内での造物が完形に復元で

きるものが多いことや､平面分布上ではあるが､

一定の範囲を持って土器が集まること､土器の何

点かは土坑壁面に寄りかかっていたことなどから､

土器が廃棄された土坑ではなく､人為的な土器の

配置があったと考えられる｡

また､Ⅶ層までは調査区全面を掘削し､Ⅲ層 (K-

Ah面)の堆積が確認される範囲は鋤簾による精査

を行ったが､弥生時代に関連する遺構がSZlのみで

あったことは重要である｡遺跡周辺には遺跡詳細

分布調査により弥生時代の追跡が散布地として確

認されているため､当時期の集落が周辺に存在す

る可能性がある｡SZlは集落を避けて独立立地した

遺構で､非日常的な遺構とその性格を考えること

が出来るのかもしれない｡



第15表 弥生土器観察表

誓警 篇孟 種別 部位

文 様 ･調 整 色 調

内面 外面 内面 外面

備考

707 SZl 事 D繰一底琳 ナT- ハケ
2mJl)以下の灰色､札fl色HL.Ll也のfl-Jを含

也,微細な遠朋の光沢粒を含む
櫓 横 位飾付i5:に瀬帯なハケメ.

708 SZl 壷 口鰻一底細 ハケ 工具ナ丁- 2mJ)以下のにぷい伯灰EJ色相を含む にぷい共棲 l=ぷい兼僚 機令n線維に肝捕汝状文｡

709 SZl 壷 硝 -脚 付近 -ケ - ･-ケ 諾 o'iaDei急設 品 詣 芸にぷい 洗未達 浅井紐

7.a SZl 並 口緑一- -ケ -ケ･ミガキ 3BT笈LO'Q,tanBi誓芸含む･2m以 ドqM･ 穂 横 ハケメの後鹿 部- から- に- てミ-

7,I SZl ･[ - 一底鉢 ナチ 舛 キ･ナデ 詑 認 諾 L'･*i含む･2"以下の乳 穏 格 - 上げ帆

712 SZl ♯ ロ繰一月BB ハケ ハケ 2nlJD以 Fの.L.Li私色相を多く含む 改号 灰白

3mJZI以下の挫いyI-雌色.にぷい栂色他.
713 SZl 土 阿部一席琳 ハケ タタキ 3U以下の柑灰色粒.微細な違例の光 にぷい穂 にぷい穂 Fj扱～別称付近にスス付芯.

沢粒を合む

7,4 SZl ♯ 口繰一- エAナデ エA,デ 諸 芸是認 芸息 弧 鵬 札 糾 明赤褐 明赤縄

7,5 SZl - l 底部 ナチ ナデ 2"m%芸 FiQ'暗納 臥 ,I.LI約 ･酬 光沢 にぷい共棲 - 硬 外.帆 - 脚 鵬枇 -

7,6 SZl 士 R部一底部 ナデ エA,デ 芸諾 f_U'ufbTQ,BiF認 諾 宗 誓霊位 .=ぷい共棲 r:ぷい櫓 ･̂U,- - から朗 - けス州 税

7,7 SZl l ロ捉一- 付近 -ケ.,デ -ケ十 デ …:fl IE冨琵砦だ芸濃 慧農 法如 上･ にぷい共棲 にぷい黄せ nf卜 - 付近にスス- 肱- -

3m山以 卜のj仏和色粒.2qlm以下のにぷい
718 SZl ま ロ繰～底群 /＼ケ ハケ･ナデ 'l-{粘色,ImJn以 Fの逮EyJの光qく持,2mm l=ぷい先格 にぷい7t僅 胴部付近にス刈イカ｡

以 卜の灰色粒を令む

7,9 SZl 士 口繰- 鉢 ハケ ハケ 3BT豊 f_nu豊 詣mk%T<J芸監苅招 .=ぷい共雌 にぷい-

72O SZl 車 軸 一底部 ナ-- ハケ･+T一 豊 孟q'my,5足芸農 iJ潤 色の粒を 櫓 椿 - 卜は スス一･岨

72- SZ. 4 口- 近～底部 -ケサ チ タタキサ -一 票笠違背 認 諾 望濫 伽 以 Fの 櫓 櫓

2m以 FのJJ7氾色の半在を少し含むL)EZn

722 SZl 事 口輔一胴部 ハケ.ナデ 工具ナデ 以 ドの札n色の粒を少し含む.21qm以f 淡黄 浅井控
の.r.l.17tb色の此を含む

723 SZl 丑 硝 ～底- 近 エAナT- ェA,デ 3fand%%LFtpQ'拙 ･組 組 ､乳白色の 灰白 灰白

724 SZI Z 口牲～底部 二･Lナデ エA,デ 筈欝 Fの榊 色･畑軸組 色の相を 洪貴 淡共 胴- 齢 ス-
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第10節 その他の遺構 ･遺物

石組遺構 (第88回)

SXlは石組遺構である｡長さ2.7m､幅1.4mを

測る｡床部分からの高さは0.3mであるが､上層

削平の為､本来の高さを保持 していない｡貼床は

確認されず､遺構底面は蕗出した襟層となってい

る｡また､石組を固定するかのように固くしまっ

た土が､配置された磯の周辺にみとめられる｡遣

物は埋土中から釘が1点 (725)出土したのみで､

時期決定には至らない｡725は長さ約6cmで､先

端付近で曲がっている｡断面は丸形を里 し､比較

的時期の新 しい釘と判断される｡

塩土(卦より検出した炭化材に対 しAMSによる

年代測定を行ったところ補正14C 年代では330±

40BPの値が示 された｡暦年代ではAD1,490

-1,640年の範囲を示 し､近世に位置づけられる

遺構と理解 したい.また､同遺構埋土(参･(釦こ対

しフローテーション作業を行い､選別試料の種実

同定を行ったところ､(丑から炭化 しきれていない

生木が､③からはカヤツ.)グサ科の種実が確認さ

れている｡

SXl周辺は第Ⅲ章第 1節で触れたように､遺跡

内のうち標高が最も高い箇所であり､遺構周辺に

は表土除去後すぐに磯層が露出していた｡石組遺

構に用いられた石材は磯層の襟と同じ尾鈴山酸性

岩頬であったため､均等な配列をもつ石組遺構の

硬の存在に表土除去後すぐには気付かず､遺構を

切るように走っていたアース線埋設による撹乱を

除去した際に出土 した徳利 (726)の存在につい

⑬

ては､それが撹乱内の造物か､SXl内の遺物か不

明となってしまった｡

726は陶器で口径1.3cm､胴径8.5cm､底径6.6cm､

器高は15.2cmを測る｡焼成は堅轍で､底面は施粕

後､粕を粗 く拭き取られ､その上に釜道具の装着

痕が残る｡正面は ｢梅枝天満｣､裏面には中央に

｢丹久｣､下付近に上と描かれる｡AMSによる

SXlの年代値よりは､新 しい時期の遣物である｡

なお､正面に描かれた梅枝天満の意味は不明だ

が､現在の宮崎市に枯枝の地名が残 り梅枝の文字

は当時の地名を衷 している可能性がある (西都原

考古博物館 :安藤正純氏のご教示による)0

時期不明の溝 (第89図-第90図)

SElは溝状遺構である｡調査区南で表土除去後､

Ⅵ層面で黒いシミを検出した｡遺構は南北に延び､

遺構下部付近は硬 く締まっていた｡遺構はⅧ層

(AT面)まで掘 り込まれ､剥片等が出土 した｡

しかし､剥片等はSEl周辺に分布する石器に石材

が似ることから塩土中の出土遺物はSElが掘 りこ

まれた際に流れ込んだものと思われる｡炭化物

等は検出されず時期を決定する遣物は出土 してい

ないが､SElは縄文時代早期の集石遺構であるSI

llと切 り合っており､SIllよりも新 しい遺構で

ある｡

第87図 毒丁･徳利実測図
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第89図 溝状遺構実測図
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第Ⅴ章 自然科学分析

第 1節 土層とテフラ

1.日的

宮崎県中部に分布する後期更新世以降に形成さ

れた地層の中には､姶良､桜島､鬼界､阿多､ 阿
かぎんさい

帝など九州地方の火山に由来するテフラ (火山砕
せつぷつ

屑物,いわゆる火山灰)が数多く認められる｡テ

フラの中には､噴出年代が明らかにされている指

標テフラがあり､これらとの層位関係を追跡で求

めることで､遺構の構築年代や遣物包含層の堆積

年代などを知ることができるようになっている｡

そこで､後期旧石器時代や縄文時代の造物が検

出された都農町尾立第2遺跡においても､地質調

査を行って土層の層序を記載するとともに､採取

された試料を対象として火山ガラス比分析と重鉱

物組成分析を合わせたテフラ組成分析を行い､遺

物包含層と指標テフラとの層位関係を求めること

を巨的とし分析を委託した｡

分析結果として､本遺跡では､遺物包含層より

下位の土層についても良好な状態で土層を認める

ことができた｡下位の土層については火山ガラス

比分析を行うとともに､屈折率測定を合わせて行っ

ている｡これらの分析の対象となった地点は､土

層の堆積が調査区内で最も厚いK3GI･東壁としている｡

2.土層の層序

尾立第2避跡の標準的な土層断面が認められた

K3Grでは､下位より黄白色粘質土 (層厚15cm以上,

ⅩⅡ層)､黄色粘質土 (屑厚19cm,ⅩⅠ層)､若干赤み

がかった褐色粘質土 (層厚14cm,Ⅹ層)､暗灰褐色

土 (層厚6cm)､より色調が暗い暗灰褐色土 (層厚

14cm,以上Ⅸb層)､灰色租粒火山灰および炭化物

混じり暗灰褐色土 (層厚19cm)､暗灰褐色土 (層厚

5cm,以上Ⅸa層)､成層したテフラ層 (層厚25cm)､

灰褐色土 (層厚9C山,以上Ⅷ層)､上部10cmがより

暗い暗灰褐色土 (層厚31cm,Ⅶ層)､灰褐色土 (層

厚15cm)､灰色がかった褐色土 (層厚11cm,以上Ⅵ

層)､暗灰褐色土 (層厚11cm,V層)､黒色土 (層

厚13cm,Ⅳ層)､成層したテフラ屑 (層厚22.8cm,

Ⅲ層)､黒色土 (層厚3-14cm,Ⅲ層)､暗灰褐色

土 (層厚36C恥 Ⅰ屑)が認められる (図91)0

株式会社 古環境研究所

これらのうち､下位の成層 したテフラ屑 (Ⅷ層

下部)は､下位より黄色砂質細粒火山灰層 (層厚

llcm)と正の級化構造をもつ黄色砂質細粒火山灰

層からなる｡上部の下半には､黄色軽石 (最大径10

帆)も含まれている｡このテフラ層は､層相から

約2.4-2.5万年前*1 (暦年較正年代 :約2.6-2.9万

年前)に姶良カルデラ北東部の若御子カルデラか

ら噴出した姶良入声火砕流堆積物 (A-1to,荒牧,

1969)に関係する姶良Tn火山灰 (AT,町田･新井,

1976,1992,松本ほか,1987,村山ほか,1993,

池田ほか,1995)と考えられる｡

一方上位の成層 したテフラ層 (Ⅲ層)は､下位

より樺色軽石層 (層厚0.8cm,軽石の最大径3mm)､

橿灰色風化火山灰層 (層厚3cm)､橿色細粒火山灰

層 (層厚19cm)からなる｡このテフラ層は､層相

から約6,300年前*ユ(暦年較正年代 :約7,300年前)

に鬼界カルデラから噴出した鬼界アカホヤ火山灰 (K-

Ah.町田 .新井.1978,2003)に同定されるO

発掘調査では､これらの土層のうち､Ⅵ層から

後期旧石器時代の造物の多くが､またⅤ屑および

Ⅳ層から縄文時代の土器や石器が出土している｡

3.テフラ組成分析

K3Grにおいて､基本的に5cmごとに設定採取さ

れた試料のうち､ATより上位の11点の就料を対象

に火山ガラス比分析と重鉱物組成分析を合わせた

テフラ組成分析を行い､指標テフラの層位の把握

を行った｡また､ATより下位の8点について火山

ガラス比分析を行った｡分析の手順は次の通 りで

ある｡

1)試料12gを秤是｡

2)超音波洗浄により泥分を除去 ｡

3)80℃で恒温乾燥｡

4)分析鮪により1/411/8mの粒子を師別.

5)偏光顕微鏡下で250粒子を観察し､火山ガラス

の色調 ･形態別比率を求める (火山ガラス比

分析)0

6)偏光顕微鏡下で重鉱物250粒子を観察し､重鉱

物組成を明らかにする (重鉱物組成分析)0
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(2)分析待井

K3Grにおけるテフラ組成分析の鵜米を､ダイヤ

グラムにして第92図に示す｡また火山ガラス比と

韮鉱物組成の内訳を邦16表と第17表に示す｡

K3Grにおけるテフラ組成分析の結米､試料28か

ら試料22にかけて火山ガラスが多く認められた(420

-488%)｡これらの試料には､特徴的に透明のバ

ブル型ガラスが含まれている,重鉱物としては､

これら試料で､斜方輝石や磁鉄鉱のほかに､角閃

石が比較的多く含まれている (104-148%)｡こ

れらの試料より上位では､火山ガラスの比率は減

少し､一方､斜方輝石および単斜輝石 (合わせて

rdJl輝石と呼ばれる)の比率が増大する傾向にある｡

とくに;洗杵18で急増し､試料14に両輝石の出現ピー

クが認められる (716%)a

K-Ah(読本ト4)には､火山ガラスがとくに多く

含まれている (85.2%)｡この試料には､比率が高

い順に透明のバブル型 (756%)､繊維来状に発泡

した軽石型 (64%)､淡褐色のバブル型 (2.4%)､

褐色のバブル型 (0.8%)が含まれている｡この試

料には､韮鉱物として､斜方輝石 (41.2%)､磁鉄

紘 (380%)､l綿 [軽石 (196%)が含まれているo

K3Cr下部における火山ガラス比分析では､さほ

ど多くの火山ガラスは検出されなかったものの､

試料38より上位で連続的に認められるようになり､

試料34にわずかながらより多くの火山ガラスが含

まれるo試料38に含まれる火山ガラスは､判u]型 (1.2

%)や繊維来状に発泡した軽石型 (0.4%)であるo

また試料38に含まれる火山ガラスは､中開型 C2.4%)､

繊維束状およびスポンジ状に発泡した軽石型 (16

%)､透明のバブル型 (04%)である｡試料30には､

上位のATに由来すると考えられる火山ガラスが比

較的多く含まれている｡

4 屈ま斤率測定

(1)測定試料と測定方法

ATより下位の試料のうち､K3Grの試料38と試

料34に含まれる火山ガラスについて､屈折率(n)の

測定を行った｡測定には､温度変化型屈折率測定

装'E (京都フィッション トラック社製RIMS2(柵〕)

を利用した｡

(2)7TL]J定鵜架

屈折率測定の結米を表18に示す｡K3Grの試料38

に含まれる火山ガラスの屈折率 (n)は1498-

1.500である｡また試料34に含まれる火山ガラスの

屈折率 (n)は1.497-1.499であるC

5 考察

K3Gr､ATより上位の土層のうち.両輝石の比

率が増加け る試料18(1Ⅶ屑殺上部)から､その出

現ピークにあたる試料14(Ⅵ層中部)､さらにその

上位にかけては､両輝石型のテフラの混在が考え

られる｡このタイプのテフラで､より下位にある

ものとしては,層位を合わせて考慮すると､約1.4

万年前')(暦年較正年代 約167万年前)に霧砧火

山韓国岳からltA出したと推定されている落L5小林

軽石 (Kr-Kb,伊田ほか,1956.町田 新井,1

992,2003,早臥 1997,奥野.2002)が考えら

れるOまたその上位には､さほど可能性は拓くな

いかも知れないが､約11万年前'】(暦年一較正年代

約128万年前)に桜砧火山から噴出した桜山薩摩テ

フラ (Sz-S,小林,1986,町tfl 新井,1992,

2003,奥野,2002)の層位があるのかも知れない｡

いずれにしても､訳半日8付近 (Ⅶ屑淑上部)から

試料14(Ⅵ層中部)にかけての川に､Kr-Kbの降灰

層準のある可能性が考えられる｡

以上のことから､本追跡におけるATより上位の

旧右脚噺七の避物はKr-Kbの下位から上位にかけて､

また縄文時代の避物はKr-Kbより上位でK-Ahの下

位から出土していると考えられる｡

一方､ATより下位については､試料38(Ⅸb同

位下部)や試料34(Ⅸa屑下部)に含まれる火山ガ

ラスの屈折率だけをみると､約9.5万年前に鬼界カ

ルデラから噴出したと推定されている鬼非IGll;ミテ

フラ (K-Tz,町EElほか,1983,Nagaoka,1988)､

約45-5万年前に姶良カルデラから噴出した姶良

岩戸テフラ (A-Iw,町EE,1977,Nagaoka,1988,

町田 新井,2003)､約3万年前■】(暦年較正年代

約325万年前)に姶良カルデラ噴出した姶良大塚テ

フラ (A-Ot,11軌 1984,Nagaoka,1988,11岡

ほか,1997,2001.奥野,2002,町EB 新札 2003)､

約2.65万年前●】(暦年較正年代 約3.1万年前)に

姶良カルデラ南部から噴出したとされる姶良深溝



テフラ (A-Fm,長靴 1984,Nagaoka,1988,衣

岡ほか,1997,2001,奥軌 2002,町田 新札

2003)などに由来する可能性が考えられる｡試料

の層位や､火山ガラスの形fLrEなどを考慮すると､

試料38付近にはA-Ot､また試射34付近にはA-Fm

の降灰層唯がある可能性が考えられよう｡

今後､同定柏度をさらに向上させるために､斜

方輝石の屈折率測定や､信頼度の芯いEPMAを利

用 した火山ガラスの三成分化学穀l庇が調べられる

と良い｡
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第16表 火山ガラス比分析結果表

pn(sp) pnl(fb) その他 合計地点 試料 bw(cl) bw(pb) bw(br)
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数字は粒子敬.bw:バブ ル型,md:中間型,pn:軽石型,cl:透明,pb:淡褐臥 br:褐色,

sp:スポンジ状,rb:繊維来状.

第17表 重鉱物組成分析結果表

地点 試料 ol opx cpx ho bi mt その他 合計
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数字は粒子数,ol:カンラン石,opx:斜方舟石,cpx:単斜砕石,ho:角閃石,

bi:黒雲母,mt:磁鉄鉱.

第18表 屈折率測定結果表

地点 試料 火山ガラスの屈折率 (∩)

K3グリッド 34 1,497-1.499

K3グリッド 38 1.498-1.500

測定は,温度変化型屈折率測定装置 (RIMS2000)に よる
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数字はテフラ分析の試料番号

[∃軽石

[∃
粗粒火山灰

細粒火山灰

因 果色土

臣∃

⊂コ

暗灰褐色土

灰褐色土

褐色土

火山ガラス比
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[=] バブル型 (透明)

田 バブル型 (褐色)

巨∃ 中間型

囚 軽石型 (スポンジ状)

∈≡∃ 軽石型 (繊維来状)

第91図 K3Gr下部の火山ガラス比ダイヤグラム
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第 2節 放射性炭素年代測定

1.日的

本遺跡では､層位的な判断により遺構 ･遣物の年代

を与えている｡しかし､遺構の中には上部削平を受け

層位による年代の判断を困難にしている遺構も見受け

られた｡そこで､放射性炭素年代測定を行い､その遺

構の持つ実年代を求めることをEl的とした｡放射性炭

素年代測定を行った遺構はⅧ層 (AT面)直上より検

出された磯群 (SI21)､Ⅵa層中部より検出された集

石遺構 (SI34･SI40)､弥生時代 に帰属する土坑

(SZl)､上部削平を受け､Ⅷ層面より検出された石

姐遺構である｡

第19表 試料 と方法

これらの分析資料のうち､SI21iSI40では棟群､

集石遺構は炭化材の出土がほとんど見られず得られた

資料も5mm大以下の資料であった｡

逆に､SI21･SI40の資料に比べ､SI34では密集す

る集石の磯の中に炭化材が貼 り付いて出土 した資料で

あり､良好な資料と判断される｡

また､SXl埋土@､SZl埋土(参内炭化物は遺構底面

付近より出土した炭化物を試料として分析を行ってい

る｡

試科名 地点 ･層準 種 類 前処理 ･調整

NQI SI-21 炭化物 酸-アルカリー酸洗浄,石墨調整

NQ2 SI-34 炭化物 酸-アルカリ一顧洗浄,石墨調整

NQ3 SI140 炭化物 醸-アルカリ-酸洗軌 石墨調整

NQ4 SX-1,埋土③内 炭化物 醸-アルカリ-酸洗浄,石墨調整

NQ5 SZ11,埋土②内 炭化物 酸-アルカ.)一酸洗軌 石墨調整

S

S

S

S

S

M

M

M

M

M

A

A

A

A

A

AMS:加速器質量分析法 (Accele1-atOrMassSpectrometry)

第20表 測定結果表

試料名 (望IJefa"_a) 1(di冨 苦 言芸 補Si4BC,T IC (18:6諾 芸笠 (2T =)95%確率)

NQ1 213637 24930±160 127.0 24900±160 暦年代較正の範囲外

No2 213638 8480±50 -29.4 8410±50 交点 :calBC7510

1♂ :calBC7540-7470

2a :calBC7570-7350

NQ3 213639 7130±40 -27.8 7080±40 交点 :calBC5980

1♂ :calBC6000-5900

2♂ :calBC6010-5870

No4 213640 360±40 -26.7 330±40 交点 :catAD1520,1580,1630
1♂ :calAD1490-1640

2♂:calAD1460-1650

Nn5 213641 2090±40 -25.6 2080±40 交点 :calBC80

1♂:calBC160-40

2∂ :calBC190-ADIO
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(1))4C年代測定値

試料の14C/12C比から､単純に現在 (AD1950年)

から何年前かを計算 した値｡14Cの半減期は､国際

的旧例によりLibbyの5,568年を用いた｡

テ′ルタ

(2)∂13C測定値

試料の測定Hc/12C比を補正するための炭素安

定同位体比 (13C/12C)｡この値は標準物質 (PDB)

の同位体比からの千分偏差 (臥)で表す｡

(3)補正ldC年代侶

∂13C測定値から試料の炭素の同位体分別を知り､

14C/J2C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である｡

(4)暦年代

過去の宇宙線強度の変動による大気中14C濃度の

変動を較正することにより算出した年代 (西暦)0

calはcalibrationした年代値であることを示す｡較

正には､年代既知の樹木年輪の14Cの詳細な測定値､

およびサンゴのU-Th年代 と14C年代の比較により

作成された較正曲線を使用 した｡INTCAL98では､

約19,000年BPまでの換算が可能となっている｡た
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だし､10,(X氾年BP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ある｡

暦年代の交点とは､補正14C年代値と較正曲線と
シグマ

の交点の暦年代値を意味する｡i5 (68%確率)と

2♂ (95%確率)は､補正Hc年代値の偏差の帽を

較正曲線に投影した暦年代の帽を示す｡ したがって､

複数の交点が表記される場合や､複数の 1♂ ･2

♂値が表記される場合もある｡

2.所見

加速器質量分析法 (AMS法)による放射性炭素

年代測定の結果､SI21の炭化物では24900±160年

BP(暦年代較正の範囲外)､SI34の炭化物では84

10±50年BP(16の暦年代でBC7540-7470年)､

SI40の炭化物では7080±40年BP(同BC6000-59

00年)､SZlの炭化物では330±40年BP(同AD149

0-1640年)､SXlの炭化物では2080±40年BP(同

BC160-40年)の年代値が得られた｡
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第92図 試料 5暦年代較正曲線 図

- 125-



第 3節 蛍光X線分析 (黒曜石産地推定)1.日的

物質にX線を照射すると､その物質を構成 してい

る元素に固有のエネルギー (蛍光Ⅹ線)が放出され､

この蛍光Ⅹ線を分光して波長と強度を測定することで､

物質に含まれる元素の種類と量を調べることができる｡

この方法を用いて､指標 となる特定の元素の検

出パターンの比較から石器 (黒曜石など)の産地

推定や土器 (須恵器など)の生産地推定が行われ

ている｡尾立第2遺跡では黒曜石製のナイフ形石

器や石核､剥片が約900点出土 しており､肉眼観察

のみでなく､蛍光Ⅹ線分析を行 うことによって出

土 した黒曜石産地を推定することを目的とした.

2.試料

試料は､尾立第2追跡から出土 した黒曜石の剥片

25点､石核4点､原石 1点の計30点である｡試料の

詳細を第21表に示すOなお､巻頭図版 6･7に示さ

れる追加原石は､近年､本報告書編著者が現在黒曜

石を採取できる原産地より採取 した黒曜石原石資料

に対 し､蛍光Ⅹ線分析を委託 したものである｡

3.分析方法

(1)測定法

試料を超音波洗浄器で洗浄 した後､エネルギー

分散型蛍光Ⅹ線分析装置 (EDX,セイコーインス

ツルメンツ卓上型蛍光Ⅹ線分析計,SEA-2110L)

を用いて測定を行った｡測定の条件は､マイラーフイ

ルム使用､測定時間240秒､照射径10mm､管電圧50

kV､試料室内真空､Si(Li)半導体検出器である｡

測定は､国立沼津工業高等専門学校物質工学科の

望月研究室で行った｡

測定元素は､Al(アルミニウム)､Si(ケイ素)､

K(カリウム)､Ca(カルシウム)､Ti(チタニウム)､

Mn(マンガン)､Fe(秩)､Rb(ルビジウム)､Sr(ス

トロンチウム)､Y(イットミウム)､Zr(ジルコン)

の11元素である｡

(2)産地推定法

1)判別図法

蛍光X線強度から貸出した産地推定の指標を二次

元プロットし､原石と試料の領域を比較すること

により産地推定を行 う方法で､視覚的に確認でき

てわかりやすい方法である｡

巻頭図版 6は横軸にRb分率 (Rb強度×100/A)､

縦軸にMn強度×100/Fe強度､巻襲図版 7は横軸

にSr分率 (Sr強度×100/A),縦軸に10g(Fe強度

/K強度)をプロットしたものである｡なお､A

-Rb強度+Sr強度+Y強度+Zr強度である｡

2)判別分析

判別図法による産地推定結果を確実にするため､

多変量解析の判別分析 を行った｡これは､原石の

各産地群の中心 と個々の試料の類似度をマハラノ

ビス距離 として算出 し､各産地に属する確率を計

算する方法である｡既知の産地のどれに類似 して

いるかを判別する方法であり､未知の産地の判別

はできない｡

第21表の第 1候補産地と第2候補産地は､判別

分析により推定された産地の第 1候補 と第2候補

である｡判別群は候補産地記号 (判別図法による

産地と通常は一致)､距離は試料から候補産地まで

のマハラノビス距離 (値が′トさいほど候補産地と

類似性が高い)､確率は試料が候補産地に属する確

率 (1に近いほど類似性が高い)である｡

4,結果および考察

尾立第2遺跡から出土 した黒曜石30点について

蛍光Ⅹ線分析による産地推定を行った｡その結果､

NQl～NQ9の9点は大口El東群､NQIO～NQ12の3

点は樋脇上牛鼻群､Nn19､NQ20､NQ25の3点は人

吉桑ノ木津留群と推定された (表 1､巻頭図版 6･

7)｡NQ21は全面風化のため測定不可であった.

その他の14点は､データベースにない産地のも

のであ り､尾立第 2追跡出土の産地不明の群 とし

て仮に尾立第20Ⅹ群 とした｡これらの14点はひと

つの群 としてまとまっており､元の産地はひとつ

に限定されると考えられる｡霧島系 とされる未発

見の産地の可能性 も考えられることから､新たな

原石産地の発見が期待される｡
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第21表 尾立第 2遺跡出土黒曜石の産地推定結果

No. グリッド JT位 種類 研究室 年rEn通番 判別画判別群 判別分析 推定産地第1候補産地 第2候補産地

判別群 距拙確率 判別群 距租確率

1 Cg Ⅵ 剥片 MKO7-4093 OGNT OGNT 4.29 1 SSHID 32.65 0 大口白菜群

2 Cg Ⅵ 二次加工剥片 MKO7-4094 OGNT OGNT 5.75 1 SSHID 30.14 0 大口日東群

3 C6 Ⅵ 剥片 MKO7-4095 OGNT OGNT 5.87 1 SSHID 29.33 0 大口日東群

4 F5 ⅤⅠ 石核 MKO7-4096 OGNT OGNT 4.66 1 MUT1 40.16 0 大口日東群

5 F4 Ⅶ 剥片 MKO7-4097 OGNT OGNT 3.76 1 MUTt 42.08 0 大口日東群

6 F4 Ⅶ 剥片 MKO7-4098 OGNT OGNT 10.65 1 MUTt 54.38 0 大口日東群

7 F5 Ⅵ 剥片 MKO7-4099 OGNT OGNT 6.76 1 SSHID 39.89 0 大口E]東群

8 G5 Ⅵ 剥片 MKO7-4100 OGNT OGNT 7.73 1 SSHID 3一.07 0 大口E]薫群

9 F5 Ⅶ 剥片 MKO7-4101 OGNT OGNT 6.25 1 MUT1 33.43 0 大口日東群

10 J2 Ⅴ 剥片 MKO7-4102 HWKU HWKU 7.95 1 ⅠKHK 487 0 樋脇上牛A群

ll Ⅰ3 Ⅴ 剥片 MKO7-4103 HWKU HWKU 5.76 1 ⅠKHK 687.8 0 樋脇上牛JL群

12 J2 Ⅵ 剥片 MKO7-4104 HWKU HWKU 1.74 1 ⅠKHK 624.3 0 樋脇上牛鼻群

13 E6 Ⅵ 剥片 MKO7-4105 *OX SSH4M 1ー4_5 0.76 OGNO 1ー7.3 0一239 尾立第20X群

14 H7 Ⅴ 剥片 MK07-4106 BOX SSH4M 84.49 0.999 SSHIU 100 5E-04 鳥立第20X群

15 G7 Ⅵ 右横 MKO7-4107 +OX SSH4M 81.33 0.992 SSHIU 91.13 0.008 尾立第20X群

16 H7 Ⅵ 剥片 MKO7-4108 +OX SSH4M 61_8 0.996 SSH4D 71.7 0_004 尾立第20X群

17 Cg Ⅵ 徽細則出のある剥片 MKO7-4109 *OX SSH4M 101.9 0.914 ONHS 108.5 0.077 尾立第20X群

18 Cg Ⅵ 右横 MKO7-4110 *OX OGNO 101.a 0.815 SSH4M 104.8 0.148 尾立貰20X群

19 G4 Ⅵ 剥片 MKO7-4111 HYKK HYKK 6.5 1 OGNO 174.3 0人吉典ノ木津留群

20 J2 Ⅵ 石核 MKO7-4112 HYKK HYKK 1.34 1 OGNO 177.9 0人吉桑ノ木津留書手

21 Cg Ⅸ 原石 MKO7-4113 測定不可 測定不可 測定不可 (全面風化のため;測定不可)

22 巳9 Ⅸ 剥片 MKO7-4114 +OX SSH4M 88.43 0.972 SSH4D 94.47 0.028 尾立第20X群

23 B9 Ⅸ 剥片 MKO7-4115 *OX SSH4M 89.19 0_g83 SSH4D 96.21 0,017 尾立第20X群

24 B9 Ⅸ 剥片 MKO7-4116 *OX SSH4M 81.45 1 SSH1∪ 97.813E-04 尾立第20X群

25 B9 Ⅸ 剥片 MKO7-4117 HYKK HYKK 3.36 1 OGNO 153.4 0 人吉桑ノ木津宙群

26 B9 Ⅸ 剥片 MKO7-4118 +OX SSH4M 70.79 0.996 SSH4D 80.88 0.004 尾立第20X群

27 B9 Ⅸ 剥片 MKO7-4119 ■OX SSH4M 116.6 0.998 SSH4D 130.9 0.001 尾立第20X群

28 C8 Ⅸ 剥片 MKO7-4120 YOX SSH4M 82.04 0.976 SSH4D 88.38 0.024 尾立第20X群

29 A10 Ⅸ 剥片 MKO7-4121 *OX SSH4M 97.85 0.846 ONHS 103.1 0.145 尾立第20X群
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第4節 種実同定

1.日的

尾立第2遺跡ではSXl(弥生時代土坑)､SZl(近

世石組遺構)より炭化種実と考えられる資料を検

出した｡これら種実の､種類や構成を調べることで､

過去の植生や栽培植物を明らかにすることを日的

とし､分析を行った｡

2.試料

試料は､SXl(埋土②)､SXl(埋土③)､SZl､

弥生土器内埋土から選別採取された試料 1-試料

7の7ケースであるが､石組遺構② と弥生土器内

埋土より選別された資料はいずれも種実とは異な

る炭化物片であった｡

3.方法

肉眼及び双眼実体顕微鏡で観察し､形態的特徴

および現生標本との対比によって同定を行った｡

結果は同定レベルによって科､属､種の階級で

示した｡

1 カラスザンショウ種子

0.5mm

写真 8

5.考察

種実同定の結果､石組遺構 (Ⅲ層)ではカラス

ザンショウ1､土坑 (弥生時代)ではカヤツリグ

サ科 1が確認された｡カラスザンショウは低地の

4.結果

(1)分類群

分析の結果､樹木 1､草本 1の計2分頻群が同

定された｡学名､和名および粒数を表 1に示 し､

各分類群を写真に示す｡以下に同定根拠となる形

態的特徴を記戟する｡

〔樹木〕

カラスザンショウ Zan山oxylumailallthoidesSieb.

etZucc.種子 ミカン科

黒色で楕円形を呈し､側面に長く深いへそがあるO

表面には大きい綱目模様がある｡

〔草本〕

カヤツリグサ科 Cyperaseae果実

黒褐色で倒卵形を量 し､断面は両凸レンズ形で

ある｡

2 カヤツリグサ科果実

1.OTnJI)

種実写真

二次林に分布する樹木であり､遺跡周辺が二次林

化 していた可能性が示唆される｡カヤツリグサ科

は多様な環境に生育するが､水生植物が多いO

文献

笠原安夫 (1985)日本雑草図説,養賢堂,494p.

南木睦彦 (1993)菓 ･果実 ･種子.日本第四紀学会編.第四紀試料分析法,東京大学出版会,p.276-283.
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第Ⅵ章

尾立第2遺跡では､後期旧石器時代から縄文時

代早期､弥生時代､近世の遺構 ･遺物を確認した｡

ここでは主体的に確認された後期旧石器時代と縄

文時代早期についてまとめと若干の考察を行いたい｡

第 1節 後期旧石器時代

L編年

AT下位黒色帯 (MB3)最下部から､下位の褐色

ローム層 (ML3)にかけて出土した局部磨製石斧

(1)と髄石 (2)をⅠ期の石器とした｡特に､

1の局部磨製石斧は､県内でML3相当層からの出

土が序々に増えてきている器種である｡同資料は､

延岡市山田遺跡で報告された局部磨製石斧と､背

面に樺面を残す点や整形後刃部付近をわずかに研

磨する点で類似している｡

Ⅱ期の石器はⅨ層直上より出土 し､縦長剥片を

素材としたノJ､型のナイフ形石器に特徴がみられる｡

ナイフ形石器は2-4cm大のものが多 く､素材

となる縦長剥片の打面を基部に設定する点に共通

した特徴を見出せる｡]期石器群には良好な接合

資料がないものの､出土 した石核や剥片からは､

不定形方向から､やや幅広の剥片を採取するものと､

石刃状に稜が並行するものの2つの剥片剥離技術

の存在が認められる｡また､114は研磨の可能性を

残す打製石斧である｡研磨の存在を示すAT直上の

石器は､高鍋町野首第2遺跡でも指摘されている (宮

崎県埋蔵文化財センター2006)o

Ⅲ期はⅥ層のKr-Kbを含む層と､その上層より出

土したナイフ形石器や角錐状石器､台形棟石器等の

組成をもつ石器群であるOこのうち､台形棟石器は

素材剥片を横位に用い､刃部が器軸に対し､斜行す

る規格性の高いものが確認されるが､ナイフ形石器､

角錐状石器はいくつかのバリエイションを持つ｡特に､

ナイフ形石器は､第40図213-240のようなノJ､型の縦

長剥片を素材とし基部に二次加工が施されるものや､

やや幅広の剥片を素材とし､基部周辺に加工が施さ

れるもの (241-254)､正面基部中央に前段階の縦

まとめ

長剥片採取の痕跡が残り､小型の規格性をもつ縦長

剥片剥離が確認されるもの (256-261)等は形態的 ･

技術的に類似性を見出せる｡しかし､その分布は調

査区内で複雑に重複し､これらの同様な特徴を持つ

ナイフ形石器が明確なまとまりをもって出土した範

囲は確認できなかったO

同様に､石器の分布に着目すると､ブロックと

設定した範囲では石器出土数に対 し､ナイフ形石

器や角錐状石器等の割合が高い｡また､ブロック

と設定 していない範囲でも､B9Gr周辺やD7Gr周

辺のように剥片等の石器に対 し､ナイフ形石器や

角錐状石器が集中する傾向にある｡

Ⅳ期とした細石刃石器群は､層位的に時期の区分､

検討を行うことはできない｡細石刃核は黒曜石(∋

類製のものと､流紋岩(∋類､流紋岩(参類のものが

多くを占めている｡このうち､流紋岩(∋頬､流紋

岩②類製の接合資料からは､遺跡内での細石刃剥

離に関わる調整の痕跡を示している｡

近年､宮崎県では良好な層位を基とし､石器の

型式変化や技術の差異について､県内の旧石器時

代石器群を10段階に区分 した編年案 (以下10段階

隔年)が提示された (宮崎県旧石器文化談話会2005)0

同席年案によれば､本遺跡の Ⅰ期は10段階術年の

第 1段階に､Ⅱ期は第3段階､Ⅲ期は僅かに第5

段階の石器を含み､第6段階､第7段階の石器が

主体となる｡特に､241-261は第6段階に位置づ

けられるナイフ形石器である｡また､Ⅳ期は第8

段階､第9段階の石器と思われる｡

また､Ⅶ屑下部或いは､Ⅷ層直上より検出された

磯群については10段階砺年では遺構に関する考察が

ないため､編年への援用は行うことができないoL

かし､10段階編年ではAT直上にあたるML2より出

土した石器を第4段階と位置づけており､本道跡出

土の磯群は､同段階に位置づけられると考えたい｡

なお､Ⅷ層直上面SI21より検出された炭化材に対し

14C年代測定結果を行った結果､暦年代較正範囲外で

はあるが124,90]±160*BPの年代値が得られている｡
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I尾立第2遺跡出土の黒曜石製石器について

本追跡より出土した黒曜石利石器について30点

の蛍光X線分析を委託したO分析の結紫､確認さ

れたfJi曜石の全てが本遭跡から100km以上の距離を

産地とするfl圭曜石であった (第93囲)｡

これらの黒曜石石器の搬人形fLieをみると以下のよ

うにまとめられる｡

盟曜石①類 (桑ノ木津F,晋と推定)は旧石器時代

から縄文時代早期にかけて確認され､特に､節Ⅳ

糊とした細石刃石綜群で架岨石①斬製の石器が多

く確認されるようになる.細石刃核の背面や側面

に接面が残存した状況で確認されることから､亜

角襟あるいは亜円襟の原石状態で追跡内への搬入

が想定される｡また､同石材を利用した石鉄は､

末製品が確認されるものの､石戯製作に関わる砕

片等の抽出が的雛であったO出土した砕片には襟

面が残存するものがほとんど確認されず､製品あ

るいは半製品の状態での避跡内への搬入が考えら

れるのかもしれない｡

架曜石③類 (日東と推定)はIIl期石器群で確認

される｡蛍光X線分析が行われた他の逝跡でも､A

T上位から同黒曜石の存在は確認されているO出土

した指種には､角錐状石器､剥片､砕片が存在す

るが､特にプロノクGと設定した範凶では角錐状

石器製作に伴う剥片､砕片が出土する｡プロノク

G内出土の石器を含め､横面が残存する溌料は少

なく､その搬入形態には､横面が存在しない状態

で逝跡内へ搬入したと考えられ､避跡内で製作に

rWわる調整を行ったと想定される｡

聖曜石②勅 ⑤軒 (尾立那20X群)はI]期,III

期､Ⅳ期で確認される.このうち､②軒とした球

湖が含まれる石才芸の出土はII期石器群に限られるO

プロノクAとした兜昭石⑧類製の石才芸が炎中す

る範囲では分析不可ではあったが､劉 担石壇)熱と

考えられる原石がさ担聯石②如利の石才芸とともに出

上し､剥片等にも襟両が残存する資料が見られる

ことから.ll;ミ石状態での搬入が想定される｡

n期以降では､球塀は持たないが同株の分析結

媒他が示す､顕職石⑤類等削こ石材の特徴が似る細

石刃稼 (531､533､534)が確認されている｡上

述の細石刃核も球面が残存することから､脱石状

態での追跡内搬入が考えられるのかもしれないO

また､T.鮎聯石◎勅 (上牛虎と推定)､⑥類､⑦勅

は剥片状態での出土であり､横面が残存する資料

は確認されていない｡

■尾立第20X群について

尾立第20X群と分析された試料には､一見する

と桑ノ木津留 上背水産と判断してしまうような

石材の特徴を持つものが存在する.このような石

材特徴の斬似は､同一の火山が複数回の噴火で黒

曜石を生成した場合が想定されるoLかし､同一

火山を噴出源とした場合､,Tfl昭石が示す化学組成

は類似すると考えられ､今回の分析頼光では同一

噴出源とするにはその分析値が離れ過ぎていると

のことだった (望月明彦氏のご教示による)0

そうしたことから､新たな王Fu職石産地を含め､

尾立第20X群について検討を行わなければならない｡

7ゝ1内で蛍光X線分析が実施された避跡で同様に

分析耗IA1-が産地不明とされる盟昭石に.′ト林市内

屋敷避跡で初めて発見された内屋敷地物群 (UT

-1群)の存在があるO

内屋敷避跡出土の黒曜石約200卓を観察した括弧､

本遊跡で尾立筋20Ⅹ群とされたものと同様な特徴

を示し.球期を含む潜料を2点確認することがで

きた｡また､接面は本追跡の-IFf圭昭石⑤ま削二近似す

るものの､剥離面は不適跡のものとは様相が若干

異なっているように見受けられたO

さらに､未発見の架曜石産地ながらも､これま

で敗度かにわたって指摘がされている落LLb系と呼

称される黒曜石についても考慮すべきであろうC

露出系とされる罪曜石には標難資本トが存在しない

ため､何をもって弟出系男'昭石とするか判断に迷

うが､ここで九州のZTfl曜石について精力的な研究

を行った坂田邦洋氏の文章から､石材の特徴をま

とめると ｢芳鳥山産(?)T.q黒曜石｣は ｢軌の加わっ

たようにツヤのない黒色で､白っぽい石英の′ト粒

が点在しているのが印象的｣で ｢表面は細目のサ

ンドペーパーで磨いたようになめらかで少しばか

りザラザラしている｣とその特徴が指摘されてい
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