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序　　文

　公益財団法人千葉県教育振興財団は、埋蔵文化財の調査研究、文化財保

護思想の涵養と普及などを主な目的として昭和49年に設立され、以来、数

多くの遺跡の発掘調査を実施し、その結果として多数の発掘調査報告書を

刊行してきました。

　このたび、千葉県教育振興財団調査報告第735集として、独立行政法人

都市再生機構の流山新市街地地区土地区画整理事業に伴って実施した流山

市市野谷芋久保遺跡ほか８遺跡の発掘調査報告書を刊行する運びとなりま

した。

　これらの調査では、旧石器時代の石器をはじめ、縄文時代の礫群、古墳

時代の集落跡、近世の野馬土手に関連する遺構が検出され、この地域の歴

史を知る上で貴重な成果が得られております。この報告書が学術資料とし

て、また地域の歴史解明の資料として広く活用されることを願っておりま

す。

　終わりに、調査に際し御指導、御協力をいただきました地元の方々を初

めとする関係の皆様や関係機関、また、発掘から整理まで御苦労をおかけ

した調査補助員の皆様に心から感謝の意を表します。

　　平成27年３月

 公益財団法人　千葉県教育振興財団　

 理 事 長　堀 田 弘 文　



凡　　例

１　本書は、独立行政法人都市再生機構による流山新市街地地区土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財の発

掘調査報告書である。

２　本書は、下記の遺跡を収録したものである。

　市野谷芋久保遺跡 千葉県流山市市野谷646-16ほか （遺跡コード220－021）
　市野谷中島遺跡 　　　流山市市野谷693-1ほか （遺跡コード220－055）
　市野谷向山遺跡 　　　流山市市野谷494-2ほか （遺跡コード220－036）
　市野谷立野遺跡 　　　流山市市野谷772-2ほか （遺跡コード220－022）
　大久保遺跡 　　　流山市西初石６丁目813-3ほか （遺跡コード220－023）
　西初石五丁目遺跡 　　　流山市西初石５丁目62-5ほか （遺跡コード220－045）
　東初石六丁目第Ⅰ遺跡　　　流山市東初石６丁目186-13ほか （遺跡コード220－057）
　十太夫第Ⅰ遺跡 　　　流山市十太夫186ほか （遺跡コード220－049）
　十太夫第Ⅲ遺跡 　　　流山市十太夫2-2ほか （遺跡コード220－062）
３　発掘調査から報告書作成に至る業務は、独立行政法人都市再生機構の委託を受け、公益財団法人千葉

県教育振興財団が実施した。

４　発掘調査及び整理作業の担当者、実施期間は本文中に記載した。

５　本書の執筆は主任上席文化財主事　森本和男・新田浩三、主任主事　山岡磨由子・平井真紀子が担当

した。編集は各々が行った。執筆分担は、以下のとおりである。

　森本　第２章第４節・第５節２・３・第６章（第２節７・第５節１を除く）

　新田　第１章・第２章第１・２節・第３節５・第５節１・第４章第６節・第５章（第３節の一部・第４

節を除く）

　山岡　第６章第２節７・第５節１・第７章～第10章
　平井　第２章第３節１～４・第３章・第４章（第６節を除く）・第５章第３節１～４・６・第４節

６　発掘調査から報告書刊行に至るまで、下記の諸機関から多くの御指導、御協力を得た。記して感謝申

し上げたい（敬称・所属略）。

　千葉県教育庁教育振興部文化財課、独立行政法人都市再生機構、流山市教育委員会

７　本書で使用した地形図は、下記を合成・縮小して使用した。

　第1-2図　都市基盤整備公団　流山新市街地地区現況図　１/2,500（平成13年３月調整）
　第1-3図　参謀本部陸軍測量局第１軍管地方迅速測図「流山村」、「我孫子宿」（明治13年測量）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「野田町」、「守谷町」（明治14年測量）
　第1-4図　国土地理院発行　１/25,000地形図「流山」［Ｎ１－54－25－１－２］（平成17年８月発行）
８　本書で使用した航空写真は、下記のとおりである。

　図版1-1　在日極東アメリカ軍撮影（昭和22年８月）
　図版1-2･1-3　京葉測量株式会社撮影（昭和48年３月）
９　本書で使用した図面の方位はすべて座標北であり、測地系は日本測地系による。

10　黒曜石産地推定にあたっては、明治大学黒耀石研究センター　池谷信行氏に分析を依頼した。
11　嶺岡産珪質頁岩は、自然面が明黄褐色、内部は灰緑色の地に白色・灰色・黒色の班が混じる珪質頁岩
で、いわゆる「白滝頁岩」や「保田層産珪化泥岩」と同じものを示す。

12　ブロックの記載方法は、母岩別器種組成表をブロックごとに掲載した。また、本文中においてブロッ
クの大きさの表現は、（南北）ｍ×（東西）ｍに統一してある。

13　巻末に添付した CD-ROMには、旧石器属性表、本書掲載の表・写真図版、石器・出土状況のカラー
写真の一部が収録されている。ファイル目次は CD-ROMに収納した。



総 目 次

第１分冊

第１章　はじめに………………………………………………………………………………………… １

　第１節　調査の概要…………………………………………………………………………………… １

　第２節　遺跡の位置と環境…………………………………………………………………………… ８

　第３節　基本層序……………………………………………………………………………………… 13
第２章　市野谷芋久保遺跡……………………………………………………………………………… 14
　第１節　遺跡の概要…………………………………………………………………………………… 14
　第２節　旧石器時代…………………………………………………………………………………… 14
　第３節　縄文時代……………………………………………………………………………………… 288
　第４節　近世…………………………………………………………………………………………… 328
　第５節　まとめ………………………………………………………………………………………… 344
第３章　市野谷中島遺跡………………………………………………………………………………… 353
　第１節　遺跡の概要…………………………………………………………………………………… 353
　第２節　縄文時代……………………………………………………………………………………… 353
　第３節　奈良時代～中・近世………………………………………………………………………… 359
　第４節　まとめ………………………………………………………………………………………… 366

第２分冊

第４章　市野谷向山遺跡………………………………………………………………………………… 367
　第１節　遺跡の概要…………………………………………………………………………………… 367
　第２節　縄文時代……………………………………………………………………………………… 367
　第３節　古墳時代……………………………………………………………………………………… 400
　第４節　平安時代……………………………………………………………………………………… 414
　第５節　中世～近世…………………………………………………………………………………… 416
　第６節　旧石器時代（補遺） ………………………………………………………………………… 420
　第７節　まとめ………………………………………………………………………………………… 426
第５章　市野谷立野遺跡………………………………………………………………………………… 428
　第１節　遺跡の概要…………………………………………………………………………………… 428
　第２節　旧石器時代…………………………………………………………………………………… 428
　第３節　縄文時代……………………………………………………………………………………… 433
　第４節　近世…………………………………………………………………………………………… 495
　第５節　まとめ………………………………………………………………………………………… 502
第６章　大久保遺跡……………………………………………………………………………………… 504
　第１節　遺跡の概要…………………………………………………………………………………… 504
　第２節　縄文時代……………………………………………………………………………………… 507
　第３節　奈良時代……………………………………………………………………………………… 539
　第４節　近世…………………………………………………………………………………………… 540
　第５節　まとめ………………………………………………………………………………………… 547
第７章　西初石五丁目遺跡……………………………………………………………………………… 551
　第１節　遺跡の概要…………………………………………………………………………………… 551
　第２節　旧石器時代…………………………………………………………………………………… 551
　第３節　縄文時代……………………………………………………………………………………… 561



　第４節　近世…………………………………………………………………………………………… 570
　第５節　まとめ………………………………………………………………………………………… 578
第８章　東初石六丁目第Ⅰ遺跡………………………………………………………………………… 580
　第１節　遺跡の概要…………………………………………………………………………………… 580
　第２節　縄文時代……………………………………………………………………………………… 582
　第３節　近世…………………………………………………………………………………………… 584
　第４節　まとめ………………………………………………………………………………………… 584
第９章　十太夫第Ⅰ遺跡………………………………………………………………………………… 585
　第１節　遺跡の概要…………………………………………………………………………………… 585
　第２節　縄文時代……………………………………………………………………………………… 585
　第３節　近世…………………………………………………………………………………………… 590
　第４節　まとめ………………………………………………………………………………………… 593
第10章　十太夫第Ⅲ遺跡 ………………………………………………………………………………… 594
　第１節　遺跡の概要…………………………………………………………………………………… 594
　第２節　旧石器時代…………………………………………………………………………………… 594
　第３節　縄文時代……………………………………………………………………………………… 597
　第４節　近世…………………………………………………………………………………………… 612
　第５節　まとめ………………………………………………………………………………………… 615
報告書抄録…………………………………………………………………………………………………巻末



第１分冊本文目次

第１章　はじめに ……………………………………………………………………………………… １

　第１節　調査の概要…………………………………………………………………………………… １

　　１．調査に至る経緯………………………………………………………………………………… １

　　２．調査の経緯と経過……………………………………………………………………………… １

　　３．調査の方法と概要……………………………………………………………………………… ８

　第２節　遺跡の位置と環境…………………………………………………………………………… ８

　　１．遺跡の位置と地理的環境……………………………………………………………………… ８

　　２．周辺の遺跡……………………………………………………………………………………… ８

　第３節　基本層序……………………………………………………………………………………… 13
第２章　市野谷芋久保遺跡……………………………………………………………………………… 14
　第１節　遺跡の概要…………………………………………………………………………………… 14
　第２節　旧石器時代…………………………………………………………………………………… 14
　　１．概要……………………………………………………………………………………………… 14
　　２．第１文化層……………………………………………………………………………………… 20
　　３．第２文化層……………………………………………………………………………………… 182
　　４．第３文化層……………………………………………………………………………………… 198
　　５．第４文化層……………………………………………………………………………………… 265
　　６．第５文化層……………………………………………………………………………………… 276
　　７．単独出土石器…………………………………………………………………………………… 281
　　８．黒曜石の産地推定結果について……………………………………………………………… 283
　第３節　縄文時代……………………………………………………………………………………… 288
　　１．竪穴住居跡……………………………………………………………………………………… 293
　　２．陥穴……………………………………………………………………………………………… 300
　　３．土坑・焼土遺構………………………………………………………………………………… 306
　　４．グリッド出土の縄文土器……………………………………………………………………… 314
　　５．グリッド出土の縄文石器……………………………………………………………………… 324
　第４節　近世…………………………………………………………………………………………… 328
　　１．溝・野馬堀……………………………………………………………………………………… 328
　　２．シシ穴…………………………………………………………………………………………… 337
　　３．火葬墓・土坑…………………………………………………………………………………… 340
　　４．近世の遺物……………………………………………………………………………………… 343
　第５節　まとめ………………………………………………………………………………………… 344
　　１．旧石器時代……………………………………………………………………………………… 344
　　２．縄文時代………………………………………………………………………………………… 351
　　３．近世……………………………………………………………………………………………… 351
第３章　市野谷中島遺跡………………………………………………………………………………… 353
　第１節　遺跡の概要…………………………………………………………………………………… 353
　第２節　縄文時代……………………………………………………………………………………… 353
　第３節　奈良時代～中・近世………………………………………………………………………… 359
　第４節　まとめ………………………………………………………………………………………… 366



第１章　はじめに

第1-1図　グリッドの呼称例 …………………………………………８

第1-2図　流山新市街地地区遺跡位置図 ……………………………９

第1-3図　遺跡の位置と周辺の地形（旧況図） ………………………10

第1-4図　遺跡の位置と周辺の地形（現況図） ………………………11

第1-5図　基本層序 ……………………………………………………13

第２章　市野谷芋久保遺跡

第2-1図　　市野谷芋久保遺跡調査状況 ……………………………15

第2-2図　　市野谷芋久保遺跡年次別調査区域と確認・本調査範囲 …16

第2-3図　　市野谷芋久保遺跡文化層別ブロック・ユニット位置図 …17

第2-4図　　第１文化層遺物分布及びブロック配置 ………………21

第2-5図　　第１文化層環状ブロック群遺物分布及びブロック間接合 …22

第2-6図　　第１文化層環状ブロック群遺物出土状況 ……………24

第2-7図　　第１文化層環状ブロック群の出土層位 ………………25

第2-8図　　第１文化層環状ブロック群器種別分布（1） ……………36

第2-9図　　第１文化層環状ブロック群器種別分布（2） ……………37

第2-10図　 第１文化層環状ブロック群石材別分布 ………………41

第2-11図　 第１文化層環状ブロック群黒曜石産地別分布 ………41

第2-12図　 第１文化層環状ブロック群黒曜石分布（1） ……………42

第2-13図　 第１文化層環状ブロック群黒曜石分布（2） ……………42

第2-14図　 第１文化層環状ブロック群ホルンフェルス分布（1） …43

第2-15図　 第１文化層環状ブロック群ホルンフェルス分布（2） …43

第2-16図　 第１文化層環状ブロック群緑色凝灰岩分布 …………44

第2-17図　 第１文化層環状ブロック群玉髄分布 …………………44

第2-18図　 第１文化層環状ブロック群トロトロ石分布（1） ………45

第2-19図　 第１文化層環状ブロック群トロトロ石分布（2） ………45

第2-20図　 第１文化層環状ブロック群頁岩類分布 ………………46

第2-21図　 第１文化層環状ブロック群チャート分布 ……………46

第2-22図　 第１文化層環状ブロック群砂岩・安山岩分布 ………47

第2-23図　 第１文化層環状ブロック群ガラス質黒色安山岩分布（1） …47

第2-24図　 第１文化層環状ブロック群ガラス質黒色安山岩分布（2） …48

第2-25図　 第１文化層環状ブロック群ガラス質黒色安山岩分布（3） …48

第2-26図　 第１文化層環状ブロック群ガラス質黒色安山岩分布（4） …49

第2-27図　 第１文化層環状ブロック群ガラス質黒色安山岩分布（5） …49

第2-28図　 第１文化層第１ブロック遺物分布 ……………………53

第2-29図　 第１文化層第２ブロック器種別分布 …………………54

第2-30図　 第１文化層第２ブロック母岩別分布 …………………55

第2-31図　 第１文化層第３ブロック遺物分布 ……………………56

第2-32図　 第１文化層第４ブロック器種別分布 …………………57

第2-33図　 第１文化層第４ブロック母岩別分布 …………………58

第2-34図　 第１文化層第５ブロック遺物分布 ……………………59

第2-35図　 第１文化層第６ブロック器種別分布 …………………60

第2-36図　 第１文化層第６ブロック母岩別分布 …………………61

第2-37図　 第１文化層第７ブロック器種別分布 …………………62

第2-38図　 第１文化層第７ブロック母岩別分布 …………………63

第2-39図　 第１文化層第８ブロック遺物分布 ……………………64

第2-40図　 第１文化層第９ブロック器種別分布 …………………65

第2-41図　 第１文化層第９ブロック母岩別分布 …………………66

第2-42図　 第１文化層第10ブロック器種別分布 …………………67

第2-43図　 第１文化層第10ブロック母岩別分布 …………………68

第2-44図　 第１文化層第11ブロック遺物分布 ……………………69

第2-45図　 第１文化層第12ブロック器種別分布 …………………70

第2-46図　 第１文化層第12ブロック母岩別分布 …………………71

第2-47図　 第１文化層第13ブロック器種別分布 …………………72

第2-48図　 第１文化層第13ブロック母岩別分布 …………………73

第2-49図　 第１文化層第14ブロック器種別分布 …………………74

第2-50図　 第１文化層第14ブロック母岩別分布 …………………75

第2-51図　 第１文化層第15ブロック器種別分布 …………………76

第2-52図　 第１文化層第15ブロック母岩別分布 …………………77

第2-53図　 第１文化層第16ブロック遺物分布 ……………………78

第2-54図　 第１文化層第17ブロック遺物分布 ……………………79

第2-55図　 第１文化層第18ブロック遺物分布 ……………………80

第2-56図　 第１文化層第19ブロック器種別分布 …………………81

第2-57図　 第１文化層第19ブロック母岩別分布 …………………82

第2-58図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（1） …………… 104

第2-59図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（2） …………… 105

第2-60図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（3） …………… 106

第2-61図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（4） …………… 107

第2-62図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（5） …………… 108

第2-63図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（6） …………… 109

第2-64図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（7） …………… 110

第2-65図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（8） …………… 111

第2-66図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（9） …………… 112

第2-67図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（10） ………… 113

第2-68図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（11） ………… 114

第2-69図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（12） ………… 115

第2-70図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（13） ………… 116

第2-71図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（14） ………… 117

第2-72図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（15） ………… 118

挿図目次



第2-73図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（16） ………… 119

第2-74図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（17） ………… 120

第2-75図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（18） ………… 121

第2-76図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（19） ………… 122

第2-77図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（20） ………… 123

第2-78図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（21） ………… 124

第2-79図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（22） ………… 125

第2-80図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（23） ………… 126

第2-81図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（24） ………… 127

第2-82図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（25） ………… 128

第2-83図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（26） ………… 129

第2-84図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（27） ………… 130

第2-85図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（28） ………… 131

第2-86図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（29） ………… 132

第2-87図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（30） ………… 133

第2-88図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（31） ………… 134

第2-89図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（32） ………… 135

第2-90図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（33） ………… 136

第2-91図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（34） ………… 137

第2-92図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（35） ………… 138

第2-93図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（36） ………… 139

第2-94図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（37） ………… 140

第2-95図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（38） ………… 141

第2-96図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（39） ………… 142

第2-97図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（40） ………… 143

第2-98図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（41） ………… 144

第2-99図　 第１文化層環状ブロック群出土石器（42） ………… 145

第2-100図　第１文化層環状ブロック群出土石器（43） ………… 146

第2-101図　第１文化層環状ブロック群出土石器（44） ………… 147

第2-102図　第１文化層環状ブロック群出土石器（45） ………… 148

第2-103図　第１文化層環状ブロック群出土石器（46） ………… 149

第2-104図　第１文化層環状ブロック群出土石器（47） ………… 150

第2-105図　第１文化層環状ブロック群出土石器（48） ………… 151

第2-106図　第１文化層環状ブロック群出土石器（49） ………… 152

第2-107図　第１文化層環状ブロック群出土石器（50） ………… 153

第2-108図　第１文化層環状ブロック群出土石器（51） ………… 154

第2-109図　第１文化層環状ブロック群出土石器（52） ………… 155

第2-110図　第１文化層環状ブロック群出土石器（53） ………… 156

第2-111図　第１文化層環状ブロック群出土石器（54） ………… 157

第2-112図　第１文化層環状ブロック群出土石器（55） ………… 158

第2-113図　第１文化層環状ブロック群出土石器（56） ………… 159

第2-114図　第１文化層環状ブロック群出土石器（57） ………… 160

第2-115図　第１文化層環状ブロック群出土石器（58） ………… 161

第2-116図　第１文化層環状ブロック群出土石器（59） ………… 162

第2-117図　第１文化層環状ブロック群出土石器（60） ………… 163

第2-118図　第１文化層環状ブロック群出土石器（61） ………… 164

第2-119図　第１文化層環状ブロック群出土石器（62） ………… 165

第2-120図　第１文化層環状ブロック群出土石器（63） ………… 166

第2-121図　第１文化層環状ブロック群出土石器（64） ………… 167

第2-122図　第１文化層環状ブロック群出土石器（65） ………… 168

第2-123図　第１文化層環状ブロック群出土石器（66） ………… 169

第2-124図　第１文化層環状ブロック群出土石器（67） ………… 170

第2-125図　第１文化層環状ブロック群出土石器（68） ………… 171

第2-126図　第１文化層環状ブロック群出土石器（69） ………… 172

第2-127図　第１文化層環状ブロック群出土石器（70） ………… 173

第2-128図　第１文化層環状ブロック群出土石器（71） ………… 174

第2-129図　第１文化層環状ブロック群出土石器（72） ………… 175

第2-130図　第１文化層環状ブロック群出土石器（73） ………… 176

第2-131図　第１文化層環状ブロック群出土石器（74） ………… 177

第2-132図　第１文化層環状ブロック群出土石器（75） ………… 178

第2-133図　第１文化層環状ブロック群出土石器（76） ………… 179

第2-134図　第１文化層単独出土石器 …………………………… 181

第2-135図　第２文化層遺物分布及びブロック配置 …………… 183

第2-136図　第２文化層第20ブロック出土石器 ………………… 185

第2-137図　第２文化層第20ブロック遺物分布 ………………… 186

第2-138図　第２文化層第21ブロック出土石器 ………………… 187

第2-139図　第２文化層第21ブロック遺物分布 ………………… 188

第2-140図　第２文化層第22ブロック遺物分布 ………………… 190

第2-141図　第２文化層第22ブロック出土石器 ………………… 191

第2-142図　第２文化層第23ブロック器種別分布 ……………… 193

第2-143図　第２文化層第23ブロック母岩別分布 ……………… 194

第2-144図　第２文化層第23ブロック出土石器 ………………… 195

第2-145図　第２文化層第24ブロック遺物分布 ………………… 196

第2-146図　第２文化層第24ブロック出土石器 ………………… 197

第2-147図　第２文化層単独出土石器遺物分布 ………………… 197

第2-148図　第２文化層単独出土石器 …………………………… 198

第2-149図　第３文化層遺物分布及びブロック配置 …………… 199

第2-150図　第３文化層３ａユニット器種別分布 ……………… 202

第2-151図　第３文化層３ａユニット石材別分布 ……………… 202

第2-152図　第３文化層３ａユニット第25ブロック遺物分布 … 204

第2-153図　第３文化層３ａユニット第25ブロック出土石器 … 205

第2-154図　第３文化層３ａユニット第26ブロック遺物分布 … 207

第2-155図　第３文化層３ａユニット第26ブロック出土石器（1） … 208

第2-156図　第３文化層３ａユニット第26ブロック出土石器（2） … 209

第2-157図　第３文化層３ａユニット第27ブロック出土石器 … 210

第2-158図　第３文化層３ａユニット第27ブロック器種別分布 … 211

第2-159図　第３文化層３ａユニット第27ブロック母岩別分布 … 212

第2-160図　第３文化層３ａユニット第28ブロック出土石器 … 213



第2-161図　第３文化層３ａユニット第28ブロック遺物分布 … 214

第2-162図　第３文化層３ａユニット第29ブロック出土石器 … 215

第2-163図　第３文化層３ａユニット第29ブロック遺物分布 … 216

第2-164図　第３文化層３ｂユニット器種別分布 ……………… 218

第2-165図　第３文化層３ｂユニット石材別分布 ……………… 218

第2-166図　第３文化層３ｂユニット第30ブロック遺物分布 … 219

第2-167図　第３文化層３ｂユニット第30ブロック出土石器 … 220

第2-168図　第３文化層３ｂユニット第31ブロック出土石器 … 221

第2-169図　第３文化層３ｂユニット第31ブロック遺物分布 … 222

第2-170図　第３文化層３ｂユニット第32ブロック出土石器 … 223

第2-171図　第３文化層３ｂユニット第32ブロック器種別分布 224

第2-172図　第３文化層３ｂユニット第32ブロック母岩別分布 225

第2-173図　第３文化層３ｂユニット第33ブロック出土石器 … 226

第2-174図　第３文化層３ｂユニット第33ブロック遺物分布 … 227

第2-175図　第３文化層３ｃユニット器種別分布 ……………… 229

第2-176図　第３文化層３ｃユニット石材別分布 ……………… 230

第2-177図　第３文化層３ｃユニット第34ブロック遺物分布 … 232

第2-178図　第３文化層３ｃユニット第34ブロック出土石器 … 233

第2-179図　第３文化層３ｃユニット第35ブロック出土石器 … 234

第2-180図　第３文化層３ｃユニット第35ブロック遺物分布 … 235

第2-181図　第３文化層３ｃユニット第36ブロック器種別分布 … 237

第2-182図　第３文化層３ｃユニット第36ブロック母岩別分布 … 238

第2-183図　第３文化層３ｃユニット第36ブロック出土石器（1） … 239

第2-184図　第３文化層３ｃユニット第36ブロック出土石器（2） … 240

第2-185図　第３文化層３ｃユニット第36ブロック出土石器（3） … 241

第2-186図　第３文化層３ｃユニット第36ブロック出土石器（4） … 242

第2-187図　第３文化層３ｃユニット第37ブロック出土石器 … 243

第2-188図　第３文化層３ｃユニット第37ブロック遺物分布 … 244

第2-189図　第３文化層３ｃユニット第38ブロック遺物分布 … 246

第2-190図　第３文化層３ｃユニット第38ブロック出土石器（1） … 247

第2-191図　第３文化層３ｃユニット第38ブロック出土石器（2） … 248

第2-192図　第３文化層３ｃユニット第38ブロック出土石器（3） … 249

第2-193図　第３文化層３ｃユニット第38ブロック出土石器（4） … 250

第2-194図　第３文化層３ｃユニット第38ブロック出土石器（5） … 251

第2-195図　第３文化層第39ブロック遺物分布 ………………… 252

第2-196図　第３文化層第39ブロック出土石器 ………………… 253

第2-197図　第３文化層第40ブロック出土石器 ………………… 254

第2-198図　第３文化層第40ブロック遺物分布 ………………… 255

第2-199図　第３文化層第41ブロック器種別分布 ……………… 257

第2-200図　第３文化層第41ブロック母岩別分布 ……………… 258

第2-201図　第３文化層第41ブロック出土石器（1） ……………… 259

第2-202図　第３文化層第41ブロック出土石器（2） ……………… 260

第2-203図　第３文化層第41ブロック出土石器（3） ……………… 261

第2-204図　第３文化層第42ブロック出土石器 ………………… 262

第2-205図　第３文化層第42ブロック遺物分布 ………………… 263

第2-206図　第３文化層単独出土石器遺物分布 ………………… 264

第2-207図　第３文化層単独出土石器 …………………………… 265

第2-208図　第４文化層遺物分布及びブロック配置 …………… 266

第2-209図　第４文化層器種別分布 ……………………………… 267

第2-210図　第４文化層石材別分布 ……………………………… 267

第2-211図　第４文化層第43ブロック遺物分布 ………………… 268

第2-212図　第４文化層第43ブロック出土石器 ………………… 269

第2-213図　第４文化層第44ブロック遺物分布 ………………… 270

第2-214図　第４文化層第44ブロック出土石器 ………………… 271

第2-215図　第４文化層第45ブロック遺物分布 ………………… 273

第2-216図　第４文化層第45ブロック出土石器 ………………… 274

第2-217図　第４文化層単独出土石器 …………………………… 275

第2-218図　第５文化層遺物分布及びブロック配置 …………… 277

第2-219図　第５文化層第46ブロック遺物分布 ………………… 278

第2-220図　第５文化層第46ブロック出土石器 ………………… 279

第2-221図　第５文化層単独出土石器 …………………………… 281

第2-222図　単独出土石器 ………………………………………… 282

第2-223図　市野谷芋久保遺跡黒曜石産地推定結果 …………… 285

第2-224図　市野谷芋久保遺跡上層確認トレンチと本調査区 … 288

第2-225図　市野谷芋久保遺跡上層遺構配置図 ………………… 289

第2-226図　市野谷芋久保遺跡北側遺構集中地点 ……………… 290

第2-227図　市野谷芋久保遺跡西側遺構集中地点 ……………… 291

第2-228図　市野谷芋久保遺跡南側遺構集中地点 ……………… 292

第2-229図　(3)SI008・(3)SI009① ………………………………… 294

第2-230図　(3)SI008・(3)SI009② ………………………………… 295

第2-231図　(20)SI001 ……………………………………………… 296

第2-232図　(12)SI001、(13)SI001① ……………………………… 297

第2-233図　(13)SI001② …………………………………………… 298

第2-234図　(13)SI001③ …………………………………………… 299

第2-235図　(13)SI001④ …………………………………………… 300

第2-236図　陥穴① ………………………………………………… 301

第2-237図　陥穴② ………………………………………………… 303

第2-238図　陥穴③ ………………………………………………… 305

第2-239図　土坑① ………………………………………………… 307

第2-240図　土坑② ………………………………………………… 309

第2-241図　土坑③ ………………………………………………… 311

第2-242図　土坑④ ………………………………………………… 313

第2-243図　陥穴・土坑出土遺物 ………………………………… 315

第2-244図　グリッド出土土器① ………………………………… 316

第2-245図　グリッド出土土器② ………………………………… 317

第2-246図　グリッド出土土器③ ………………………………… 318

第2-247図　グリッド出土土器④ ………………………………… 320

第2-248図　グリッド出土土器⑤ ………………………………… 321



第１章　はじめに

第1-1表　市野谷芋久保遺跡発掘調査一覧 …………………………２

第1-2表　市野谷中島遺跡発掘調査一覧 ……………………………３

第1-3表　市野谷向山遺跡発掘調査一覧 ……………………………３

第1-4表　市野谷立野遺跡発掘調査一覧 ……………………………４

第1-5表　大久保遺跡発掘調査一覧 …………………………………５

第1-6表　西初石五丁目遺跡発掘調査一覧 …………………………６

第1-7表　東初石六丁目第Ⅰ遺跡発掘調査一覧 ……………………６

第1-8表　十太夫第Ⅰ遺跡発掘調査一覧 ……………………………７

第1-9表　十太夫第Ⅲ遺跡発掘調査一覧 ……………………………７

第２章　市野谷芋久保遺跡

第2-1表　文化層ブロック別器種組成表 ……………………………18

第2-2表　文化層ブロック別石材組成表 ……………………………19

第2-3表　環状ブロック群器種石材組成表 …………………………20

第2-4表　第１文化層ブロック別組成表（1） …………………………26

第2-5表　第１文化層ブロック別組成表（2） …………………………27

第2-6表　環状ブロック群母岩別ブロック組成表（1） ………………28

第2-7表　環状ブロック群母岩別ブロック組成表（2） ………………29

第2-8表　環状ブロック群母岩別ブロック組成表（3） ………………30

第2-9表　環状ブロック群母岩別ブロック組成表（4） ………………31

第2-10表　環状ブロック群母岩別器種組成表（1） …………………32

第2-11表　環状ブロック群母岩別器種組成表（2） …………………33

第2-12表　環状ブロック群母岩別器種組成表（3） …………………34

第2-13表　環状ブロック群母岩別器種組成表（4） …………………35

第2-14表　第１文化層第１ブロック組成表 …………………………83

第2-15表　第１文化層第２ブロック組成表 …………………………83

第2-16表　第１文化層第３ブロック組成表 …………………………84

第2-17表　第１文化層第４ブロック組成表 …………………………84

第2-18表　第１文化層第５ブロック組成表 …………………………85

第2-19表　第１文化層第６ブロック組成表 …………………………85

第2-20表　第１文化層第７ブロック組成表 …………………………86

第2-21表　第１文化層第８ブロック組成表 …………………………87

第2-22表　第１文化層第９ブロック組成表 …………………………87

第2-23表　第１文化層第10ブロック組成表 …………………………88

第2-24表　第１文化層第11ブロック組成表 …………………………88

第2-25表　第１文化層第12ブロック組成表 …………………………89

第2-26表　第１文化層第13ブロック組成表 …………………………90

第2-27表　第１文化層第14ブロック組成表 …………………………90

第2-28表　第１文化層第15ブロック組成表 …………………………91

第2-29表　第１文化層第16ブロック組成表 …………………………91

第2-30表　第１文化層第17ブロック組成表 …………………………91

第2-31表　第１文化層第18ブロック組成表 …………………………91

第2-32表　第１文化層第19ブロック組成表 …………………………92

表 目 次

第2-249図　グリッド出土土器⑥ ………………………………… 322

第2-250図　グリッド出土土器⑦ ………………………………… 323

第2-251図　グリッド出土縄文石器① …………………………… 325

第2-252図　グリッド出土縄文石器② …………………………… 326

第2-253図　グリッド出土縄文石器③ …………………………… 327

第2-254図　(1)SD004 ……………………………………………… 329

第2-255図　(8)SD001① …………………………………………… 330

第2-256図　(8)SD001② …………………………………………… 331

第2-257図　(12)SD001① …………………………………………… 332

第2-258図　(12)SD001② …………………………………………… 333

第2-259図　(16)SD001・(10)SD002・(16)SD002・(10)SD001 … 334

第2-260図　(16)SD002・(16)SD001・(16)SK001 ………………… 335

第2-261図　(10)SD001・(10)SD002 ……………………………… 336

第2-262図　(1)SK003 ……………………………………………… 337

第2-263図　(12)SX001① …………………………………………… 338

第2-264図　(12)SX001② …………………………………………… 339

第2-265図　土坑① ………………………………………………… 341

第2-266図　土坑② ………………………………………………… 342

第2-267図　近世出土遺物 ………………………………………… 343

第2-268図　文化層別主要石器（1） ………………………………… 346

第2-269図　文化層別主要石器（2） ………………………………… 347

第2-270図　文化層別主要石器（3） ………………………………… 348

第2-271図　文化層別主要石器（4） ………………………………… 349

第３章　市野谷中島遺跡

第3-1図　市野谷中島遺跡調査状況 ……………………………… 354

第3-2図　市野谷中島遺跡遺構集中地点 ………………………… 355

第3-3図　(2)SP005・(7)SK001・(7)SK002 ……………………… 356

第3-4図　グリッド出土縄文土器 ………………………………… 357

第3-5図　グリッド出土縄文石器 ………………………………… 358

第3-6図　(1)SI001＋ (3)SI001 ……………………………………… 360

第3-7図　(1)SI002 ………………………………………………… 361

第3-8図　(2)SI003 ………………………………………………… 363

第3-9図　土坑・溝状遺構 ………………………………………… 365



第2-33表　第１文化層単独出土石器組成表 ……………………… 181

第2-34表　第２文化層器種石材組成表 …………………………… 182

第2-35表　第２文化層ブロック別組成表 ………………………… 182

第2-36表　第２文化層第20ブロック組成表 ……………………… 184

第2-37表　第２文化層第21ブロック組成表 ……………………… 187

第2-38表　第２文化層第22ブロック組成表 ……………………… 189

第2-39表　第２文化層第23ブロック組成表 ……………………… 192

第2-40表　第２文化層第24ブロック組成表 ……………………… 196

第2-41表　第２文化層単独出土組成表 …………………………… 198

第2-42表　第３文化層器種石材組成表 …………………………… 198

第2-43表　第３文化層ブロック別組成表（1） …………………… 200

第2-44表　第３文化層ブロック別組成表（2） …………………… 201

第2-45表　第３文化層３ａユニット器種石材組成表 …………… 203

第2-46表　第３文化層３ａユニット第25ブロック組成表 ……… 203

第2-47表　第３文化層３ａユニット第26ブロック組成表 ……… 206

第2-48表　第３文化層３ａユニット第27ブロック組成表 ……… 210

第2-49表　第３文化層３ａユニット第28ブロック組成表 ……… 213

第2-50表　第３文化層３ａユニット第29ブロック組成表 ……… 215

第2-51表　第３文化層３ｂユニット器種石材組成表 …………… 217

第2-52表　第３文化層３ｂユニット第30ブロック組成表 ……… 220

第2-53表　第３文化層３ｂユニット第31ブロック組成表 ……… 220

第2-54表　第３文化層３ｂユニット第32ブロック組成表 ……… 223

第2-55表　第３文化層３ｂユニット第33ブロック組成表 ……… 228

第2-56表　第３文化層３ｃユニット器種石材組成表 …………… 228

第2-57表　第３文化層３ｃユニット第34ブロック組成表 ……… 231

第2-58表　第３文化層３ｃユニット第35ブロック組成表 ……… 234

第2-59表　第３文化層３ｃユニット第36ブロック組成表 ……… 236

第2-60表　第３文化層３ｃユニット第37ブロック組成表 ……… 243

第2-61表　第３文化層３ｃユニット第38ブロック組成表 ……… 245

第2-62表　第３文化層第39ブロック組成表 ……………………… 252

第2-63表　第３文化層第40ブロック組成表 ……………………… 254

第2-64表　第３文化層第41ブロック組成表 ……………………… 256

第2-65表　第３文化層第42ブロック組成表 ……………………… 262

第2-66表　第３文化層単独出土石器組成表 ……………………… 264

第2-67表　第４文化層器種石材組成表 …………………………… 266

第2-68表　第４文化層ブロック別組成表 ………………………… 268

第2-69表　第４文化層第43ブロック組成表 ……………………… 268

第2-70表　第４文化層第44ブロック組成表 ……………………… 269

第2-71表　第４文化層第45ブロック組成表 ……………………… 272

第2-72表　第４文化層単独出土石器組成表 ……………………… 275

第2-73表　第５文化層第46ブロック組成表 ……………………… 276

第2-74表　第５文化層単出土石器組成表 ………………………… 280

第2-75表　単出土石器組成表 ……………………………………… 281

第2-76表　判別図法・判別分析による推定結果 ………………… 286

第2-77表　判別図法・判別分析による推定結果 ………………… 286

第2-78表　黒曜石の文化層別産地推定組成 ……………………… 287

第３章　市野谷中島遺跡

第3-1表　出土土器観察表 ………………………………………… 366



－　　－1

第１章　はじめに

第１章　はじめに

第１節　調査の概要

１．調査に至る経緯

　独立行政法人都市再生機構は、茨城県つくば市と都心を結ぶつくばエクスプレス（常磐新線）の沿線整

備計画に関連して、千葉県流山市市野谷から東初石、十太夫地区一帯の土地区画整理事業を計画した。こ

の事業は流山市新拠点構想として位置づけられ、施行にあたり、独立行政法人都市再生機構から区域内の

「埋蔵文化財の所在の有無とその取り扱いについて」の照会文書が千葉県教育委員会宛に提出された。区

域内には、包蔵地14か所、野馬土手３か所が所在しており（第1︲2図）、その取り扱いについて千葉県教育

委員会との間で度重なる協議が行われた。その結果、事業区域内には山林・雑木林・畑地のほか既存の住

宅地が点在していることから、住宅地や緑地など現状保存する区域を策定し、現状保存が困難な区域につ

いては、やむを得ず記録保存の措置を講ずることで協議が整い、公益財団法人千葉県教育振興財団が発掘

調査を実施することとなった。

２．調査の経緯と経過

　今回報告する９遺跡の対象とする時代と調査次数は下記のとおりである。なお、下層は旧石器時代、上

層は縄文時代以降を示す。

　市野谷芋久保遺跡：上・下層　　第１次～第13次・第15次～第20次調査

　市 野 谷 中 島 遺 跡：上層　　　　第１次～第８次調査

　市 野 谷 向 山 遺 跡：上層　　　　第１次～第７次調査

　市 野 谷 立 野 遺 跡：上・下層　　第１次～第17次調査

　大 久 保 遺 跡：上層　　　　第１次～第10次調査

　西初石五丁目遺跡：上・下層　　上層は第18次～第20次調査。下層は第20次調査。

　東初石六丁目第Ⅰ遺跡：上層　　　　第１次～第９次調査

　十 太 夫 第 Ⅰ 遺 跡：上・下層　　第１次～第６次調査

　十 太 夫 第 Ⅲ 遺 跡：上・下層　　第１次～第７次調査

　各遺跡の作業内容、担当職員は下記のとおりである。

（１）市野谷芋久保遺跡

　発掘調査は第１次から第13次・第15次から第20次まで、平成９年11月から平成24年11月にかけて断続的

に行われた（第1︲1表、第2︲1図）。上層・下層の整理作業は、平成24・25年度に実施した。

　①発掘調査（第1︲1表）

　発掘調査完了面積は85,254㎡で、上層が13,196㎡の確認調査と1,844㎡の本調査、下層が3,431㎡の確認

調査と5,845㎡の本調査を実施した。
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　②整理作業

平成24年度　記録整理～実測の一部

　　　　調査研究部長　関口達彦　　　整理課長　高田　博

　　　　担当職員　主任上席文化財主事　新田浩三

平成25年度　実測の一部～編集

　　　　調査研究部長　伊藤智樹　　　整理課長　今泉　潔

　　　　担当職員　主任上席文化財主事　森本和男・新田浩三　　主任主事　山岡磨由子・平井真紀子

（２）市野谷中島遺跡

　発掘調査は第１次から第８次まで、平成14年10月から平成16年３月にかけて断続的に行われた（第1︲2

表、第3︲1図）。上層の整理作業は、平成25年度に実施した。なお、下層については『流山新市街地地区埋

蔵文化財調査報告書６』千葉県教育振興財団調査報告第706集に収録されている。

　①発掘調査（第1︲2表）

　発掘調査完了面積は15,678㎡で、上層が3,333㎡の確認調査、下層が344㎡の確認調査を実施した。

対象面積

（㎡） 上層 下層 上層 下層

平成９ （１） 10,842 2,168 348 － － ９.11.10～10.１.30 大 内 千 年 折 原 繁 西 山 太 郎

平成９ （２） 9,599 1,919 356 0 0 ９.12.17～10.１.30 花 島 理 典 折 原 繁 西 山 太 郎

平成11 （３） － － 46 1,150 0 11.11.16～11.12.22 角 谷 敏 昭 及 川 淳 一 沼 澤 豊

平成12 （４） 3,900 390 156 0 0 13.２.19～13.３.27 矢 野 敬 夫 及 川 淳 一 沼 澤 豊

平成13 （５） 9,558 956 444 － － 13.４.５～13.６.６ 久 高 將 勝 田 坂 浩 佐 久 間 豊

平成13 （５）-① － － － － 154 13.６.６～13.６.28 久 高 將 勝 田 坂 浩 佐 久 間 豊

平成13 （６） 425 425 20 0 0 13.10.１～13.10.15 岡 田 誠 造 田 坂 浩 佐 久 間 豊

平成13 （７） 576 － 24 － 0 13.10.１～13.10.15 岡 田 誠 造 田 坂 浩 佐 久 間 豊

平成16 （８） 2,050 247 57 0 0 16.11.１～16.11.30 郷 堀 英 司 田 坂 浩 矢 戸 三 男

平成19 （９） 3,954 396 88 0 0 20.１.10～20.２.８ 落 合 章 雄 及 川 淳 一 矢 戸 三 男

20.９.８～20.10.30

20.11.19～21.１.９

21.１.26～21.２.27

平成21 （10）-２ － － － 2,156 21.４.６～21.６.15 田 井 知 二 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成21 （11） 3,152 316 148 － － 21.４.６～21.４.28 香 取 正 彦 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成21 （12） 2,242 － 24 694 1,548 21.６.16～21.11.４ 田 井 知 二 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成21 （13） 12,322 1,748 716 0 769 21.９.１～22.１.15 川 勝 里 文 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成21 （15） 164 － 0 － 22.１.18～22.１.29 川 勝 里 文 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成22（15）-２ － 94 － 0 22.４.20～22.5.26 矢 本 節 朗 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成22 （16） 340 340 16 0 0 22.５.27～22.６.１ 矢 本 節 朗 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成22 （17） 632 522 52 0 156 22.８.２～22.８.27 矢 本 節 朗 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成23 （18） 3,783 376 86 0 0 23.12.９～24.１.27 高 橋 博 文 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成24 （19） 1,014 100 80 0 0 24.７.９～24.８.３ 蔀 淳 一 白 井 久 美 子 関 口 達 彦

平成24 （20） 5,241 1,287 228 0 0 24.10.１～24.11.15 雨 宮 龍 太 郎 白 井 久 美 子 関 口 達 彦

※（14）は県事業で調査

1,643

13,981
－ 1,062 田 井 知 二 及 川 淳 一 大 原 正 義平成20 （10） 1,842 448

調 査 事 務 所 長
調 査 課 長

調査研究部長年　度 調査次
確認調査（㎡） 本調査（㎡）

調査期間 担当者

第1︲1表　市野谷芋久保遺跡発掘調査一覧
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　②整理作業

平成25年度　記録整理～編集

　　　　調査研究部長　伊藤智樹　　　整理課長　今泉　潔

　　　　担当職員　主任上席文化財主事　森本和男・新田浩三　　主任主事　山岡磨由子・平井真紀子

（３）市野谷向山遺跡

　発掘調査は第１次から第７次まで、平成10年８月から平成22年12月にかけて断続的に行われた（第1︲3

表、第4︲1図）。上層の整理作業は、平成24・25年度に実施した。なお、下層については第１次から第６次

までが『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書５』千葉県教育振興財団調査報告第670集に、第７次が

『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書６』千葉県教育振興財団調査報告第706集に収録されている。

　①発掘調査（第1︲3表）

　発掘調査完了面積は32,215㎡で、上層が3,795㎡の確認調査と1,933㎡の本調査、下層が1,387㎡の確認調

査と3,021㎡の本調査を実施した。

　②整理作業

平成24年度　記録整理～実測の一部

第1︲2表　市野谷中島遺跡発掘調査一覧

第1︲3表　市野谷向山遺跡発掘調査一覧

対象面積

（㎡） 上層 下層 上層 下層

平成14 （１） 760 226 24 0 0 14.10.１～14.10.９ 岡 田 誠 造 田 坂 浩 斎 木 勝

平成14 （２） 830 830 20 0 0 14.11.18～14.11.29 岡 田 誠 造 田 坂 浩 斎 木 勝

平成14 （３） 1,363 560 54 0 0 14.12.２～14.12.13 岡 田 誠 造 田 坂 浩 斎 木 勝

平成14 （４） 600 600 24 0 0 15.２.10～15.２.14 岡 田 誠 造 田 坂 浩 斎 木 勝

平成15 （５） 515 60 12 0 0 15.４.７～15.４.11 福 田 誠 田 坂 浩 斎 木 勝

平成15 （６） 1,900 172 34 0 0 15.10.17～15.10.31 高 橋 博 文 田 坂 浩 斎 木 勝

平成15 （７） 6,500 565 104 0 0 15.11.４～15.12.12 高 橋 博 文 田 坂 浩 斎 木 勝

平成15 （８） 3,210 320 72 0 0 16.３.１～16.３.26 織 田 良 昭 田 坂 浩 斎 木 勝

調査事務所長 調査研究部長調査期間 担当者年　度 調査次
確認調査（㎡） 本調査（㎡）

対象面積

（㎡） 上層 下層 上層 下層

川 島 利 道

蔀 淳 一

角 谷 敏 昭

高 橋 博 文

立 石 圭 一

平成15 （３） 2,157 236 193 0 0 16.３.１～16.３.26 高 橋 博 文 田 坂 浩 斎 木 勝

平成16 （４） 671 291 24 0 0 16.４.５～16.４.16 久 高 將 勝 田 坂 浩 矢 戸 三 男

平成16 （５） 4,670 582 176 0 428 16.10.１～16.11.30 高 橋 博 文 田 坂 浩 矢 戸 三 男

平成21 （６） 7,730 773 187 240 0 21.５.11～21.７.30 香 取 正 彦 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

22.10.13～22.11.12

22.12.9～22.12.16

斎 木 勝

平成22 （７） 1,571 204 72 193 93 矢 本 節 朗 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

524 0 0 15.７.１～15.９.５ 田 坂 浩

鈴 木 定 明 沼 澤 豊平成10 （１） 5,296 529 211 1,500 2,500 10.８.25～10.12.25

平成15 （２） 10,120 1,180

担当者
調 査 事 務 所 長
調 査 課 長

調査研究部長年　度 調査次
確認調査（㎡） 本調査（㎡）

調査期間
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　　　　調査研究部長　関口達彦　　　整理課長　高田　博

　　　　担当職員　主任上席文化財主事　新田浩三

平成25年度　実測の一部～編集

　　　　調査研究部長　伊藤智樹　　　整理課長　今泉　潔

　　　　担当職員　主任上席文化財主事　森本和男・新田浩三　　主任主事　山岡磨由子・平井真紀子

（４）市野谷立野遺跡

　発掘調査は第１次から第17次まで、平成10年３月から平成24年７月にかけて断続的に行われた（第1︲4

表、第5︲1図）。上層・下層の整理作業は、平成24・25年度に実施した。

　①発掘調査（第1︲4表）

　発掘調査完了面積は48,204㎡で、上層が6,074㎡の確認調査と7,192㎡の本調査、下層が1,831㎡の確認調

査と600㎡の本調査を実施した。

　②整理作業

平成24年度　記録整理～実測の一部

　　　　調査研究部長　関口達彦　　　整理課長　高田　博

　　　　担当職員　主任上席文化財主事　新田浩三

平成25年度　実測の一部～編集

　　　　調査研究部長　伊藤智樹　　　整理課長　今泉　潔

　　　　担当職員　主任上席文化財主事　森本和男・新田浩三　　主任主事　山岡磨由子・平井真紀子

対象面積

（㎡） 上層 下層 上層 下層

平成９ （１） 3,000 300 128 － － 10.３.16～10.３.27 花 島 理 典 折 原 繁 西 山 太 郎

平成10 （２） 9,258 926 370 0 600 10.５.20～10.９.28 角 谷 敏 昭 鈴 木 定 明 沼 澤 豊

平成10 （３） 3,733 373 149 860 0 11.１.11～11.２.25 川 島 利 道 鈴 木 定 明 沼 澤 豊

平成11 （４） 4,741 693 214 1,382 0 11.12.１～12.３.27 角 谷 敏 昭 及 川 淳 一 沼 澤 豊

平成11 （５） 1,078 120 60 0 0 12.２.１～12.２.29 花 島 理 典 及 川 淳 一 沼 澤 豊

平成12 （６） 984 110 20 540 0 12.４.５～12.４.28 角 谷 敏 昭 及 川 淳 一 沼 澤 豊

平成12 （７） 1,854 86 20 － － 12.６.７～12.７.28 雨 宮 龍 太 郎 及 川 淳 一 沼 澤 豊

平成13 （８） 1,270 127 115 1,270 － 14.３.１～14.３.29 角 谷 敏 昭 田 坂 浩 佐 久 間 豊

平成20 （９） 2,675 268 138 1,308 0 20.７.１～20.８.13 沖 松 信 隆 及 川 淳 一 大 原 正 義

平成21 （10） 1,850 185 72 1,100 0 21.７.１～21.８.28 柴 田 龍 司 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成21 （11） 1,550 158 92 0 0 21.11.５～21.12.８ 田 井 知 二 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成22 （12） 2,048 220 44 0 0 22.４.６～22.４.19 矢 本 節 朗 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

22.６.２～22.６.30

22.７.９～22.７.29

平成22 （14） 661 661 32 0 0 22.12.17～22.12.22 矢 本 節 朗 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成22 （15） 2,815 331 88 0 0 23.１.５～23.１.27 矢 本 節 朗 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成23 （16） 2,888 305 56 0 0 24.１.30～24.２.28 高 橋 博 文 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成24 （17） 915 117 64 0 0 24.６.１～24.７.５ 蔀 淳 一 白 井 久 美 子 関 口 達 彦

733 0 矢 本 節 朗 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一平成22 （13） 6,884 1,094 169

調査事務 所長
調 査 課 長

調査研究部長年　度 調査次
確認調査（㎡） 本調査（㎡）

調査期間 担当者

第1︲4表　市野谷立野遺跡発掘調査一覧
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（５）大久保遺跡

　発掘調査は第１次から第10次まで、平成10年２月から平成17年４月にかけて断続的に行われた（第1︲5

表、第6︲1図）。上層の整理作業は、平成24・25年度に実施した。なお、下層については『流山新市街地地

区埋蔵文化財調査報告書５』千葉県教育振興財団調査報告第670集に収録されている。

　①発掘調査（第1︲5表）

　発掘調査完了面積は48,351㎡で、上層が6,000㎡の確認調査と3,883㎡の本調査、下層が2,113㎡の確認調

査と14,885㎡の本調査を実施した。

　②整理作業

平成24年度　記録整理～実測の一部

　　　　調査研究部長　関口達彦　　　整理課長　高田　博

　　　　担当職員　主任上席文化財主事　新田浩三

平成25年度　実測の一部～編集

　　　　調査研究部長　伊藤智樹　　　整理課長　今泉　潔

　　　　担当職員　主任上席文化財主事　森本和男・新田浩三　　主任主事　山岡磨由子・平井真紀子

（６）西初石五丁目遺跡

　発掘調査は第18次から第20次まで、平成18年６月から平成23年５月にかけて断続的に行われた（第1︲6

表、第7︲1図）。上層・下層（第20次）の整理作業は、平成25年度に実施した。なお、第18次・第19次の下

層については『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書６』千葉県教育振興財団調査報告第706集に収録

されている。

　①発掘調査（第1︲6表）

　発掘調査完了面積は16,352.18㎡で、上層が1,882.18㎡の確認調査、下層（第20次）が256㎡の確認調査

対象面積

（㎡） 上層 下層 上層 下層

平成９ （１） 11,180 1,120 520 － － 10.２.２～10.２.26 花 島 理 典 折 原 繁 西 山 太 郎

川 島 利 通

蔀 淳 一

角 谷 敏 昭

平成10 （２） 14,857 1,486 594 2,670 1,970 11.１.５～11.３.26 角 谷 敏 昭 鈴 木 定 明 沼 澤 豊

平成11 （３） 5,683 642 316 0 － 11.４.６～11.５.14 蔀 淳 一 及 川 淳 一 沼 澤 豊

平成11 （４） 9,704 1,112 459 913 6,174 11.５.６～11.11.２ 角 谷 敏 昭 及 川 淳 一 沼 澤 豊

角 谷 敏 昭

広 瀬 和 之

竹 田 良 男

平成14 （６） 1,982 210 52 0 165 14.７.１～14.７.15 岡 田 誠 造 田 坂 浩 斎 木 勝

平成14 （７） 1,272 130 － 0 1,272 14.８.19～14.10.18 竹 内 久 美 子 田 坂 浩 斎 木 勝

平成15 （８） 15.９.12・15.９.16

平成16 （９） 460 460 36 － － 16.11.１～16.11.30 高 橋 博 文 田 坂 浩 矢 戸 三 男

平成17 （10） 550 550 20 0 0 17.４.25～17.４.28 高 橋 博 文 田 坂 浩 矢 戸 三 男

立会調査（2,540㎡）で終了

0 0 11.10.１～11.11.16 及 川 淳 一 沼 澤 豊平成11 （５） 2,663 290 104

300 5,304 10.４.８～10.12.25 鈴 木 定 明 沼 澤 豊平成10 （１）－２ － － 12

調査事務所長 調査研究部長年　度 調査次
確認調査（㎡） 本調査（㎡）

調査期間 担当者

第1︲5表　大久保遺跡発掘調査一覧



－　　－6

第１章　はじめに

と112㎡の本調査を実施した。

　②整理作業

平成25年度　記録整理～編集

　　　　調査研究部長　伊藤智樹　　　整理課長　今泉　潔

　　　　担当職員　主任上席文化財主事　森本和男・新田浩三　　主任主事　山岡磨由子・平井真紀子

（７）東初石六丁目第Ⅰ遺跡

　発掘調査は第１次から第９次まで、平成15年１月から平成21年２月にかけて断続的に行われた（第1︲7

表、第8︲1図）。上層の整理作業は、平成25年度に実施した。なお、下層については『流山新市街地地区埋

蔵文化財調査報告書５』千葉県教育振興財団調査報告第670集に収録されている。

　①発掘調査（第1︲7表）

　発掘調査完了面積は19,094㎡で、上層が3,105㎡の確認調査を実施した。

　②整理作業

平成25年度　記録整理～編集

　　　　調査研究部長　伊藤智樹　　　整理課長　今泉　潔

　　　　担当職員　主任上席文化財主事　森本和男・新田浩三　　主任主事　山岡磨由子・平井真紀子

（８）十太夫第Ⅰ遺跡

　発掘調査は第１次から第６次まで、平成13年３月から平成17年２月にかけて断続的に行われた（第1︲8

表、第9︲1図）。上層・下層の整理作業は、平成25年度に実施した。

対象面積

（㎡） 上層 下層 上層 下層

平成18 （18） 166.18 166.18 8 0 0 18.６ .26～ 18.７ .７ 雨 宮 龍 太 郎 田 坂 浩 矢 戸 三 男

平成20 （19） 11,195 1,126 360 0 64 20.４ .７～ 20.５ .26 岡 田 誠 造 及 川 淳 一 大 原 正 義

平成23 （20） 4,991 590 256 0 112 23. ４ .5 ～ 23. ５ .20 矢 本 節 朗 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

調査事務所長 調査研究部長年　度 調査次
確認調査（㎡） 本調査（㎡）

調査期間 担当者

対象面積

（㎡） 上層 下層 上層 下層

15.１ .28～ 15.２ .７

15.２ .17 ～ 15. ３ .13

平成15 （２） 1,008 132 32 0 0 15.６ .２～ 15.６ .13 立 石 圭 一 田 坂 浩 斎 木 勝

平成15 （３） 3,570 362 80 0 0 15.８ .25 ～ 15. ９ .30 立 石 圭 一 田 坂 浩 斎 木 勝

平成15 （４） 470 470 12 0 0 16.３ .１～ 16.３ .26 高 橋 博 文 田 坂 浩 斎 木 勝

平成16 （５） 3,225 864 64 0 0 16.４ .19 ～ 16. ５ .21 久 高 將 勝 田 坂 浩 矢 戸 三 男

平成16 （６） 3,115 320 160 0 0 16.８ .２～ 16.８ .31 高 橋 博 文 田 坂 浩 矢 戸 三 男

平成16 （７） 210 210 － 0 － 16.11.16 ～ 16.11.25高 橋 博 文 田 坂 浩 矢 戸 三 男

平成18 （８） 2,560 256 52 0 0 19.３ .５～ 19.３ .22 渡 邊 高 弘 田 坂 浩 矢 戸 三 男

平成20 （９） 255 23 4 0 0 21.２ .12 ～ 21. ２ .13 及 川 淳 一 及 川 淳 一 大 原 正 義

0 0 岡 田 誠 造 田 坂 浩 斎 木 勝平成14 （１） 4,681 468 172

調査事務所長 調査研究部長年　度 調査次
確認調査（㎡） 本調査（㎡）

調査期間 担当者

第1︲6表　西初石五丁目遺跡発掘調査一覧

第1︲7表　東初石六丁目第Ⅰ遺跡発掘調査一覧
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　①発掘調査（第1︲8表）

　発掘調査完了面積は9,994㎡で、上層が1,248㎡の確認調査、下層が106㎡の確認調査を実施した。

　②整理作業

平成25年度　記録整理～編集

　　　　調査研究部長　伊藤智樹　　　整理課長　今泉　潔

　　　　担当職員　主任上席文化財主事　森本和男・新田浩三　　主任主事　山岡磨由子・平井真紀子

（９）十太夫第Ⅲ遺跡

　発掘調査は第１次から第７次まで、平成20年６月から平成24年５月にかけて断続的に行われた（第1︲9

表、第10︲1図）。上層・下層の整理作業は、平成25年度に実施した。

　①発掘調査（第1︲9表）

　発掘調査完了面積は16,992㎡で、上層が1,770㎡の確認調査と348㎡の本調査、下層が484㎡の確認調査を

実施した。

　②整理作業

平成25年度　記録整理～編集

　　　　調査研究部長　伊藤智樹　　　整理課長　今泉　潔

　　　　担当職員　主任上席文化財主事　森本和男・新田浩三　　主任主事　山岡磨由子・平井真紀子

対象面積

（㎡） 上層 下層 上層 下層

平成12 （１） 550 70 22 0 0 13.３ .１～ 13.３ .27 角 谷 敏 昭 及 川 淳 一 沼 澤 豊

平成13 （２） 483 145 20 0 0 13.９ .17 ～ 13. ９ .28 久 高 將 勝 田 坂 浩 佐 久 間 豊

平成14 （３） 150 150 8 － － 14.４ .１～ 14.４ .30 木 下 圭 司 田 坂 浩 斎 木 勝

平成14 （４） 611 62 24 － － 14.４ .１～ 14.４ .30 木 下 圭 司 田 坂 浩 斎 木 勝

平成14 （５） 6,790 680 12 0 0 14.11.14 ～ 14.11.29竹 内 久 美 子 田 坂 浩 斎 木 勝

平成17 （６） 1,410 141 20 0 0 17.２ .14 ～ 17. ２ .28 久 高 將 勝 田 坂 浩 矢 戸 三 男

調 査 事 務 所 長
調 査 課 長

調査研究部長年　度 調査次
確認調査（㎡） 本調査（㎡）

調査期間 担当者

対象面積

（㎡） 上層 下層 上層 下層

平成20 （１） 6,583 660 198 348 0 20.６ .16 ～ 20. ８ .11 柴 田 龍 司 及 川 淳 一 大 原 正 義

平成21 （２） 1,130 120 48 0 0 21.４ .８～ 21.４ .17 雨 宮 龍 太 郎 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成21 （３） 4,345 448 114 0 0 22.１ .12 ～ 22. ２ .19 田 井 知 二 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成22 （４） 575 68 12 0 0 22.９ .１～ 22.９ .10 矢 本 節 朗 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成23 （５） 1,046 108 24 0 0 23.５ .23 ～ 23. ５ .31 矢 本 節 朗 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成23 （６） 1,130 110 24 0 0 23.11.28 ～ 23.12. ８ 高 橋 博 文 橋 本 勝 雄 及 川 淳 一

平成24 （７） 2,183 256 64 0 0 24.５ .14 ～ 24. ５ .31 岡 田 誠 造 白 井 久 美 子 関 口 達 彦

調 査 事 務 所 長
調 査 課 長

調査研究部長年　度 調査次
確認調査（㎡） 本調査（㎡）

調査期間 担当者

第1︲8表　十太夫第Ⅰ遺跡発掘調査一覧

第1︲9表　十太夫第Ⅲ遺跡発掘調査一覧
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３．調査の方法と概要

　調査にあたり、国土方眼座標（第Ⅸ座標系）に基づいてグリッド

の設定を行っている。新市街地地区内に所在する遺跡群全体に調査

対象範囲を覆うように、40ｍ×40ｍの方眼網を設定し、南北方向を

北から１、２、３……、東西方向は西からＡ、Ｂ、Ｃ……とし、こ

の数字とアルファベットを組み合わせて大グリッド名とした。さら

に大グリッドを４ｍ×４ｍの小グリッドに100分割し、北から00～

90、西から00～09とした。グリッド名は、大グリッドと小グリッド

を組み合わせ、例えば44Ｍ－00と呼称した（第1︲1図）。

　上層の調査では、調査対象面積の10％についてトレンチを設定

し、確認調査を実施した。トレンチの設定方向は各調査区の形状な

どに即しており、必ずしも方眼に沿っていない。確認調査で検出された遺構が希薄な場合は、トレンチを

適宜拡張して精査し、遺構が広範囲に分布する場合は、本調査範囲を設定し引き続き調査を行った。

　下層の調査は上層の調査が終了した後、調査対象面積の４％について２ｍ×２ｍのグリッドを設定し確

認調査を行った。石器などの遺物が集中的に出土した地点については拡張後、本調査に移行した。

第２節　遺跡の位置と環境

１．遺跡の位置と地理的環境（第1︲2～1︲4図、図版1︲1～1︲3）

　今回報告する９か所の遺跡が所在する流山市は、千葉県の北西部に位置し、東京湾に注ぐ江戸川に沿っ

て南北に長い市域を形成している。江戸川に沿った市の西部は平坦な沖積低地であり、東部は高低差のあ

る台地が広がっている。近年では JR 武蔵野線、東武野田線の在来線に加え、つくばエクスプレス線の開

通など都心からの利便性が高まり、急激な住宅都市化が進んでいる。９か所の遺跡は、このつくばエクス

プレス線流山おおたかの森駅の周辺に位置する。

　第1︲2図によると、流山おおたかの森駅の北西部29Ｘグリッド付近（標高15ｍ～16ｍ）に坂川の源流と

される湧水地が所在する。そこから「牛飼沢」をとおり、38Ｘ・Ｙ、39Ｘ・Ｙグリッド付近で蛇行して湿

地帯を形成する。流路はさらに蛇行しながら大久保遺跡の北西から南西方向に続く。一方、市野谷二反田

遺跡西側の41Ｒグリッド付近にも湧水地があり、湧き出た水は市野谷向山遺跡の北側の45Ｓグリッドあた

りで北東からの流れと合流し氾濫原のような湿地帯を形成している。台地縁辺部には坂川の源流域を囲む

ように遺跡が集中している。

　第1︲3図では周辺の旧地形と遺跡立地を把握するために、明治13・14年測量の迅速測図を用いて、低地

（薄いスクリーントーン）と台地・微高地とを区分し、水系を示した。これらの区分に基づいて、第1︲4図

では平成17年発行の国土地理院の地形図に遺跡位置を示した。

２．周辺の遺跡（第1︲2～1︲4図、図版1︲1～1︲3）

　流山市では、大規模開発に伴って、1980年代以降、多くの遺跡が調査されている。今回報告する９遺跡

の周辺に分布する遺跡については、これまで流山新市街地地区の報告書が６冊刊行され、詳しく報告され

ているので参照していただきたい。ここでは、今回報告する遺跡に関係する縄文時代から平安時代の主な
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第1-2図　流山新市街地地区遺跡位置図

第1︲1図　グリッドの呼称例
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第1︲4図　遺跡の位置と周辺の地形（現況図）
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遺跡を概観する。旧石器時代については『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書６』を参照していただ

きたい。なお、遺跡の名称等については、『千葉県埋蔵文化財分布地図（１）―東葛飾・印旛地区（改訂

版）』に従っている。

　縄文時代の遺跡はきわめて多い。早期では、三輪野山第Ⅲ遺跡で鵜ヶ島台式期の竪穴住居跡や炉穴が調

査されている。ほかに、加地区遺跡群でも炉穴がみられる。前期になると、多くの遺跡で集落が調査され

ている。松戸市の幸田貝塚では関山式期を主体とした竪穴住居跡が多数検出された。流山市内では、三輪

野山遺跡群で良好な資料がみられる。若葉台遺跡では、黒浜式期の竪穴住居跡が10軒検出され、内１軒に

は貝層が含まれている。この貝層を伴う竪穴住居跡は三輪野山道六神遺跡でも多数調査されている。黒浜

式期の竪穴住居跡は三輪野山北浦遺跡でも検出されている。諸磯式期では、長崎遺跡のやはり貝層を伴う

竪穴住居跡から良好な資料が出土している。中期では、後半に多くの遺跡が見られる。中野久木谷頭遺跡

では、中峠式期から加曽利Ｅ式前半期にかけての大規模な環状集落が形成されている。後期の遺跡も中期

に引き続き多くの遺跡が所在する。江戸川台第Ⅰ遺跡や花山東遺跡などで集落が検出されている。貝塚も

多く形成され、三輪野山貝塚や上新宿貝塚・上貝塚は大規模な環状貝塚として知られている。晩期中頃ま

では資料が確認されているが、以降はほとんどみられなくなる。

　弥生時代の遺跡は、縄文時代晩期を受け継ぐように少ない。集落としては、現在のところ、加村台遺跡

で中期後半の竪穴住居跡が５軒検出された程度である。このほかに、平方向原遺跡・桐ヶ谷新田第Ⅰ遺

跡・下花輪荒井前遺跡・三輪野山道六神遺跡で弥生時代の土器片が確認されているのみである。

　古墳時代になると一変して多くの遺跡が出現してくる。前期の集落では、市野谷宮尻遺跡が圧倒的に規

模の大きな集落となっているが、三輪野山北浦遺跡では小面積の調査ながら12軒の竪穴住居跡が検出され

ており、台地全体を考えればやはり大きな集落となろう。東深井第Ⅰ遺跡では、７軒の竪穴住居跡と方形

周溝墓が調査されている。ほかに、大畦台遺跡や三輪野山第Ⅲ遺跡などで数軒の竪穴住居跡が検出されて

いる。中期になると、再び遺跡数が減少してくる。桐ヶ谷新田第Ⅰ遺跡から竪穴住居跡２軒、三輪野山北

浦遺跡、三輪野山八重塚遺跡で竪穴住居跡各１軒確認された程度である。ただ、市野谷宮尻遺跡と同一台

地上に隣接する西初石五丁目遺跡からは多くの竪穴住居が調査されており、両遺跡の集落変遷を考える上

で重要な遺跡である。後期になると、再び遺跡数が増加してくる。上貝塚遺跡・上貝塚Ⅱ遺跡・谷遺跡な

どで集落が調査されており、加遺跡群では比較的大規模な集落もみられる。

　奈良・平安時代では、やはり加遺跡群で集落が検出されている。

参考文献
（財）千葉県教育振興財団　2006『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書１―流山市市野谷宮尻遺跡―』
（財）千葉県教育振興財団　2008『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書２―流山市西初石五丁目遺跡―』
（財）千葉県教育振興財団　2008『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書３―流山市市野谷入台遺跡―』
（財）千葉県教育振興財団　2009『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書４―流山市市野谷二反田遺跡―』
（財）千葉県教育振興財団　2011『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書５―流山市大久保遺跡（下層）・市野谷向山
　　　　　　　　　　　　　　　遺跡（下層）・東初石六丁目第Ⅰ遺跡（下層）・東初石六丁目第Ⅱ遺跡・十太夫第Ⅱ遺跡―』

（財）千葉県教育振興財団　2011『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書６―流山市市野谷中島遺跡・市野谷向
　　　　　　　　　　　　　　 山遺跡・市野谷入台遺跡・西初石五丁目遺跡―旧石器時代編』
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第３節　基本層序（第1︲5図）

　基本層序は、第1︲5図のとおりである。今回報告する９遺跡のうち、市野谷芋久保遺跡・市野谷向山遺

跡・市野谷立野遺跡・西初石五丁目遺跡の４遺跡の層序を図示した。Ⅸ層については、西初石五丁目遺跡

のように細分できない遺跡も見られた。基本層序については、この地域で細分可能な標準土層の特徴を記

載した。

Ⅰ　層　黒色の表土である。

Ⅱａ層　黒褐色土である。

Ⅱｂ層　明褐色土である。いわゆる「新期テフラ層」である。

Ⅱｃ層　暗褐色土である。

Ⅲ　層　明黄褐色ローム土である。立川ローム最上層に相当する。いわゆる「ソフトローム層」である。

下部に向かってソフト化が進行している。赤色スコリアを少量含む。

Ⅳ　層　明褐色ローム土である。硬質のローム層でいわゆる「ハードローム層」である。２㎜～３㎜大の

赤色スコリアを多く含み、全体に赤みを帯びて明色である。

Ⅴ　層　黄褐色ローム土である。第１黒色帯に相当する。Ⅳ層に比べて、赤色スコリアの量が少なく、全

体に黒ずんでいる。Ⅳ層とⅤ層とを明確に区分できる遺跡は少なかった。

Ⅵ　層　明黄褐色ローム土である。AT（姶良丹沢火山灰）がブロック状に含まれる。

Ⅶ　層　褐色ローム土である。第２黒色帯上部に相当する。全体に黒ずんでいる。１㎜～２㎜大の黄色ス

コリアと１㎜大の赤色スコリアが少量含まれる。

Ⅸａ層　暗褐色ローム土である。第２黒色帯下部の上半である。Ⅸ層を細分できた遺跡もあるが、細分で

きなかった遺跡も多い。Ⅶ層よりも黒ずんでいる。２㎜～３㎜大の赤色スコリアが多く含まれる。

Ⅸｂ層　暗褐色ローム土である。第２黒色帯下部の間層である。ほとんどの遺跡で、この層はみられな

かった。

Ⅸｃ層　暗黄褐色ローム土である。第２黒色帯下部の下半である。２㎜大の赤色スコリアが微量含まれる。

Ⅹ　層　暗黄褐色ローム土である。スコリア粒がほとんど含まれない。

Ⅺ　層　灰褐色ローム土である。武蔵野ローム最上層である。粘性を帯びた灰褐色ロームである。

20.5m

19.5m

19.0m

20.0m

17.0m

16.0m

16.5m

市野谷芋久保遺跡
（39K-78グリッド）

市野谷向山遺跡
（46T-90グリッド）

西初石五丁目遺跡
（23F-44グリッド）

市野谷立野遺跡
（40Z-66グリッド）

0 1m(1/40)

Ⅰ

Ⅲ Ⅲ

Ⅴ
Ⅵ

Ⅳ

Ⅰ

Ⅱc

16.0m

15.0m

15.5m

Ⅲ
Ⅴ
Ⅵ

Ⅶ
Ⅸa

Ⅸc

Ⅹ

Ⅺ

Ⅳ

20.0m

19.0m

19.5m

Ⅱa
Ⅱb

Ⅱc

Ⅲ

Ⅳ

Ⅶ

Ⅸ

Ⅹ

Ⅴ
Ⅵ

Ⅳ

Ⅴ
Ⅵ

Ⅸa

Ⅸc

Ⅹ

Ⅶ

第1︲5図　基本層序



－　　－14

第２章　市野谷芋久保遺跡

第２章　市野谷芋久保遺跡

第１節　遺跡の概要（第2︲1図）
　市野谷芋久保遺跡の調査状況は第2︲1図のとおりである。今回は、第１次～第13次・第15次～第20次の

調査までの調査分の報告を行う。

　遺跡の大部分は今回で報告済みとなる。遺跡南東部の40Ｎ・40Ｏ・41ℓ・41Ｍ・42ℓ・42Ｍ・42Ｎ・43ℓ・

43Ｍグリッド付近と遺跡南西部の39Ｊ・40Ｉ・40Ｊ・41Ｉ・41Ｊグリッド付近は今後報告予定の範囲である。遺

跡北西部の37Ｈ・37Ｉ・38Ｈグリッド付近は、残存森林区で記録保存対象外の範囲である。なお、第14次調

査分は、ほかの事業地（流山運動公園周辺地区埋蔵文化財調査）である。

　調査成果は、主に旧石器時代と縄文時代において、遺構・遺物が多数出土している。旧石器時代では、

石器総数が2,878点で、46か所のブロック、５枚の文化層が検出された。縄文時代では、竪穴住居跡５軒、

陥穴22基、土坑33基、焼土遺構１基が検出された。近世では、溝１条、野馬堀・土手２条、シシ穴９基、

火葬墓１基、土坑６基が検出された。

第２節　旧石器時代

１．概要（第2︲2･3図）

　旧石器時代の確認・本調査範囲は第2︲2図、文化層ブロック・ユニット位置図は第2︲3図のとおりであ

る。文化層は、第１文化層から第５文化層の５枚の文化層が検出された。文化層ブロック別の器種組成・

石材組成は、第2︲1･2表のとおりである。石器総数が2,878点で、46か所のブロックが検出された。

（１）文化層の概要

　５枚の文化層の概要は下記のとおりである。

第１文化層：Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部（Ⅸ層最下部）に生活面をもつ。総計1,684点出土し、第１ブロック

から第19ブロックの19か所の集中地点と単独出土８点で構成される。第１～19ブロックは、

ブロック間接合が頻繁で、南北45ｍ×東西68ｍの大型の「環状ブロック群」を形成している。

　　　　　　　主要石器は、ナイフ形石器・台形様石器・局部磨製石斧・打製石斧である。石材は、ガラ

ス質黒色安山岩・トロトロ石・ホルンフェルスを主体とし、玉髄・黒曜石・緑色凝灰岩など

が伴う。黒曜石は、高原山甘湯沢群が主体を占めており、高原山・和田・蓼科・箱根の４つ

の広域にわたる産地エリアのものが用いられている。

第２文化層：Ⅶ層～Ⅵ層下部に生活面をもつ。総計119点出土し、第20ブロックから第24ブロックの５か

所の集中地点で構成される。主要石器は、ナイフ形石器・有樋石刃・削片である。いずれの

ブロックにおいても、石刃と石刃素材石器が搬入されている。第22・23ブロックは、「下総

型石刃再生技法」を技術基盤とする石器群である。黒曜石はすべて和田エリアのものが用い

られている。

第３文化層：Ⅴ層～Ⅳ層下部に生活面をもつ。総計921点出土し、第25ブロックから第42ブロックの18か

所の集中地点で構成される。３か所のブロック群からなり、それぞれ３ａユニット（第25ブ つ
く
ば
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第2︲1図　市野谷芋久保遺跡調査状況
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ロック～第29ブロック）、３ｂユニット（第30ブロック～第33ブロック）、３ｃユニット（第

34ブロック～第38ブロック）と呼称する。なお、第39ブロックから第42ブロックについては、

近接したブロックやブロック間接合が見られないことから、ユニットの区分を行っていない。

　　　　　　　主要石器は、ナイフ形石器・角錐状石器・削器・掻器である。ほとんどのブロックに礫群

が伴う。礫群の主要石材は、流紋岩・砂岩・チャートである。剥片石器類の石材は、チャー

トと黒曜石が主体を占める。黒曜石は、ブロック単位で産地が異なっており、高原山・和

田・蓼科・箱根エリアのものが用いられている。

第４文化層：Ⅳ層上部に生活面をもつ。総計53点出土し、第43ブロックから第45ブロックの３か所の集中

地点で構成される。主要石器は、ナイフ形石器と彫器である。石刃技法を基盤とする石器群

と捉えることができ、いわゆる「砂川期」の石器群に対比される。第44ブロックから「上ケ
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屋型彫器」が出土している。石材は、珪質頁岩と黒曜石が主体を占める。

第５文化層：Ⅳ層上部からⅢ層下部に生活面をもつ。総計92点出土し、第46ブロックと単独出土１点で構

成される。主要石器は、掻器と削片である。石材は、黒曜石とチャートが主体を占める。黒

曜石は、すべて諏訪星ヶ台群のものが用いられている。

（２）石器の属性

　全点の属性を付属CD-ROMに収録した。挿図番号は実測図として掲載した遺物の番号を示し、写真図

版の番号とも一致する。ブロックごとに１から順につけた。図示した実測図の右下に、遺物番号・器種・

石材・母岩番号・重量・接合番号を示した。

（３）石材の識別方法・実測図表記について

　嶺岡産珪質頁岩とは、自然面が明橙褐色、内部は灰緑色の地に白色・灰色の斑が混じる珪質頁岩のこと
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第2︲1表　文化層ブロック別器種組成表
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第2︲2表　文化層ブロック別石材組成表
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を示した。いわゆる「白滝頁岩」と同じものを示す。トロトロ石とは、表面が著しく風化し、明灰色で、

内部が黒色をした黒色緻密質安山岩のことを示す。また、黒曜石について通常の剥離面以外に、一見自然

面のようでありながらリングが確認できる風化作用を受けたと思われる面と、母岩によっては網状であっ

たり、ざらざらな面であったりする内包された節理面（リングが存在する）が観察され、接合資料以外で

はどちらか判断の難しいものもあった。実測図では肉眼で理解できる範囲で、節理はほかの石材と同じ表

記（縞模様）、風化面はドットつきの剥離面として表記した。

（４）黒曜石の産地推定

　黒曜石産地推定分析により産地が判明したものについては、実測図と巻末遺物写真図版の右下に［　］

内に黒曜石推定産地を掲載した。黒曜石の分析結果については、「第２節８. 黒曜石の産地推定結果につい

て」において記載した。また、分析結果データは付属 CD-ROMに収録してある。

（５）ブロックの記載方法

　母岩別器種別組成表をブロックごとに作成し、母岩の搬入、消費方法や器種・石材組成の特徴が現れる

ように記載した。分布図においては、器種別分布図と母岩別分布図を図示し、接合関係にある母岩につい

ては母岩別分布図において接合線で図示した。本文中においてブロックの大きさの表現は、（南北）ｍ×

（東西）ｍに統一してある。

２．第１文化層

（１）概要（第2︲4図、第2︲3表、図版2︲1）

　第１文化層の石器群は、総計1,676点出土し、第１～19ブロックの19か所の集中地点と単独出土８点で

構成される。Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部（Ⅸ層最下部）に生活面をもつ石器群と推定される。第１～19ブロッ

クは、ブロック間接合が頻繁で、環状ブロック群を形成している。環状ブロック群は、調査区中央部の39

第2︲3表　環状ブロック群器種石材組成表
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Ｋ・39L・40Ｋ・40Lグリッドに分布している。第１文化層環状ブロック群の器種石材組成は第2︲3表のと

おりである。

（２）環状ブロック群の石器組成（第2︲4～13表）

　第１文化層のブロック別組成は第2︲4･5表、母岩別ブロック組成は第2︲6～9表、母岩別器種組成は第

2︲10～13表のとおりである。

　器種組成は、ナイフ形石器１点、台形様石器６点、削器４点、楔形石器８点、二次加工のある剥片39

点、微細剥離痕のある剥片18点、剥片1,370点、砕片114点、石核68点、打製石斧１点、打製石斧調整剥片

１点、局部磨製石斧１点、局部磨製石斧調整剥片18点、磨石１点、礫器１点、敲石８点、台石３点、礫１

点、礫片13点である。主要石器は、ナイフ形石器・台形様石器・削器・掻器・打製石斧・局部磨製石斧・

礫器である。

　石材組成は、ガラス質黒色安山岩812点、トロトロ石337点、ホルンフェルス179点、玉髄60点、黒曜石

57点、緑色凝灰岩55点、安山岩39点、チャート35点、珪質頁岩25点、流紋岩19点、硬質頁岩19点、嶺岡産

珪質頁岩18点、砂岩16点、黒色頁岩５点である。ガラス質黒色安山岩・トロトロ石・ホルンフェルス・玉

髄が主要石材である。黒曜石の推定産地は、高原山甘湯沢群38点、蓼科冷山群12点、箱根畑宿群２点、和

田土屋橋南群２点、未測定３点である。４つの異なる産地の黒曜石で構成されており、高原山甘湯沢群の
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割合が高い（67％）。

　ブロック別に見ると、出土点数が多いものが第19ブロック287点、第12ブロック180点、第13ブロック

139点、第２ブロック136点、第７ブロック132点、第４ブロック126点である。また、出土点数の少ないも

のが、第８ブロック２点、第18ブロック５点、第17ブロック12点、第16ブロック27点である。中央部の円

環状ブロック群に位置するブロックの出土点数が多く、周縁部の南西側と東側のブロックの出土点数が少

ない傾向が見られた。

（３）環状ブロック群のブロックと接合状況（第2︲5図、図版2︲1・2）

　環状ブロック群は、中央部の第１～７・９～14・19ブロックが、南北30ｍ×東西30ｍの円環状に分布し

ており、さらに、南西側に隣接して第15～18ブロックと東側に第８ブロックが分布している。中央部の

円環状のブロック群と南西部のブロック群とも接合関係があることから、第１～19ブロック全体を環状

ブロック群として捉えた。これらを含めた環状ブロック群の規模は、南北45ｍ×東西68ｍということにな

る。

（４）環状ブロック群の出土状況と出土層位（第2︲6･7図）

　環状ブロック群全体の出土状況については、第2︲6図のとおりである。南東に緩やかに傾斜する台地の

縁辺部に立地している。セクション図は環状ブロック群の中央部を縦断する位置に設置（SPA～Ｂ～Ｃ

ライン）してある。

　第2︲6図の上部において、環状ブロック群全体の遺物をセクションに投影した図面を作成した。セク

第2︲5図　第１文化層環状ブロック群遺物分布及びブロック間接合
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ション図にできるだけ近い遺物を投影するために、セクション図（１）・（２）に遺物垂直分布を作成し

た。投影した遺物の範囲は、セクションライン（SPA～Ｂ～Ｃ）を中心に東西８ｍの長方形の範囲である。

　セクション図（２）において、微妙な地形傾斜と出土層位との関連を調べるために、垂直方向の長さを

水平方向の長さの４倍の値で示した。セクション図（１）では、通常どおりの水平・垂直方向を等倍にし

て表示してある。環状ブロック群全点については、南北方向と東西方向の遺物垂直分布図を第2︲6図の下

部と右部に示した。

　第2︲6図からは、中央部の円環状のブロック群（第１～７・９～14・19ブロック）が平坦面に立地し、

南西部の外縁部のブロック群（第15～18ブロック）が緩やかな斜面部に立地していることが読み取れる。

特に、セクション図（２）において、この情報を顕著に読み取ることができる。このように、遺跡立地の

傾向を見るために、垂直方向を長くして表示することも必要なことといえよう。

　出土層位については、第2︲7図において、縮尺倍率を第2︲6図に比べて倍の１/150で表示し、垂直方向の

長さを水平方向の長さの５倍の値で表示した。また、投影する遺物は、平坦面に分布し、SPB ～Ｃライ

ンを中心に東西８ｍの長方形の範囲に限定した。第2︲7図からは、環状ブロック群の出土層位は、Ⅹ層上

部～Ⅸｃ層下部（Ⅸ層最下部）に集中することが読み取れ、さらに、集中のピークを検討すると、Ⅸｃ層

とⅩ層との境界付近であることから、Ⅹ層上面と判断される。

（５）環状ブロック群の器種別分布状況（第2︲8･9図）

　第2︲8図が全器種、第2︲9図が器種別の分布図である。全体の特徴としては、中央部の円環状ブロック群

において剥片類が主体を占め、外縁部のブロック群（第８・15～18ブロック）において敲石・台石が主体

を占める傾向が見られる。これらをさらに器種別に見ていくことにしよう。

　台形様石器は、円環状ブロック群の南西部にまとまって出土している。ナイフ形石器は、南西側外縁部

の第15ブロックから出土している。削器は円環状ブロック群の北部、楔形石器は円環状ブロック群の東部

にまとまって出土している。これらの剥片石器の製品類は、円環状ブロック群の全体には拡がって分布し

ておらず、ある程度まとまって出土する傾向が見られる。

　二次加工のある剥片・微細剥離痕のある剥片・剥片・砕片・石核は、いずれも円環状ブロック全域に分

布している。特に、石核の集中する第４・７・９・12～14・19ブロックは、剥片・砕片が密集している。

これらのブロックでは接合関係資料が多いことから、石器製作が盛んに行われたことが推察される。

　打製石斧（調整剥片含む）と局部磨製石斧（調整剥片含む）は、南西側外縁部の第16・17ブロックと円

環状ブロック群中央の第６ブロックと南西の第９ブロックに分布しており、環状ブロック群の南西部に集

中している。

　敲石は、東側外縁部の第８ブロックと南西側外縁部の第15・17・18ブロックにまとまって出土している。

円環状ブロック群においては、第19ブロックから１点出土しているのみである。台石は南西側外縁部の第

14ブロックにまとまって出土している。敲石と台石は、外縁部から出土する傾向が見られ、上述の台形様

石器・楔形石器・剥片・石核などの剥片石器とは対照的な分布状況を示す。

　磨石は円環状ブロック群北西部の第１ブロック、礫器は円環状ブロック群北東部の第５ブロックから１

点ずつ出土している。

　礫・礫片は、出土点数は少ないものの、円環状ブロック群の北西部の第１～３・９ブロックにまとまっ

て分布している。
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第2︲7図　第１文化層環状ブロック群の出土層位
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第2︲4表　第１文化層ブロック別組成表（1）
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第2︲5表　第１文化層ブロック別組成表（2）
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第2︲6表　環状ブロック群母岩別ブロック組成表（1）
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第2︲7表　環状ブロック群母岩別ブロック組成表（2）
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第2︲8表　環状ブロック群母岩別ブロック組成表（3）
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第2︲9表　環状ブロック群母岩別ブロック組成表（4）
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第2︲10表　環状ブロック群母岩別器種組成表（1）
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第2︲11表　環状ブロック群母岩別器種組成表（2）
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第2︲12表　環状ブロック群母岩別器種組成表（3）
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第2︲13表　環状ブロック群母岩別器種組成表（4）
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第2︲8図　第１文化層環状ブロック群器種別分布（1）
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第2︲9図　第１文化層環状ブロック群器種別分布（2）
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（６）環状ブロック群の石材別・母岩別分布状況（第2︲10～27図、第2︲6～13表）

　第2︲10図が全石材、第2︲11～27図が石材別（母岩別含む）の分布図である。

　また、母岩別ブロック組成（第2︲6～9表）と母岩別器種組成（第2︲10～13表）を作成したので、母岩別

のブロックの拡がりや器種組成を分布図と併せて参照していただきたい。

　主要石材はガラス質黒色安山岩（48％）・トロトロ石（20％）・ホルンフェルス（11％）で、この３石材

で79％を占める。石材別・母岩別では、分布の偏りが見られた。

　ブロック間接合資料が多量に見られた。接合資料において、一つのブロックで大半の石器が接合する

が、遠く離れて１～２点だけが約10ｍ以上離れて分布している接合資料が多く見られた。この接合資料に

ついては、「遠隔単独接合資料」と仮称して記述した。

　また、同様に接合はしないが、遠く離れて１～２点だけが約10ｍ以上分布する母岩についても、「遠隔

単独母岩資料」と仮称して記述した。特異な要素があるかの検討が必要かと思われるので、その器種や母

岩消費過程について簡単に触れておいた。

　それでは、石材別・母岩別に分布状況を見ていくことにしよう。

　①黒曜石（第2︲11～13図、図版2︲16）

　57点出土した。黒曜石推定産地の内訳は、高原山甘湯沢群38点、蓼科冷山群12点、箱根畑宿群２点、和

田土屋橋南群２点、未測定３点で、４つの異なる産地エリアで構成され、高原山甘湯沢群の割合が高い。

　第2︲11図は黒曜石推定産地別分布図である。黒曜石全点を見ると円環状ブロック群の中央と東部、南西

側外縁部に分布している。高原山甘湯沢群は、円環状ブロック群に分布しており、南側の第11～14・19ブ

ロック、中央の第６・10ブロック、北東の第７ブロックの３か所の集中地点が見られる。和田土屋橋南群

は、南西側外縁部の第15ブロック集中する。蓼科冷山群は、南西側外縁部の第16ブロックに集中し、円環

状ブロック群の第４ブロックと第14ブロックに点在する。箱根畑宿群は、円環状ブロック群北側の第４ブ

ロックに集中する。このように、それぞれの産地別の分布域が、ほとんど重ならずに異なる地点に形成さ

れるという傾向が見られた。

　さらに母岩別・器種別に分布状況を示したものが、第2︲12･13図である。構成点数の多い母岩には、複

数のブロックにわたって分布しているものが見られた。高原山甘湯沢群は構成点数の多い母岩が見られ

る。黒曜石1001は第６・７・10・14ブロックに分布し、第７ブロックに集中する。黒曜石1003は第３・

７・11・12ブロックに分布し、第７ブロックと第12ブロックとの間に接合関係が見られた。蓼科冷山群の

黒曜石1005は、「遠隔単独母岩資料」と識別可能な母岩である。第16ブロックに剥片がまとまって出土し

ているが、北側約44ｍに離れて第４ブロックから台形様石器が単独で出土している。

　②ホルンフェルス（第2︲14･15図、図版2︲16･17）

　179点出土した。環状ブロック群のほぼ全域に分布するが、母岩別に見ると、それぞれ小範囲に集中す

る。10点以上で構成される母岩は、ホルンフェルス1001～1005の５母岩であり、比較的大きな母岩を持ち

込み消費していると推察される。

　「遠隔単独接合資料」は７資料［ホルンフェルス1001（接1032）・ホルンフェルス1003（接1037）・ホル

ンフェルス1004（接1038）・ホルンフェルス1005（接1040）、ホルンフェルス1006（接1039）・ホルンフェ

ルス1007（接1041）］である。

　このうち、ホルンフェルス1004（接1038）とホルンフェルス1006（接1039）の２資料は、局部磨製石斧
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の接合資料であり、最終工程の石器が遠隔のブロックから単独で出土している。局部磨製石斧が石器再生

され、最終の局部磨製石斧の本体が遠隔のブロックに単独で持ち出された可能性がある。

　それぞれの母岩の分布域の重複関係に注目して見ると、異なる母岩同士が平面的に重複する箇所が少な

いことが注目される。ホルンフェルス全点を見ると、環状ブロック群全域に拡がっている。しかしなが

ら、母岩単位でみると、複数の母岩を集中して消費する地点が見られなかった。ホルンフェルスの各母岩

を、それぞれのブロックに均等に分配したかのような分布状況を示していることも注目される。

　③緑色凝灰岩（第2︲16図、図版2︲17）

　55点出土した。緑色凝灰岩1001と緑色凝灰岩1002の２母岩が持ち込まれている。

　緑色凝灰岩1001は53点で構成されている。非常に大きな円礫を素材として、接1021と接1022など２個体

以上に分割して剥片剥離が行われていることが窺える。接1021は主に第13ブロック、接1022は第９ブロッ

クにおいて消費されている。

　緑色凝灰岩1002は２点のみで構成されており、第４ブロックに分布する。石核を素材として持ち込み、

１点の剥片を剥離している。

　④玉髄（第2︲17図、図版2︲19）

　60点出土した。玉髄1001と玉髄1002で大半を占め、主に環状ブロック群の北部に分布する。

　玉髄1001は31点で構成されている。接1026は「遠隔単独接合資料」で、第１・３ブロックに大半が分布

し、第12ブロックから剥片が単独で出土している。接1026とは接合はしていないが、さらに遠く離れた第

15ブロックから２点の剥片が出土している。

　⑤トロトロ石（第2︲18･19図、図版2︲18）

　337点出土した。環状ブロック群のなかでは２番目に多い石材である。ホルンフェルスの分布状況と同

じ特徴が見られた。環状ブロック群のほぼ全域に分布し、母岩別に見ると、それぞれ小範囲に集中する。

また、異なる母岩との重複分布を示す地点が少なく、トロトロ石の各母岩をそれぞれのブロックに均等に

分配したかのような分布状況を示している。

　「遠隔単独接合資料」は、トロトロ石1004（接1057）とトロトロ石1006（接1067）の２資料である。ト

ロトロ石1004（接1057）においては、遠隔単独出土した45ａ（第15ブロック出土）が、最初に剥離された

剥片であり、２回目以降に剥離された石器は第２ブロックに集中している。同様に、トロトロ石1006（接

1067）においても、遠隔単独出土した46ａ（第13ブロック出土）が、最初に剥離された剥片で、２回目以

降に剥離された石器は第19ブロックに集中している。

　⑥頁岩類（第2︲20図、図版2︲19）

　頁岩類全体の分布域は、環状ブロック群の南西部に集中する。

　硬質頁岩は19点出土した。硬質頁岩1001の１母岩が持ち込まれている。硬質頁岩1001（接1005）は「遠

隔単独接合資料」と捉えることも可能である。遠隔単独出土した58ｃ（第15ブロック出土）は、剥離順序

の３番目の剥片である。

　珪質頁岩は25点出土した。珪質頁岩1001は19点で構成されており、第９ブロックと第16ブロックと２か

所にほぼ同数の点数が分布している。ただし、両ブロック間の接合資料は見られなかった。

　嶺岡産珪質頁岩は18点出土した。それぞれ５点未満の母岩で構成されている。
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　⑦チャート（第2︲21図、図版2︲20）

　35点出土した。環状ブロック群の南部に集中する。ブロック間接合資料が見られず、各母岩が小範囲に

密集している。異なる母岩との重複分布を示す地点は見られなかった。

　⑧砂岩（第2︲22図、図版2︲20）

　16点出土した。敲石が環状ブロック群の東端の第８ブロックから２点と南西端の第18ブロックから１点

出土している。磨石は環状ブロック群の北端の第１ブロックから出土している。

　剥片剥離が行われている砂岩1001（接1006）は「遠隔単独接合資料」である。遠隔単独出土した73ｆ

（第５ブロック出土）は、最後に剥離された剥片である。

　⑨安山岩（第2︲22図、図版2︲20）

　39点出土した。敲石が環状ブロック群の南西部の第15ブロックと第17ブロックにまとまって４点出土し

ている。安山岩1001は第19ブロックに集中しており、小形の剥片を剥離した後に、残核を敲石として転用

している。接合はしていないが、第２ブロックから出土している。安山岩1002は環状ブロック群の北東部

に分布する。

　⑩ガラス質黒色安山岩（第2︲23～27図、図版2︲21～23）

　812点出土した。出土点数が最も多い石材である。中央部の円環状ブロック群（第１～７・９～14・19

ブロック）にほとんどの石器が出土している。南西側の外縁部（第15～17ブロック）からは、わずかに７

点出土しているのみである。接合関係は多量で、ブロック間接合資料が多く見られる。

　剥片・砕片・石核が中央部の円環状ブロック群のすべてのブロックに隔たりなく分布していることが大

きな特徴といえよう。母岩単位で分布状況を見ると、異なる母岩との重複分布を示す地点が少なく、各母

岩をそれぞれのブロックに均等に分配したかのような分布状況を示している。この傾向は、ホルンフェル

スやトロトロ石においても見られた。

　母岩は43母岩に識別できた。母岩別の分布状況は、大半のものが一つのブロック、あるいは近接する

ブロック内に分布するものが多かった。そのなかで「遠隔単独接合資料」は、ガラス質黒色安山岩1001

（接1070）・ガラス質黒色安山岩1008（接1090）・ガラス質黒色安山岩1009（接1081）・ガラス質黒色安山岩

1011（接1095）の４資料である。

　ガラス質黒色安山岩1001（接1070）においては、遠隔単独出土した124ａ（第10ブロック出土）は、最

初に剥離された剥片である。ガラス質黒色安山岩1008（接1090）においては、遠隔単独出土した126ｃ（第

10ブロック出土）と126ｆ（第７ブロック出土）が初期の剥離段階の剥片であり、それ以外は第12ブロッ

クから出土している。ガラス質黒色安山岩1009（接1081）においては、遠隔単独出土した127ｉ（第19ブ

ロック出土）が石核から剥離された最後の剥片である。ガラス質黒色安山岩1011（接1095）においては、

遠隔単独出土した109ａ（第７ブロック出土）と109ｂ（第15ブロック出土）が最初と二番目に剥離された

剥片である。このように、遠隔単独出土した石器は、剥離順序の初期、あるいは最終段階のものであると

いう傾向が見られた。この傾向は、ホルンフェルスやトロトロ石においても同様の傾向が見られた。
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（７）環状ブロック群のブロック別分布状況

　①第１ブロック（第2︲28図、第2︲14表、図版2︲1･2）

出土状況　39Ｋ－67・75・76・86グリッドに分布している。5.1ｍ×5.8ｍの範囲から49点の石器が出土した。

東部・西部の２か所の集中地点が見られ、北西部に２点だけ点在している。東部は砂岩製の磨石が１点出

土しており、ガラス質黒色安山岩を主体とする。西部はトロトロ石を主体とする。ブロック間接合は７個

体（接1026・1040・1054・1057・1098・1104・1125）あり、第２～６・９・12・15ブロックと接合関係が

ある。出土層位は、Ⅹ層からⅨａ層にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、二次加工のある剥片１点、微細剥離痕のある剥片１点、剥片43点、砕片２点、石

核１点、磨石１点である。石材組成は、ガラス質黒色安山岩29点、トロトロ石12点、玉髄６点、砂岩１

点、ホルンフェルス１点である。

　②第２ブロック（第2︲29･30図、第2︲15表、図版2︲1･2）

出土状況　39Ｋ－74・85・86・96グリッドに分布している。5.2ｍ×6.9ｍの範囲から136点の石器が出土

した。狭い範囲に密集している。ブロック間接合は９個体（接1007・1026・1029・1054・1057・1081・

1086・1092・1098）あり、第１・３～６・９・10・12・15・19ブロックと接合関係がある。出土層位は、

Ⅹ層からⅦ層にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、削器１点、剥片114点、砕片11点、石核３点、礫片５点である。石材組成は、ガ

ラス質黒色安山岩64点、トロトロ石39点、玉髄20点、安山岩７点、ホルンフェルス３点、流紋岩２点、砂

岩１点である。

　③第３ブロック（第2︲31図、第2︲16表、図版2︲1･2）

出土状況　39Ｋ－77・78・87・88グリッドに分布している。6.4ｍ×4.8ｍの範囲から35点の石器が出土

した。北西部に集中地点が見られ、南東部に散漫に分布している。ブロック間接合は２個体（接1026・

1037）あり、第１・２・４～７・12・19ブロックと接合関係がある。出土層位は、Ⅹ層からⅥ層にかけて

で、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層に集中する。

出土石器　器種組成は、二次加工のある剥片２点、剥片22点、砕片10点、礫片１点である。石材組成は、

玉髄18点、トロトロ石11点、ガラス質黒色安山岩４点、砂岩１点、ホルンフェルス１点である。

　④第４ブロック（第2︲32･33図、第2︲17表、図版2︲1･2）

出土状況　39Ｋ－68・69・78・79グリッドに分布している。6.4ｍ×7.3ｍの範囲から126点の石器が出土し

た。北東部・南東部・西部の３か所の集中地点が見られる。ブロック間接合は５個体（接1011・1026・

1056・1095・1096）あり、第１～３・５～７・12・15ブロックと接合関係がある。出土層位は、Ⅹ層から

Ⅸａ層にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、台形様石器１点、削器１点、二次加工のある剥片６点、微細剥離痕のある剥片１

点、剥片96点、砕片10点、石核11点である。石材組成は、ガラス質黒色安山岩59点、トロトロ石47点、流

紋岩５点、黒曜石４点、安山岩４点、ホルンフェルス４点、緑色凝灰岩２点、玉髄１点である。

　⑤第５ブロック（第2︲34図、第2︲18表、図版2︲1･2）

出土状況　39Ｋ－79・89・99、39L－80グリッドに分布している。5.4ｍ×4.4ｍの範囲から73点の石器が

出土した。北西部・南東部の２か所の集中地点が見られる。ブロック間接合は８個体（接1006・1026・

1070・1084・1086・1096・1140・1144）あり、第１～４・６・９・10・12・14・19ブロックと接合関係が



－　　－51

第２章　市野谷芋久保遺跡 第２章　市野谷芋久保遺跡

ある。出土層位は、Ⅹ層からⅦ層にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、微細剥離痕のある剥片１点、剥片60点、砕片９点、石核２点、礫器１点である。

石材組成は、ガラス質黒色安山岩63点、ホルンフェルス４点、トロトロ石３点、流紋岩１点、砂岩１点、

玉髄１点である。

　⑥第６ブロック（第2︲35･36図、第2︲19表、図版2︲1･2）

出土状況　39Ｋ－97～99、40Ｋ－08グリッドに分布している。5.1ｍ×7.9ｍの範囲から53点の石器が出土し

た。集中地点は１か所で、西側にやや密集する。ブロック間接合は８個体（接1026・1029・1038・1040・

1041・1057・1086・1112）あり、第１～５・９・12～15ブロックと接合関係がある。出土層位は、Ⅹ層か

らⅤ層にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、二次加工のある剥片２点、微細剥離痕のある剥片１点、剥片46点、砕片１点、石

核１点、局部磨製石斧調整剥片２点である。石材組成は、ガラス質黒色安山岩33点、トロトロ石11点、安

山岩２点、玉髄２点、黒曜石１点である。

　⑦第７ブロック（第2︲37･38図、第2︲20表、図版2︲1･2）

出土状況　39L－70・80・81・90・91グリッドに分布している。6.2ｍ×5.9ｍの範囲から132点の石器が出

土した。北東部・南西部の２か所の集中地点が見られる。北東部が密集し、南西部がやや散漫に分布して

いる。ブロック間接合は７個体（接1001・1011・1012・1015・1037・1090・1095）あり、第３・４・10～

12・15・19ブロックと接合関係がある。出土層位は、Ⅹ層からⅨａ層にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部

に集中する。

出土石器　器種組成は、削器１点、楔形石器２点、二次加工のある剥片２点、微細剥離痕のある剥片１

点、剥片108点、砕片11点、石核７点である。石材組成は、黒曜石13点、ガラス質黒色安山岩82点、ホル

ンフェルス28点、トロトロ石５点、黒色頁岩２点、安山岩１点、流紋岩１点である。

　⑧第８ブロック（第2︲39図、第2︲21表、図版2︲1･2）

出土状況　39L－96グリッドに分布している。近接して２点の敲石が出土している。環状ブロック群の東

端に分布し、円環状に分布するブロック群からは、約18ｍ離れて分布している。出土層位は、Ⅸａ層下部

である。ブロック間接合は見られなかったが、環状ブロック群の南西端に位置する第15・17・18ブロック

からも敲石がまとまって出土していることから、第８ブロックも環状ブロック群に含まれると判断した。

出土石器　器種組成は、敲石２点である。石材組成は、砂岩２点である。

　⑨第９ブロック（第2︲40･41図、第2︲22表、図版2︲1･2）

出土状況　39Ｋ－95・96、40Ｋ－05・06・14～16・25グリッドに分布している。10.2ｍ×5.9ｍの範囲から

163点の石器が出土した。中央部・南西部・南部・北東部の４か所の集中地点が見られる。中央部が最も

出土点数が多く、密集している。南西部・南部は小範囲に密集し、北東部は散漫に分布している。石材分

布は、中央部・南西部・南部がホルンフェルスを主体とし、北東部がガラス質黒色安山岩を主体とする。

ブロック間接合は８個体（接1005・1006・1038・1040・1049・1081・1104・1139）あり、第１～３・５・

６・15・19ブロックと接合関係がある。出土層位は、Ⅹ層からⅦ層にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部に

集中する。

出土石器　器種組成は、二次加工のある剥片５点、微細剥離痕のある剥片５点、剥片125点、砕片４点、

石核７点、打製石斧１点、打製石斧調整剥片１点、局部磨製石斧調整剥片13点、礫１点、礫片１点であ
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る。石材組成は、ホルンフェルス58点、ガラス質黒色安山岩38点、硬質頁岩18点、珪質頁岩12点、緑色凝

灰岩11点、トロトロ石７点、砂岩６点、チャート５点、嶺岡産珪質頁岩４点、流紋岩２点、安山岩１点、

黒色頁岩１点である。

　⑩第10ブロック（第2︲42･43図、第2︲23表、図版2︲1･2）

出土状況　39Ｋ－96・97、40Ｋ－06・07・17グリッドに分布している。5.3ｍ×5.5ｍの範囲から81点の石

器が出土した。集中地点は１か所で、東側が密集する。ブロック間接合は10個体（接1021・1047・1070・

1084・1090・1091・1092・1102・1143・1144）あり、第２・５・７・11～15ブロックと接合関係がある。

出土層位は、Ⅹ層からⅥ層ににかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、台形様石器２点、微細剥離痕のある剥片２点、剥片74点、砕片１点、石核２点で

ある。石材組成は、ガラス質黒色安山岩49点、トロトロ石24点、黒曜石２点、流紋岩２点、緑色凝灰岩２

点、玉髄２点である。

　⑪第11ブロック（第2︲44図、第2︲24表、図版2︲1･2）

出土状況　40Ｋ－08・18・19グリッドに分布している。5.6ｍ×4.8ｍの範囲から32点の石器が出土した。

南東部に集中地点が見られ、北西部に散漫に分布している。ブロック間接合は２個体（接1015・1021）あ

り、第７・10・13ブロックと接合関係がある。出土層位は、Ⅹ層からⅦ層にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層

下部に集中する。

出土石器　器種組成は、楔形石器１点、二次加工のある剥片２点、剥片27点、砕片１点、礫片１点であ

る。石材組成は、ガラス質黒色安山岩25点、トロトロ石３点、黒曜石２点、流紋岩１点、緑色凝灰岩１点

である。

　⑫第12ブロック（第2︲45･46図、第2︲25表、図版2︲1･2）

出土状況　40Ｋ－19・28・29・39、40L－10・20グリッドに分布している。5.1ｍ×9.2ｍの範囲から180点

の石器が出土した。西部に集中地点が見られ、南東部に散漫に分布している。ブロック間接合は６個体

（接1026・1056・1074・1090・1100・1110）あり、第１～７・10・19ブロックと接合関係がある。出土層

位は、Ⅹ層からⅦ層にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、台形様石器１点、削器１点、楔形石器３点、二次加工のある剥片５点、微細剥離

痕のある剥片１点、剥片152点、砕片11点、石核６点である。石材組成は、ガラス質黒色安山岩100点、ト

ロトロ石68点、黒曜石９点、玉髄２点、緑色凝灰岩１点である。

　⑬第13ブロック（第2︲47･48図、第2︲26表、図版2︲1･2）

出土状況　40Ｋ－27・28・38グリッドに分布している。5.4ｍ×4.7ｍの範囲から139点の石器が出土した。

南東部と北西部の２か所に集中地点が見られる。南東部が密集し、北西部が散漫に分布している。ブロッ

ク間接合は９個体（接1021・1032・1041・1047・1067・1091・1102・1107・1112）あり、第６・10・11・

13・14・19ブロックと接合関係がある。出土層位は、Ⅹ層からⅢ層にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部に

集中する。

出土石器　器種組成は、台形様石器１点、二次加工のある剥片６点、微細剥離痕のある剥片２点、剥片

117点、砕片８点、石核５点である。石材組成は、ガラス質黒色安山岩51点、トロトロ石29点、緑色凝灰

岩38点、ホルンフェルス８点、チャート７点、黒曜石４点、珪質頁岩１点、黒色頁岩１点である。

　⑭第14ブロック（第2︲49･50図、第2︲27表、図版2︲1･2）
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〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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第2︲29図　第１文化層第２ブロック器種別分布
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第2︲30図　第１文化層第２ブロック母岩別分布
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第2︲31図　第１文化層第３ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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第2︲32図　第１文化層第４ブロック器種別分布
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第2︲33図　第１文化層第４ブロック母岩別分布
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第2︲34図　第１文化層第５ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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第2︲35図　第１文化層第６ブロック器種別分布
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第2︲38図　第１文化層第７ブロック母岩別分布

0 4 m

39L-80 39L-81

39L-90

ガラス質黒色安山岩1001

ガラス質黒色安山岩1004

ガラス質黒色安山岩1005

ガラス質黒色安山岩1006

ガラス質黒色安山岩1007

ガラス質黒色安山岩1008

ガラス質黒色安山岩1010

ガラス質黒色安山岩1011

ガラス質黒色安山岩1018

ガラス質黒色安山岩1037

ガラス質黒色安山岩1042

ガラス質黒色安山岩1046

ガラス質黒色安山岩1047

ガラス質黒色安山岩1049

ガラス質黒色安山岩1050

ガラス質黒色安山岩1064

ガラス質黒色安山岩1068

ガラス質黒色安山岩1101

ガラス質黒色安山岩1102

ガラス質黒色安山岩1106

ガラス質黒色安山岩1109

ガラス質黒色安山岩1110

ガラス質黒色安山岩1111

ガラス質黒色安山岩1116

ガラス質黒色安山岩1124

ガラス質黒色安山岩1128

ガラス質黒色安山岩1129

ガラス質黒色安山岩1130

ガラス質黒色安山岩1131

ガラス質黒色安山岩1132

ガラス質黒色安山岩1134

ガラス質黒色安山岩1139

ガラス質黒色安山岩1200

接1011　5 (a＋b)
(第４・７ブロック接合資料）

接1075　106 (a＋b)

接1001　80 (a～ℓ)
(第７・19ブロック接合資料）

接1111　129 (a～f)

接1037　22 (a～w)
(第３・７・19ブロック接合資料）

接1090　126 (a～s)
(第７・10・12ブロック接合資料）

接1151
123 (a＋b)

接1012
12 (a～d)

(第７・12ブロック接合資料）

接1134　119 (a＋b)

(1/80)

第４
ブロ
ック
と接
合

トロトロ石1007

トロトロ石1026

トロトロ石1032

トロトロ石1103

トロトロ石1105

安山岩1001

流紋岩1002

黒曜岩1001［高原山甘湯沢群］

黒曜岩1003［高原山甘湯沢群］

黒曜岩1008

黒色頁岩1004

黒色頁岩1005

ホルンフェルス1003

接1127　118 (a＋b)

接1095　109 (a～d)
(第４・７・15ブロック接合資料）

接1083

接1131
接1075

接1011

接1111

接1037

接1001

接1090

接1012

接1151

接1015

接1132

接1127

接1052接1095

接1134

接1085

接1123

第
４
ブ
ロ
ッ
ク
と
接
合

第15ブロックと接合

第
11
ブ
ロ
ッ
ク
と
接
合

第1
0ブ
ロッ
クと
接合

第
12
ブ
ロ
ッ
ク
と
接
合

第1
2ブ
ロッ
クと
接合

第
19
ブ
ロ
ッ
ク
と
接
合 第
19
ブ
ロ
ッ
ク
と
接
合

第
３
ブ
ロ
ッ
ク
と
接
合

22f

129d 129a
129b

56b

22k

94

22i

129f

106b
22g
100 106a

129c

35

129e

22m

22j

22a12d

12a
22p
22q

22u

22c
22e

22d

119a

22ℓ

22t

80h

119b

126f

123a
22n

22o
22v

123b

22s

22w

91

109a
118b

118a
17b

22b

12b



－　　－64

第２章　市野谷芋久保遺跡

第2︲39図　第１文化層第８ブロック遺物分布

〈器種別分布〉
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第2︲42図　第１文化層第10ブロック器種別分布
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第2︲43図　第１文化層第10ブロック母岩別分布
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第2︲44図　第１文化層第11ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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第2︲45図　第１文化層第12ブロック器種別分布
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第2︲46図　第１文化層第12ブロック母岩別分布
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第2︲47図　第１文化層第13ブロック器種別分布
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第2︲48図　第１文化層第13ブロック母岩別分布
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第2︲49図　第１文化層第14ブロック器種別分布
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第2︲50図　第１文化層第14ブロック母岩別分布
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第2︲51図　第１文化層第15ブロック器種別分布
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第2︲52図　第１文化層第15ブロック母岩別分布



－　　－78

第２章　市野谷芋久保遺跡

第2︲53図　第１文化層第16ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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〈母岩別分布〉

〈母岩別分布〉
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第2︲54図　第１文化層第17ブロック遺物分布
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第2︲55図　第１文化層第18ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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第2︲56図　第１文化層第19ブロック器種別分布
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第2︲14表　第１文化層第１ブロック組成表

第2︲15表　第１文化層第２ブロック組成表
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第2︲16表　第１文化層第３ブロック組成表

第2︲17表　第１文化層第４ブロック組成表
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第2︲18表　第１文化層第５ブロック組成表

第2︲19表　第１文化層第６ブロック組成表
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第2︲20表　第１文化層第７ブロック組成表
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第2︲21表　第１文化層第８ブロック組成表

第2︲22表　第１文化層第９ブロック組成表
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第2︲23表　第１文化層第10ブロック組成表

第2︲24表　第１文化層第11ブロック組成表
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第2︲25表　第１文化層第12ブロック組成表
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第2︲26表　第１文化層第13ブロック組成表

第2︲27表　第１文化層第14ブロック組成表
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第2︲28表　第１文化層第15ブロック組成表

第2︲29表　第１文化層第16ブロック組成表

第2︲30表　第１文化層第17ブロック組成表

第2︲31表　第１文化層第18ブロック組成表
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第2︲32表　第１文化層第19ブロック組成表
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出土状況　40Ｋ－17・26・27・36・37グリッドに分布している。8.1ｍ×4.2ｍの範囲から84点の石器が

出土した。北西部に集中地点が見られ、南東部に散漫に分布する。ブロック間接合は４個体（接1032・

1041・1070・1140）あり、第５・６・10・13・19ブロックと接合関係がある。出土層位は、Ⅹ層からⅢ層

にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、台形様石器１点、剥片72点、砕片５点、石核６点である。石材組成は、ガラス質

黒色安山岩62点、トロトロ石16点、黒曜石３点、ホルンフェルス３点である。

　⑮第15ブロック（第2︲51･52図、第2︲28表、図版2︲1･2）

出土状況　40Ｋ－22～25・33～35・43・45グリッドに分布している。8.4ｍ×12.3ｍの範囲から60点の石器

が出土した。環状ブロック群の中で最もブロックの範囲が広い。第１～14・19ブロックは比較的平坦な面

に立地していたが、第15ブロックは南東に緩やかに傾斜する斜面部に立地している。第17・18ブロックも

やや傾斜する斜面部に立地する。南東部と北西部の２か所に集中地点が見られる。ブロック間接合は４個

体（接1005・1017・1019・1143）あり、第４・７・９・10・16ブロックと接合関係がある。出土層位は、

Ⅹ層からⅨａ層にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層に集中する。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器１点、楔形石器１点、二次加工のある剥片３点、微細剥離痕のある

剥片１点、剥片40点、砕片５点、石核２点、敲石２点、台石３点、礫片２点である。石材組成は、チャー

ト13点、嶺岡産珪質頁岩10点、ホルンフェルス９点、玉髄５点、ガラス質黒色安山岩４点、安山岩４点、

流紋岩４点、珪質頁岩３点、黒曜石３点、トロトロ石２点、砂岩１点、硬質頁岩１点、黒色頁岩１点である。

　⑯第16ブロック（第2︲53図、第2︲29表、図版2︲1･2）

出土状況　40Ｋ－56・57・66・67・76グリッドに分布している。6.9ｍ×7.8ｍの範囲から27点の石器が出

土した。北東部・北西部・南西部の３か所に集中地点が見られる。北東部が密集し、北西部・南西部が散

漫に分布している。ブロック間接合は２個体（接1019・1039）あり、第15・17ブロックと接合関係がある。

出土層位は、Ⅹ層からⅢ層にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層に集中する。

出土石器　器種組成は、二次加工のある剥片１点、微細剥離痕のある剥片１点、剥片19点、砕片５点、局

部磨製石斧１点である。石材組成は、黒曜石10点、珪質頁岩８点、ホルンフェルス３点、ガラス質黒色安

山岩２点、トロトロ石２点、流紋岩１点、嶺岡産珪質頁岩１点である。

　⑰第17ブロック（第2︲54図、第2︲30表、図版2︲1･2）

出土状況　40Ｋ－31・40・41グリッドに分布している。7.4ｍ×5.6ｍの範囲から12点の石器が出土した。

南西部・南東部・北東部の３か所に集中地点が見られる。いずれも散漫に分布している。ブロック間接合

は１個体（接1039）あり、第16ブロックと接合関係がある。セクション図に投影できなかったが、第16ブ

ロックと接合関係があることから、出土層位は、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層に集中すると思われる。

出土石器　器種組成は、剥片７点、局部磨製石斧調整剥片３点、敲石２点である。石材組成は、嶺岡産珪

質頁岩３点、ホルンフェルス３点、安山岩２点、ガラス質黒色安山岩１点、トロトロ石１点、珪質頁岩１

点、玉髄１点である。

　⑱第18ブロック（第2︲55図、第2︲31表、図版2︲1･2）

出土状況　40Ｋ－60・61・71グリッドに分布している。3.9ｍ×6.3ｍの範囲から５点の石器が出土した。

散漫に分布しており、北東部から敲石が出土している。ブロック間の接合資料は見られなかった。セク

ション図に投影できなかったが、発掘時の出土層位の所見などから、出土層位は、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層に集
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中すると思われる。

出土石器　器種組成は、剥片２点、敲石１点、礫片２点である。石材組成は、砂岩３点、チャート１点、

玉髄１点である。

　⑲第19ブロック（第2︲56･57図、第2︲32表、図版2︲1･2）

出土状況　39L－90・91、40L－00～02・10～12・21グリッドに分布している。10.6ｍ×7.9ｍの範囲から

287点の石器が出土した。環状ブロック群のなかで最も出土点数が多いブロックである。北東部・南東

部・北西部の３か所に集中地点が見られる。３か所の集中地点は近接しており、北東部と南東部の集中地

点は密集しており、北西部はやや散漫に分布している。ブロック間接合は９個体（接1001・1032・1037・

1067・1074・1100・1107・1110・1140）あり、第３・５・７・12～14ブロックと接合関係がある。出土層

位は、Ⅹ層からⅥ層にかけてで、Ⅹ層上部～Ⅸｃ層に集中する。

出土石器　器種組成は、楔形石器１点、二次加工のある剥片２点、微細剥離痕のある剥片１点、剥片246

点、砕片20点、石核15点、敲石１点、礫片１点である。石材組成は、ガラス質黒色安山岩146点、トロト

ロ石57点、ホルンフェルス50点、安山岩18点、チャート９点、黒曜石６点、玉髄１点である。

（８）環状ブロック群の出土石器

　出土石器の記載については、環状ブロック群全体で石材別に記載する。ブロック間接合が多量であるこ

とから、ブロックごとには上述のとおり概要を記載する程度にとどめた。また、石材・母岩別分布状況に

ついては、第2︲10～27図に掲載したので併せて参照していただきたい。

　①黒曜石（第2︲58～60図、図版2︲16）

　推定産地別に石器を掲載した。１が蓼科冷山群、２が和田土屋橋南群、３が箱根畑宿群、４～18が高原

甘湯沢群である。

　１・４は台形様石器である。１は蓼科冷山群の良質な黒曜石1005が用いられている。ほかの産地の黒曜

石よりも良質である。側縁が平行する大型剥片を用いており、単独母岩で製品として搬入されている。環

状ブロック群の北端の第４ブロックから出土している。幅広の大型剥片を横位に用い、打面部と末端部を

折断した後に、左側面から背面の厚みを取り除くような平坦な調整加工が施されている。４は厚手の幅広

剥片を素材として、腹面側に平坦な調整加工が施されている。とくに下部は打瘤を除去するような調整加

工が入念に施されている。

　２・６は微細剥離痕のある剥片である。２は細長の剥片である。上下両端部が潰れており、両極剥離に

よって剥離された剥片である可能性が高い。右側縁下部に微細剥離痕が見られる。６は節理面を打面とし

た縦長剥片の両側縁に微細剥離痕が見られる。

　３（ａ＋ｂ）は石核が分割された接合資料である。厚手の縦長剥片を素材として、上面を打面として幅

広の剥片が剥離されている。最終剥離の際に、石核が３ａと３ｂとに分割されたものと思われる。箱根畑

宿群の黒曜石は、本遺跡では２点のみが出土しており、石核のかたちで搬入されている。

　５・７は石核である。５は厚手の幅広剥片を素材として、素材の主要剥離面は表面下部に残されてい

る。上面と左側面を折断し、上面の折断面を打面として、小型の剥片を剥離している。７は厚手の剥片を

素材として、上面左部を打面として縦長剥片を剥離した後に、この剥離面を打面として、小型の貝殻状の

剥片を数枚剥離している。

　８～10は二次加工のある剥片である。８は厚手の剥片を素材として、両側面と上面を折断した後に、上
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部右側に平坦剥離が施されている。９は幅広剥片を素材として、右面と下面を折断した後に、裏面左側に

平坦剥離が施されている。10は厚手の剥片を素材として、両側面を折断した後に、右面から平坦剥離が施

されている。８～10はいずれも折断した後に平坦剥離が施されており、１・４の台形様石器の製作過程と

共通する点が見られることから、台形様石器の未成品の可能性が高い。

　11は石核である。打面転移を頻繁に繰り返して、横長剥片を剥離している。12（ａ～ｄ）は小型の貝殻

状の剥片12ａ・12ｂ・12ｃを剥離した後に、幅広の剥片12ｄを剥離したことを示す接合資料である。13（ａ

＋ｂ）は上下両端から両極剥離が行われ、13ａと13ｂの２点の楔形石器が作成されてことを示す接合資料

である。14は薄手の幅広剥片の縁辺に微細剥離痕が見られる。15は小型の剥片を素材として右側縁に調整

加工が施されている。16（ａ～ｄ）は厚手の剥片を素材として、右面下部を打面として、小型の剥片16ａ

と16ｂを剥離した後に、上面を打面として幅広の剥片16ｃを剥離している。石核はサイコロ状の形状を呈

する。17（ａ＋ｂ）は縦長剥片が分割されたことを示す接合資料である。第７ブロックと第11ブロックと

のブロック間接合で約８ｍ離れて接合する。18は縦長剥片を素材として、右側縁と左側縁上部に粗い調整

加工が施されている。

　②ホルンフェルス（第2︲61～74図、図版2︲16･17）

　19と20は大型の局部磨製石斧を石器再生（リダクション）したことを示す接合資料である。

　19（ａ～ｃ）は、石器再生前の局部磨製石斧の残存面が、表面では中央部と左側、裏面では右半部（裏

面に残存しているのは19ａのみ）にわずかに残されている。残存面には研磨痕が見られる。そのほかの部

位は、すべて石器再生が行われている。上面と左面に折断面が見られることから、石器再生前の局部磨製

石斧はかなり大型のものであったことが推察される。石器再生は主に器体の厚みを減少する調整加工が主

に行われている。裏面左側は器体の厚みを減少する調整加工が順調に行われている。それに対して、裏

面右側は19ａや19ｂの調整加工を行ったが、左側のようには厚みを減少することができなかったようであ

る。これ以上の調整加工を施すと器体が破損する可能性があることから、19ｂが最終の調整加工である。

この左右の厚みの違いは、19ｃの断面図によって読み取ることができる。右側面と下面には、周縁部の調

整加工が表裏両面から入念に施されている。調整剥片が第17ブロックから３点出土し、約20ｍ離れた第16

ブロックから局部磨製石斧が単独で出土している。

　20（ａ～ｏ）は、大型の局部磨製石斧を再生加工して、小型になった局部磨製石斧がほかの遺跡に持ち

出されたと判断されることを示す接合資料である。第2︲62図において、上段に実測図、下段に剥離過程模

式図を掲載した。模式図については、局部磨製石斧（リダクション前）の表裏面をスクリーントーンで示

し、剥離順序をアルファベット、剥離方向を矢印でそれぞれ示した。上段の実測図の横断する断面図から

も判断されるように、局部磨製石斧を再生した核となる本体は本遺跡に残存していないことから、小型に

なった局部磨製石斧はほかの遺跡に持ち出されたと推察される。また、再生加工の際に剥離された調整剥

片は、鋭利な縁辺をもち、20（ａ＋ｂ）・20ｃ・20ｅなどは研磨された面が残されている。局部磨製石斧

の本体を調整する目的以外に、局部磨製石斧の調整剥片は、研磨された面と鋭利な縁辺が残されている剥

片を使用する目的で剥離された可能性が高いと思われる。第６・９ブロック接合資料で、大半が第９ブ

ロックに分布し、最終段階に剥離された20ℓと20ｏの２点が第６ブロックから出土している。

　剥離過程の模式図を参照しながら見ていくことにしよう。20（ａ～ｏ）は、器体下部にリダクション前

の局部磨製石斧の刃部が残存している。また、表面は大半がリダクション前の研磨面で覆われている。こ
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れらの形状から、リダクション前の局部磨製石斧はかなり大型であったことが推測される。調整剥離工程

は、大まかに捉えると、①器体下部→②器体中部という順番に行われていることが観察できる。

　まず、①器体下部の調整剥離工程は、裏面右下部を打面として横長剥片20（ａ＋ｂ）を剥離している。

20（ａ＋ｂ）の剥離面を打面としてやや大型の幅広剥片20ｃを剥離している。次に、裏面左下部を打面と

して小型の剥片20ｄを剥離し、20ｄの剥離面を打面として20ｅを剥離。さらに、20ｅの剥離面を打面として、

20（ｆ＋ｇ）と20ｈと20ｉを連続剥離している。次の②器体中部の調整剥離工程は、裏面右中部を打面と

して横長剥片20ｊと20ｋを連続剥離し、20ｋの剥離面を打面として20ℓと20ｍと20（ｎ＋ｏ）を剥離して

いる。これらの一連の調整剥離には、打面調整や頭部調整は行われていない。

　21（ａ～ｉ）は、下面右部を打面として縦長剥片21ａを剥離した後に、右面左部に打面転移して縦長剥

片21ｂを剥離、さらに表面上部に打面を転移して横長剥片21ｃを剥離している。その後は、21ｃの剥離面

を打面として21（ｄ～ｆ）・21ｇ・21ｈ・21ｉを連続剥離している。

　22（ａ～ｗ）は、第３・７・19ブロックの接合資料である。ブロック間接合は隣接したブロック間の接

合資料である。表面上部を打面として22ａ・22ｂを剥離している。次に、22ｂの剥離面を打面として、右

面左上部付近から幅広の剥片を剥離し、この剥離面を打面として22（ｃ＋ｄ）～22（ｊ＋ｋ）を連続剥離

している。さらに、22ｂの剥離面を打面として厚手の剥片22（ℓ～ｗ）が節理面に沿って剥離されており、

次の剥離段階は、この厚手の剥片22（ℓ～ｗ）を素材にして剥離が行われている。22（ℓ～ｗ）の上面下

部を打面として22ℓ～22（ｎ＋ｏ）を剥離している。最後に、22（ｐ～ｗ）は、22（ｎ＋ｏ）の剥離面を

打面として22ｐ～22ｗを連続剥離している。

　23（ａ～ｇ）は、第１・６・９ブロックの接合資料である。次の２段階の剥離工程により３分割された

個体を元に剥片剥離が行われている。①第１段階：下面左部を打面として23（ａ～ｄ）と23（ｅ～ｇ）に

２分割。②第２段階：第１段階で分割された23（ｅ～ｇ）を素材とし、裏面中央下部を打面として23ｅと

23（ｆ＋ｇ）に２分割。これらの剥離順序を見ていくことにしよう。分割個体23（ａ～ｄ）は、23（ａ～

ｇ）の実測図の左面上部を打面として23（ａ＋ｂ）や23ｃなどの小型の剥片を連続剥離している。石核23

ｄは上面に大きく自然面を残している。石核23ｅは上面の分割面を打面として小型の横長剥片を数枚剥離

している。23（ｆ＋ｇ）は、23（ａ～ｇ）の実測図の表面中央部を打面として小型剥片23ｆした後に、23

ｇの実測図の上面を打面として小型の横長剥片を数枚剥離している。

　24は礫器である。第５ブロックから出土している。厚手の剥片を素材として、打面を除去するような調

整加工と左側面に細かい調整加工が施されている。

　25（ａ～ｙ）は、第13・14・19ブロックの接合資料である。25（ａ～ｙ）の接合図をもとにして、剥離

過程を見ていくことにしよう。最初は、上面右下部を打面として厚手の剥片を剥離している。25ａは、こ

の厚手の剥片を素材としており、上部を分割してこの分割面を打面として小型の剥片を剥離している。次

に、上面左下部を打面として横長剥片25（ｂ＋ｃ）と25ｄを連続剥離している。25ｄは左側面上部に調整

加工が施されている。次に、上面上部に打面転移して、25ｅと25ｆの剥片を剥離している。さらに上面左

中部に打面転移して、25（ｇ＋ｈ）と25ｉを剥離している。25（ｊ～ｗ）は、25（ａ～ｙ）の接合図の下

面下部付近に位置する。次からは、25（ｊ～ｗ）の接合図をもとに剥離過程を見ていく。右面左上部を打

面として幅広剥片25（ｊ～ℓ）を剥離している。この剥離を行った際に、25ｊ・25ｋ・25ℓは同時割れし

たものと思われる。次に、右面左下部に打面転移して、25ｎと25ｏの剥片を剥離した後に、25ｏの剥離面
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を打面として25（ｐ＋ｑ）と25ｒと25（ｓ～ｕ）の剥片を連続剥離している。25ｕまでを剥離した後の石

核は25（ｖ～ｙ）である。25（ｖ～ｙ）の上面右下部を打面として25ｖを剥離した後に、25（ｖ～ｙ）の

下面下部を打面として25ｗと25ｘを剥離している。残核は25ｙである。

　③緑色凝灰岩（第2︲75～82図、図版2︲17）

　26（ａ～ｇ）と27（ａ～ｓ）と28（ａ～ｃ）は同一母岩の緑色凝灰岩1001が用いられている。緑色凝灰

岩1001は非常に大型の円礫を母岩としている。自然面の残存状態や剥離面の観察から、26（ａ～ｇ）と28

（ａ～ｃ）が初期段階、27（ａ～ｓ）が中期から最終段階の剥離工程の資料であると捉えられる。

　26（ａ～ｇ）は厚みのある大型横長剥片を素材として剥片剥離が行われている。第９ブロックの南側か

ら出土している。表面左上部を打面として、26（ａ＋ｂ）と26（ｃ～ｇ）に分割している。26（ａ＋ｂ）

は左側縁に表裏両面から平坦な調整加工（26ａはこの時の調整剥片）、下端部は裏面から入念な調整加工

が施され打製石斧26ｂが製作されている。片方の分割剥片26（ｃ～ｇ）は、さらに26ｃ～26ｆに５分割さ

れ調整加工が行われている。26ｃ・26ｄ・26ｅ・26ｆは二次加工のある剥片である。

　27（ａ～ｓ）については剥離過程模式図を掲載したので、それをもとに剥離過程を見ていくことにしよ

う。表面右上部を打面として幅広剥片27（ａ＋ｂ）を剥離している。27（ａ＋ｂ）を素材として、27ａと

27ｂが剥離されている。なお、27ａは、全体にこげ茶色に変色していることから、火熱を受けた剥片であ

ると思われる。次の剥離過程は、27（ａ＋ｂ）の剥離面を打面として、幅広剥片27（ｃ＋ｄ）が剥離され

ている。27ｄは左下部に調整加工が施された二次加工のある剥片である。27ｃはこの調整加工剥片である。

次に、上面中央に打面を入れ替えて27（ｅ＋ｆ）を剥離した後に、表面右上部を打面として横長剥片27ｇ

を剥離している。27ｇの剥離面を打面として、27ｈ・27ｉ・27ｊを連続剥離している。次に、27ｉの剥離

面を打面として、27ｋ・27（ℓ＋ｍ）を剥離。27（ａ＋ｂ）から27（ℓ＋ｍ）までの剥離は、前述のよう

に表面右側において、前段階の剥離面を打面として、打面を入れ替えるように交互剥離を行っている。次

の剥離工程は、左面上部に位置する。左面中央上部付近を打面として、27ｎを剥離した後は、27（ｏ～ｓ）

を石核としている。27（ｏ～ｓ）の裏面右下部から左下部に打面をかえて小型剥片27ｐ・27ｑ・27ｒが剥

離されている。27ｓは石核である。

　28（ａ～ｃ）は背面に自然面を大きく残した厚手の剥片を素材として、右面左上部を打面として横長剥

片28ａを剥離した後に、28ａの剥離面を打面として28ｂを含む数枚の剥片を剥離している。

　29（ａ＋ｂ）は節理面に沿って分割された厚手の剥片を素材として、右面上部と下部、裏面中央部付近

に横長剥片を数枚剥離した後に、表面上部に打面を転移して29ａなどの剥片を剥離している。29ｂは石核

である。左面と上面に自然面を大きく残している。

　④トロトロ石（第2︲83～91図、図版2︲18）

　30・31は台形様石器である。30は縦長剥片を縦位に用い、打面側を基部に設置して、右側縁下部に急角

度の調整加工と左側縁下部に平坦な調整加工が施されている。31は横長剥片を横位に用い、左側縁に打面

を除去するような調整加工を背面側から行っている。

　32～34は削器である。32は厚手の剥片を素材として、腹面右側に平坦な調整加工が施されている。33は

幅広の剥片を素材として、左側縁は折断され、右側縁上部に急角度の調整加工が施されている。34は背面

に自然面を大きく残した厚手の剥片を素材として、右側縁に調整加工が施されている。

　35・36は楔形石器である。35・36は厚手の剥片を素材として、上下両端から両極剥離が行われている。
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　37～39は二次加工のある剥片である。37は小型の横長剥片を素材として右側縁上部に調整加工が施され

ている。38は厚手の剥片を素材として、両側縁に平坦な調整加工が施されている。39は薄手の縦長剥片を

素材として、左側面上部と右側縁上部に調整加工が施されている。

　40は石核である。分割礫を素材としている。分割面は上面下部に残存している。剥離面の作業順序は、

左面→上面→表面の順に幅広剥片を剥離している。

　41～50は接合資料である。41（ａ～ｃ）は厚手の横長剥片を素材としている。裏面左上部を打面として、

素材の打面を除去するように41ａが剥離されている。二次加工のある剥片41ｂは裏面上部に平坦な調整加

工が施されている。

　42（ａ～ｄ）は42（ａ～ｃ）と42ｄの２個体に分割した後に、それぞれの個体から剥片剥離が行われ

ている。42ｂの剥離面は42ａ正面図中央、42ｃの剥離面は下面中央に残されている。42ａと42ｄの石核は、

打面転移が頻繁に行われ、横長剥片が剥離されている。

　43（ａ～ｆ）は第10・13ブロック接合資料である。最初に剥離された43ａのみが第13ブロック出土で、

それ以外は約10ｍ離れた第10ブロックから出土している。上面右上部を打面として、43ａと43ｂを剥離し

た後に、左面上部に打面転移して43ｃを剥離している。さらに、下面右下部に打面を転移して、43ｄと43

ｅを剥離している。43ｆの石核の最終剥離は、43ｃの剥離面を打面として、上面からの剥離である。

　44（ａ＋ｂ）は分割礫を素材とし、上面右上部を打面として縦長剥片44ａを剥離している。石核44ｂは、

44ａの剥離面を打面として右面上部から縦長剥片を剥離した後に、上面から剥片を連続剥離している。

　45（ａ～ｉ）は第１・２・６・15ブロック接合資料である。大半が第２ブロックから出土し、第２ブ

ロックから約20ｍ離れた第15ブロックから、最初に剥離された45ａが単独で出土している。扁平な楕円形

礫を素材とし、表面右上部を打面として、45ａを剥離している。次に、45ａの剥離面を打面として、45ｂ

から45ｉを連続剥離している。最終剥離の45ｉは、第２ブロックから約10ｍ離れた第６ブロックから単独

出土している。

　46（ａ～ｆ）は第13・19ブロック接合資料である。大半が第19ブロックから出土し、最初に剥離された

46ａのみが第19ブロックから約15ｍ離れた第13ブロックから単独出土している。このように、最初に剥離

したものが集中地点から離れた地点から出土している傾向は、45（ａ～ｉ）においても同様に見られた。

扁平な楕円形礫を素材とし、表面右上部を打面として、46ａを剥離している。次に、46ａの剥離面を打面

として、46ｂから46ｄを剥離し、46ｃの剥離面を打面として、裏面右上部から46ｅをしている。最後に、

46ｅの剥離面を打面として、裏面右上部から46ｆを剥離している。

　47（ａ～ｃ）は上面中央部を打面として、47ａから47ｃを剥離している。48（ａ＋ｂ）は小型の楕円形

礫を素材として、上面を打面として48ａを剥離した後に、裏面右下部に打面を転移して48ｂを剥離してい

る。49（ａ＋ｂ）は分割礫を素材としている。上面右側を打面として、縦長剥片49ａを剥離している。石

核49ｂは表面左下部から幅広の剥片を剥離した後に、打面を上面中央下部に転移して小型の剥片を剥離し

ている。50（ａ～ｃ）は小型の楕円形礫を素材としている。左面右上部を打面として、50ａを剥離した後

に、上下両端からの両極剥離によって50ｂが剥離されている。50ｃは石核としたが、楔形石器と分類する

ことも可能である。

　⑤玉髄（第2︲92～94図、図版2︲19）

　51（ａ～ｏ）は第１～６・12ブロック接合資料である。大半が第３ブロックとその周辺から出土してい



－　　－99

第２章　市野谷芋久保遺跡 第２章　市野谷芋久保遺跡

るが、第12ブロックから51ｇのみが単独で出土している。楕円形礫を素材としている。上面左側を打面と

して、51ａを剥離している。次に、51ａの剥離面を打面として、51ｂから51ｅを剥離している。ここまで

の剥離によって、素材の楕円形礫の上半部が消費されている。51（ｆ～ｏ）は右面上部を打面として、51

ｆから51ｎを剥離している。51ｏは石核で、裏面に自然面を大きく残している。剥離されたもののなかで、

二次加工が施されているのは、51ｆと51ｍの二次加工のある剥片の２点だけである。

　52（ａ～ｃ）は節理面に沿って剥離された厚手の横長剥片を素材としている。左面上部を打面として52

ａを剥離、右面中部を打面として52ｂを剥離している。52ｃは石核としたが、二次加工のある剥片と分類

することも可能である。53・54は微細剥離痕のある剥片である。いずれも、良質の玉髄1003が用いられて

おり、縦長剥片を素材としている。鋭利な縁辺部のほとんどの部位に微細剥離痕が見られる。

　⑥流紋岩（第2︲95図、図版2︲19）

　55と56は同一母岩の流紋岩1002が用いられている。55（ａ＋ｂ）は上面を打面として、表面側と裏面側

に交互に打面転移して、55ａなどの横長剥片を剥離している。55ｂの石核は下面に大きく自然面を残して

いる。56（ａ＋ｂ）は上面の剥離面を打面として、56ａと56ｂを連続剥離している。

　57（ａ～ｃ）は台石の接合資料である。大型の楕円形礫を素材としている。表面中央部に敲打痕が観察

される。上部が大きく割れており、下部も右側面からの加撃により、57ａと57ｂが剥離されている。57ｃ

は台石の本体部分で、重量は1,840ｇである。

　⑦硬質頁岩（第2︲96･97図、図版2︲19）

　58（ａ～ｐ）は第９・15ブロック接合資料である。58ｃのみが第15ブロックから出土している。左上部

を打面として、58ａと58ｂを剥離→上面中央下部に打面を転移して58ｃを剥離→58ｃを剥離した時点で、

58（ｄ～ℓ）と58（ｍ～ｐ）の２個体に分割されている。一つ目の分割個体である58（ｄ～ℓ）の接合図

をもとに剥離順序を見てみよう。表面右上部を打面として、横長剥片58（ｄ＋ｅ）を剥離している。58ｅ

は同時割れして、打瘤部がはじけた剥片である。58（ｄ＋ｅ）の剥離面を打面として、58ｆから58ℓを連

続剥離している。二つ目の分割個体58（ｍ～ｐ）は、58（ａ～ｐ）の接合図をもとに剥離順序を見ていく

と、下面左側の自然面を打面として、横長剥片58（ｍ＋ｎ）と小型剥片58ｏを剥離している。石核58ｐは

上面の自然面を打面として、幅広の剥片が剥離し、右側縁に小型の剥片が剥離されている。

　⑧珪質頁岩（第2︲98･99図、図版2︲19）

　59（ａ～ｊ）は分割礫を素材としている。裏面上部の自然面を打面として、横長剥片59（ａ～ｃ）と59

（ｄ＋ｅ）を剥離している。次に、59（ｄ＋ｅ）の剥離面を打面として59ｆを剥離した後に、再度、裏面

上部の自然面に打面を転移して、59ｇと59（ｈ＋ｉ）を剥離している。石核59ｊの裏面上部には、打撃痕

が観察される。大型の礫を分割しようとした際の打撃痕であると推察される。

　60は石核である。上面→裏面右側→表面下部→表面上部の順番に剥離が行われている。61は二次加工の

ある剥片である。縦長剥片を素材として、左側縁に調整加工が施されている。末端部は、調査時に破損し

ている。62は微細剥離痕のある剥片である。頭部調整が顕著に行われた縦長剥片を素材としている。左側

縁に連続した微細剥離が見られる。

　⑨嶺岡産珪質頁岩（第2︲100図、図版2︲19）

　63はナイフ形石器である。小型の縦長剥片を素材として、左側縁上部と右側縁に急角度の調整加工が施

されている。64は二次加工のある剥片である。縦長剥片を素材として左側縁上部に調整加工が施されてい
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る。65は楔形石器である。厚手の剥片を素材として、上下両端と左右両端から両極剥離が行われている。

66は剥片である。頭部調整が顕著に行われている。67（ａ＋ｂ）は第15・16ブロック接合資料である。約

18ｍ離れて接合している。器体の上半部で67ａと67ｂに折れている。

　⑩黒色頁岩（第2︲100図、図版2︲19）

　68は表面に自然面を大きく残した縦長剥片である。単独で搬入されている。

　⑪チャート（第2︲101～104図、図版2︲20）

　69（ａ～ｈ）は裏面左中央を打面として、69（ａ＋ｂ）と69（ｃ～ｈ）の２個体に分割して剥片剥離が

行われている。上部側の分割礫である69（ａ＋ｂ）の主要剥離面は、表面に表記した。左側面を打面とし

て横長剥片を剥離して、この横長剥片の打面側に調整加工を施して二次加工のある剥片69ａが作出されて

いる。その後の剥離は、裏面右下部→裏面左上部→裏面上部→表面上部に順次打面転移して横長剥片が剥

離されている。もう一方の下部側の分割礫である69（ｃ～ｈ）の主要剥離面は、表面に表記した。剥離順

序は、表面左下部から69ｃを剥離→表面右中央から69ｄを剥離→表面左上部から69ｅと69ｆを剥離→裏面

左上部から69ｇを剥離している。

　70（ａ～ｆ）は分割礫を素材としている。剥離順序は、左面左上部から70ａを剥離→左面右上部から70

ｂを剥離→右面左下部から70ｃを剥離→表面下部から70ｄを剥離→左面右上部から70ｃの剥離面を打面と

して70ｄを剥離している。70ｆの石核の下面には自然面が大きく残されている。

　71（ａ～ｆ）は分割礫を素材としている。剥離順序は、裏面左上部から右上部に打点を順次移動して、

71ａから71ｅを剥離している。石核71ｆは、71ｅの剥離面を打面として、上面側に横長剥片を剥離した後

に、上面の剥離面を打面として小型の横長剥片を剥離している。

　72は剥片である。連続して縦長剥片が剥離されたことが観察できるが、単独母岩で搬入されている。

　⑫砂岩（第2︲105～107図、図版2︲20）

　73（ａ～ｇ）は第５・９ブロック接合資料である。最終に剥離された剥片73ｆのみが第５ブロックから

出土しており、そのほかはすべて第９ブロックから出土している。73ｆは第９ブロックから約20ｍ離れて

接合している。73（ａ～ｇ）は剥離される前の状態では、礫器あるいは打製石斧として機能していた可能

性が高い。同様の接合資料として、19（ａ～ｃ）・20（ａ～ｏ）の局部磨製石斧を再生加工したことを示

す接合資料があげられる。剥離順序は、表面上部中央付近を打面として、小型の剥片73ａを剥離→裏面上

部中央の自然面を打面として、横長剥片73（ｂ＋ｃ）を剥離→裏面左上部の自然面を打面として、73ｄか

ら73ｆを剥離している。73ｇは石核としたが、縁辺部が鋸歯状の形状をしていることから、礫器として分

類することも可能である。

　74～76は敲石である。３点の形状や大きさは大きく異なる。74は扁平な長楕円形を素材として、上下両

端に敲打痕が見られる。75は扁平な円礫を素材として、外周部に敲打痕が見られる。76は厚みのある大型

の楕円形礫を素材として、上部左側・上部右側・下部左側の３か所の敲打痕が見られる。

　77は磨石である。風化により非常に脆くなっている。平坦面には、わずかに磨った痕跡が見られる。

　⑬安山岩（第2︲108～110図、図版2︲20）

　78（ａ～ｄ）は第２・６ブロック接合資料である。上面から78ａから78ｄを連続剥離している。

　79（ａ～ｄ）は厚手の縦長剥片を素材としている。79ａは79（ａ～ｄ）を剥離した際に同時割れした剥

片と思われる。その後、表面の自然面を打面として、器体を３分割している。
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　80（ａ～ℓ）は第７・19ブロック接合資料である。剥離順序は、下面上部を打面として、80ａから80ｃ

を剥離→下面右側を打面として、80ｄから80ｆを剥離→下面中央から左側にかけて順次打点を転移して、

80ｇから80ｋを剥離している。80ℓは、80ａから80ｋが剥離された石核であるが、石核を転用して、敲石

として用いている。表面左側の敲打痕が最も顕著である。そのほかに、下面中央部など数か所に敲打痕が

見られる。

　81（ａ＋ｂ）から83は敲石である。81（ａ＋ｂ）は扁平な長楕円形礫を素材として、上下両端に強い敲

打痕が見られる。そのほか、平坦面を側面部には弱い敲打痕が見られる。器体下部付近で、81ａと81ｂに

破損しているが、強い敲打の衝撃により破損したものと思われる。82は扁平な楕円形礫を素材として、下

端部の突出部に敲打痕が見られる。83は厚手の楕円形礫を素材として、周縁部に敲打痕が見られる。右面

上部の敲打が最も強い敲打痕であると思われる。

　⑭ガラス質黒色安山岩（第2︲111～133図、図版2︲21～23）

　84・85は台形様石器である。84は横長剥片を斜位に用いて、両側縁を折断して成形した後に、左側縁下

部と右側縁に粗い調整加工が施されている。85は横長剥片を横位に用いて、左側縁下部を折断し、素材打

面側である右側縁に、粗い調整加工が施されている。

　86～93は二次加工のある剥片である。このうち、86～88など数点は台形様石器として分類することも可

能であるが、台形様石器の未成品として捉えて二次加工のある剥片として分類した。86は縦長剥片を素材

として、左側縁上部と右側縁下部に調整加工が施されている。87は横長剥片を横位に用いて、左側面を折

断した後に、折断面に細かな調整加工が施されている。88は横長剥片を横位に用いて、左側面上部と右側

面上部に粗い調整加工が施されている。89は厚手の剥片を素材として、左側縁を折断し、右側縁に粗い調

整加工が施されている。90は横長剥片を横位に用いて、左側面に平坦な調整加工が施されている。91は厚

手の剥片を素材として、左側面を折断し、右側面上部に平坦な調整加工が施されている。92は厚手の剥片

を素材として、左側面上部と下端部に粗い調整加工が施されている。93は厚手の横長剥片を素材として、

左側縁と下端部を折断して、右側縁に粗い調整加工が施されている。

　94は削器である。厚手の横長剥片を素材として、左側縁は背腹両面から急角度の調整加工が施され、右

側縁下部には平坦な調整加工が施されている。

　95は楔形石器である。厚手の剥片を素材として、上下両端と左右両端から両極剥離が行われている。

　96は微細剥離痕のある剥片である。幅広の剥片を素材として、鋭利な縁辺のほとんどの部位に微細剥離

痕が見られる。97は剥片である。

　98～101は石核である。98は厚手の剥片を素材として、求心状に横長剥片が剥離されている。99は円礫

を素材としていると思われる。上部を打面として剥片が剥離されているが、最終の剥離では、上下両端か

ら両極剥離が行われているようである。100は分割礫を素材として、上面と左面から小型の剥片が剥離さ

れている。101は大型の板状の剥片を素材として、上面と下面を折断して石核整形した後に、上面から剥

片が剥離されている。

　102～129は接合資料である。102（ａ＋ｂ）は横長剥片である。剥離した際に102ａと102ｂに分割され

たものと思われる。

　103（ａ～ｆ）は板状の大型の剥片を素材としている。剥離順序は、裏面上部を打面として103ａを剥離

→103ａの剥離面を打面として103ｂを剥離→103ｂの剥離面を打面として103ｃを剥離→103ｃの剥離面を打
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面として103ｄを剥離している。打面を入れ替えて、交互剥離していることが観察できる。石核である103

（ｅ＋ｆ）は103ｄを剥離した際に、103ｅと103ｆに折れている。

　104（ａ～ｃ）は第10・13ブロック接合資料である。分割礫を素材としている。104（ａ～ｃ）は上面を

打面として、104（ａ＋ｂ）と104ｃの２個体に分割され、それぞれの個体において剥片剥離が行われてい

る。104（ａ＋ｂ）は裏面左下部を打面として、104ｂを剥離している。一方の個体の104ｃは厚手の剥片

を素材として、下端部に小型の剥片が剥離されている。

　105（ａ＋ｂ）は第12・19ブロック接合資料である。厚手の剥片を素材として、左面を折断しこの折断

面を打面として数枚の剥片を剥離した後に、表面上部に打面を転移して横長剥片105ａを剥離している。

　106（ａ＋ｂ）は板状の大型の剥片を素材としている。左面と下面を折断した後に、上面右側を打面と

して表面右側に剥片を剥離している。その後、表面上部を打面として小型の横長剥片106ａを剥離し、106

ａの剥離面を打面として表側に剥片を剥離している。103（ａ～ｆ）の接合資料と同様に、大型の板状の

剥片を素材として、交互剥離していることが観察される資料である。

　107（ａ＋ｂ）は第５・10ブロック接合資料である。上面の自然面を打面として、厚みのある剥片と横

長剥片107ｂが連続剥離されている。107ａは、この厚みのある剥片を素材として剥片が剥離された石核で

ある。

　108（ａ＋ｂ）は、上面の剥離面を打面として、横長剥片108ａと108ｂが連続剥離されている。

　109（ａ～ｄ）は第４・７・15ブロック接合資料である。109ｂのみが、第４・７ブロックから約35ｍ離

れた第15ブロックにおいて出土した接合資料である。板状の大型剥片を素材としている。表面右上部を打

面として109ａを剥離した後に、109ｂと109（ｃ＋ｄ）に分割している。109（ｃ＋ｄ）は、上面に調整加

工が施され、最終的には分割されている。

　110（ａ～ｄ）は分割礫を素材としている。剥離順序は、裏面上部を打面として110ａを剥離→左側面下

部を打面として110ｂを剥離→裏面上部を打面として110ｃを剥離している。110ｄは上面付近が交互剥離

された石核である。

　111（ａ～ｄ）は第12・19ブロック接合資料である。円礫を素材としている。剥離順序は、表面上部を

打面として裏面側に111ａと111ｂを剥離→裏面上部を打面として表面側に111ｃを剥離している。石核の

111ｄは110（ａ～ｄ）と同様に、上面部側を交互剥離して、下部に自然面を大きく残した石核である。

　112（ａ～ｄ）は第４・５ブロック接合資料である。円礫を素材としている。上面を打面として、112ａ

と112（ｂ～ｄ）の２個体に分割した後に、それぞれの個体において剥片剥離が行われている。一つ目の

個体112ａは、裏面下部→裏面左部→表面上部に順次打面転移して小型の剥片を剥離している。二つ目の

個体112（ｂ～ｄ）は、112（ａ～ｄ）の接合図で説明すると、表面上部を打面として112ｂを剥離→112ｂ

の剥離面を打面として112ｃを剥離している。石核112ｄは、112ｃを剥離した後に、112ｃの上面から小型

の剥片を剥離している。

　113（ａ～ｅ）は分割礫を素材としている。剥離順序は、上面を打面として横長剥片113（ａ＋ｂ）を

剥離→113（ａ＋ｂ）を素材として、打面部付近から113ａを剥離し、裏面下部から小型剥片を剥離してい

る。これらの剥片を剥離した113ｂは石核である。→113（ａ＋ｂ）の剥離面を打面として、厚みのある剥

片113（ｃ＋ｄ）を剥離し、113（ｃ＋ｄ）を素材として、下面右上部から113ｃを剥離している。→最終

的な残核が113ｅである。表裏両面に求心状の剥離が行われている。
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　114（ａ～ｄ）は第５・14・19ブロック接合資料である。楕円形礫を素材としている。上面左下部に平

坦な剥離を行った後に、この剥離面付近を打面として横長剥片114ａを剥離している。次に、114ｂと114

（ｃ＋ｄ）に２分割して、剥片剥離を行っている。一つ目の個体114ｂは、下面の自然面を打面として剥離

が行われた石核である。二つ目の個体114（ｃ＋ｄ）は、114ｄの石核の図面で説明すると、表面上部を打

面として上面方向に114ｃを剥離している。次に、114ｃの剥離面を打面として、剥片が剥離されている。

　115（ａ～ｃ）は分割礫を素材としている。右面上部を打面として、115ａと115（ｂ＋ｃ）の２個体に

分割している。一つ目の個体115ａは、上面と右面において小型の剥片が剥離された石核である。二つ目

の個体115（ｂ＋ｃ）は、右面上部を打面として、115ｃが剥離されている。石核115ｂは、下端部と右上

部に小型の剥片が剥離されている。

　116（ａ～ｃ）は幅広の剥片である116（ａ～ｃ）を素材として、116ａと116（ｂ＋ｃ）に折断している。

116（ｂ＋ｃ）は、裏面左側から調整加工が行われて二次加工のある剥片116ｃが製作されている。116ｂ

はこの調整加工が行われた時の剥片である。

　117（ａ＋ｂ）は厚手の横長剥片を素材としている。上面の自然面を打面として117ａが剥離されている。

石核117ｂは左部・右部・下部において小型の剥片が剥離されている。

　118（ａ＋ｂ）は117（ａ＋ｂ）と類似した剥離が行われている。厚手の剥片を素材としている。上面の

自然面を打面として118ａを剥離している。左部・右部・下部において小型の剥片が剥離されている。

　119（ａ＋ｂ）は分割礫を素材としている。上面の分割面を打面として119ａを剥離している。

　120（ａ＋ｂ）は分割礫を素材として、下面右下部の自然面を打面として120ａを剥離している。

　121（ａ＋ｂ）は細長い剥片が剥離された接合資料である。両極剥離により剥離されたものであると思

われる。当初は、上下両端から両極剥離が行われ、最終的には上部を左右両端から両極剥離を行い、この

際に121ａが剥離されている。

　122（ａ＋ｂ）は、上面を打面として122ａを剥離した後に、表面側に周縁部から打点を順次移動して小

型の剥片を剥離している。

　123（ａ＋ｂ）は分割礫を素材としている。左面左上部を打面として、123ａを剥離している。石核123

ｂは、表面側に周縁部から打点を順次転移して小型の剥片を剥離している。

　周辺部から打点を順次転移しながら求心状に剥片を剥離する資料は、112（ａ～ｄ）・113（ａ～ｅ）・117（ａ

＋ｂ）・118（ａ＋ｂ）・122（ａ＋ｂ）・123（ａ＋ｂ）など、ガラス質黒色安山岩の資料において多く見ら

れた。

　124（ａ～ｇ）は第５・10・14ブロック接合資料である。第５ブロックと第14ブロックは約20ｍ離れて

おり、遠隔地の接合資料である。第10ブロックも第５・14ブロックの中間に位置する。上面の自然面を打

面として、124（ａ～ｅ）と124（ｆ＋ｇ）の２個体に分割して剥片剥離が行われている。一つ目の個体で

ある124（ａ～ｅ）は上面左側を打面として、小型剥片124（ｂ＋ｃ）・124ｄ・124ｅを連続剥離している。

二つ目の個体である124（ｆ＋ｇ）は、124ｇの裏面左上部を打面として124ｆを剥離している。３か所の

離れたブロックから出土している資料は、この剥離工程と符合した状況で分布している。一つ目の個体の

うち小型の剥片である124（ｂ＋ｃ）・124ｄ・124ｅは第14ブロックから出土し、残りの124ａは第10ブロッ

クから出土している。二つ目の124（ｆ＋ｇ）は第５ブロックから出土している。

　125（ａ～ｋ）は第２・５・６ブロック接合資料である。第２ブロックから約12ｍ離れて第５ブロック、
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第2︲58図　第１文化層環状ブロック群出土石器（1）

1

〔黒曜石〕

39K-69-13
台形様石器
黒曜石1005
[蓼科冷山群]
10.52g
第４ブロック

4 40K-28-125
台形様石器
黒曜石1011
[高原山甘湯沢群]
12.74g
第13ブロック

6 39K-97-6
微細剥離痕のある剥片
黒曜石1001
[高原山甘湯沢群]
6.49g
第10ブロック

8 40L-20-5
二次加工のある剥片
黒曜石1002
[高原山甘湯沢群]
10.36g
第12ブロック

5 40K-27-44
石核
黒曜石1001
[高原山甘湯沢群]
9.00g
第14ブロック

7 39L-80-14
石核
黒曜石1001
[高原山甘湯沢群]
7.99g
第７ブロック

9

40K-28-123
二次加工のある剥片
黒曜石1002
[高原山甘湯沢群]
7.50g
第13ブロック

2 40K-34-2
微細剥離痕のある剥片
黒曜石1012
[和田土屋橋南群]
0.82g
第15ブロック

3（a+b）

3a

接合資料1068
黒曜石1007
[箱根畑宿群]
第４ブロック

39K-78-41
石核
3.98g
第４ブロック

3b
39K-78-12
石核
8.21g
第４ブロック

0 5cm(2/3)

e

b

b
b b

b

b

a

a

a a

a

a



－　　－105

第２章　市野谷芋久保遺跡 第２章　市野谷芋久保遺跡

10

40K-19-19
二次加工のある剥片
黒曜石1003
[高原山甘湯沢群]
8.78g
第11ブロック 11

39K-78-30
石核
黒曜石1003
[高原山甘湯沢群]
9.64g
第４ブロック

〔黒曜石〕

12（a～d）

12a
12b

12c
12d

39L-80-80
剥片
0.47g
第７ブロック

39L-80-64
剥片
5.32g
第７ブロック

40K-29-34
楔形石器
2.52g
第12ブロック

40K-29-85
楔形石器
2.02g
第12ブロック

40K-29-146
剥片
0.33g
第12ブロック

39L-80-52A
剥片
0.42g
第７ブロック

接合資料1012
黒曜石1003
[高原山甘湯沢群]
第７・12ブロック接合資料

13（a＋b）

13a

14

13b
接合資料1069
黒曜石1003
[高原山甘湯沢群]
第12ブロック

15

40K-28-122
微細剥離痕のある剥片
黒曜石1010
[高原山甘湯沢群]
7.62g
第13ブロック

40K-29-64
二次加工のある剥片
黒曜石1006
[高原山甘湯沢群]
0.40g
第12ブロック

0 5cm(2/3)

a

a
a

a

b
b

b

d

d

d

a a

a

a a
b

b

b b

b

d

b b

c

d

cc

c

a

c

第2︲59図　第１文化層環状ブロック群出土石器（2）
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第2︲60図　第１文化層環状ブロック群出土石器（3）

〔黒曜石〕

16（a～d）

16a

16b

接合資料1013
黒曜石1004
[高原山甘湯沢群]
第19ブロック

40L-11-23
剥片
0.70g
第19ブロック

40L-11-37
剥片
2.28g
第19ブロック

16c 40L-11-66
剥片
0.18g
第19ブロック

16d 40L-11-49
石核
7.09g
第19ブロック

17（a＋b）

17a
17b

18

40K-08-3
楔形石器
0.75g
第11ブロック

39L-90-24
楔形石器
2.16g
第７ブロック

40K-35-3
二次加工のある剥片
黒曜石1009
4.62g
第15ブロック

接合資料1015
黒曜石1008
第７・11ブロック接合資料

0 5cm(2/3)

a a a a

b

b
b

b

b

b

c

c c

d

dd d

d

a

a
a

a a

b

b b b b
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〔ホルンフェルス〕

19（a～c）

19a
19b

接合資料1039
ホルンフェルス1006
第16・17ブロック接合資料

40K-31-1
局部磨製石斧調整剥片
2.61g
第17ブロック

40K-31-2
局部磨製石斧調整剥片
0.56g
第17ブロック

19c 40K-56-2
局部磨製石斧
80.61g
第16ブロック

0 5cm(2/3)

a

a

a

a

b

a c

c

c

c

c

c

第2︲61図　第１文化層環状ブロック群出土石器（4）
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第2︲62図　第１文化層環状ブロック群出土石器（5）

〔ホルンフェルス〕

20（a～o） 接合資料1038
ホルンフェルス1004
第６・９ブロック接合資料

20（a～o）剥離過程模式図

0 5cm(2/3)

n

a

b

c

c
c

c

a

b

g

f

i
c

b

a

e

ℓ

ℓ
ℓ ℓ ℓ

k
k

j

b

c

a

b

g
m

o

f

f

h

d d
c c

e

kk

m
m

j

j

j

m

b

j

o

m
g

f

i
i

d

e

e

j

i
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〔ホルンフェルス〕

20（a＋b）

20a
40K-15-85
局部磨製石斧調整剥片
4.24g
第９ブロック

20b
40K-15-62
局部磨製石斧調整剥片
6.13g
第９ブロック

20d 40K-15-66
局部磨製石斧調整剥片
1.12g
第９ブロック

20c 40K-05-18
局部磨製石斧調整剥片
34.40g
第９ブロック

20e 40K-05-10
局部磨製石斧調整剥片
14.11g
第９ブロック

20h 40K-15-67
局部磨製石斧調整剥片
0.20g
第９ブロック

20i 40K-05-08
局部磨製石斧調整剥片
2.24g
第９ブロック

20f20（f＋g）
40K-05-9
局部磨製石斧調整剥片
2.66g
第９ブロック

20g
40K-15-115
局部磨製石斧調整剥片
2.88g
第９ブロック

0 5cm(2/3)

b

b

b

b

aaa

a

f

f f

g
gg

第2︲63図　第１文化層環状ブロック群出土石器（6）
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第2︲64図　第１文化層環状ブロック群出土石器（7）

〔ホルンフェルス〕

20（j～o）

20j 40K-15-86
局部磨製石斧調整剥片
14.82g
第９ブロック

第６・９ブロック接合資料

20k 40K-15-22
局部磨製石斧調整剥片
4.78g
第９ブロック

20m 40K-15-24A
局部磨製石斧調整剥片
5.25g
第９ブロック 20n20（n＋o）

40K-05-4
局部磨製石斧調整剥片
4.33g
第９ブロック

20o
39K-97-12
局部磨製石斧調整剥片
4.85g
第６ブロック

20ℓ 39K-97-16
局部磨製石斧調整剥片
3.55g
第６ブロック

0 5cm(2/3)

ℓ

ℓ ℓk

k

o

o
k

m

n n n

o o

o

n
o

m

m m
j

j

j

k

j
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〔ホルンフェルス〕

21（a～i）
接合資料1035
ホルンフェルス1002
第９ブロック

21a 40K-15-91
剥片
13.18g
第９ブロック

21c 40K-15-72
剥片
21.66g
第９ブロック

21b
40K-15-20
剥片
19.54g
第９ブロック

21g 40K-15-111
剥片
2.62g
第９ブロック

21（d～f）

21i

21d
40K-15-104
剥片
10.67g
第９ブロック

40K-15-31
剥片
3.41g
第９ブロック

21h 40K-15-105
剥片
10.94g
第９ブロック

21e
40K-15-14
剥片
4.54g
第９ブロック

21f
40K-15-15
剥片
1.30g
第９ブロック

0 5cm(2/3)

a

a

d d

d

d

d

e

e

e

f f
f

f

b

b

b

a
a

c c

e
d

h

h

b

c

c

d

de

g

c
b

a

d
c

h

h

g

g

h

h

第2︲65図　第１文化層環状ブロック群出土石器（8）
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〔ホルンフェルス〕

22（a～w）
接合資料1037
ホルンフェルス1003
第３・７・19ブロック接合資料

a

b

a b

c

e

g

j

k

i

f
r

o

ℓ

n

o

r

q

w

j

g

m

22a

22b

39L-80-42
剥片
3.03g
第７ブロック

39L-80-79A
剥片
17.17g
第７ブロック

22（c＋d）

22（a＋b）

22（f～k）

22c
39L-80-45
剥片
5.25g
第７ブロック

22d
39L-80-43
剥片
1.97g
第７ブロック

22e 39L-80-78
剥片
0.44g
第７ブロック

0 5cm(2/3)
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ab
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e
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w

q

r

s

f

b

c

e

g

j

k

i
f

f

r

s

o

o

ℓ

h

a
a

b

c

h

p

j

q

rs
f

m

b

d

c

d

c

d

k
j

g

g
g

h

h
h

i

f

f f

i i
k k

j j

第2︲66図　第１文化層環状ブロック群出土石器（9）



－　　－113

第２章　市野谷芋久保遺跡 第２章　市野谷芋久保遺跡

第2︲67図　第１文化層環状ブロック群出土石器（10）

〔ホルンフェルス〕

22f
22g

22i

22j

22 (j＋k)

22（ℓ～w）

22（n＋o）

22m

22h

39L-70-2
剥片
3.26g
第７ブロック

39L-80-12
剥片
6.80g
第７ブロック

39L-80-11
剥片
8.00g
第７ブロック

39L-80-39
剥片
3.10g
第７ブロック

22k
39L-80-61
剥片
0.87g
第７ブロック

39L-8-18
剥片
0.27g
第７ブロック

22n
39L-80-22
剥片
6.63g
第７ブロック

22o
39L-80-28
二次加工のある剥片
28.42g
第７ブロック

22ℓ

22p

39L-80-20
剥片
0.56g
第７ブロック

39L-80-74
剥片
1.56g
第７ブロック

第３・７ブロック接合資料

39L-91-39
剥片
3.34g
第19ブロック

0 5cm(2/3)
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第2︲68図　第１文化層環状ブロック群出土石器（11）

〔ホルンフェルス〕

22（p～w）

22q 39L-80-15
剥片
4.46g
第７ブロック

22t 39L-91-25
剥片
12.38g
第７ブロック

22u 39L-80-66
剥片
4.73g
第７ブロック

22v 39L-80-55
剥片
3.98g
第７ブロック

22w 39L-80-25
剥片
12.35g
第７ブロック

22s 39L-80-27
剥片
9.68g
第７ブロック

22r 39K-88-4
二次加工のある剥片
26.31g
第３ブロック

第３・７ブロック接合資料

0 5cm(2/3)

s

w

r

u

u
urv

r
q

q

q

q r
q

r

s

p

p

p
p

p
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w
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w
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s ruv

w

r
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〔ホルンフェルス〕

23（a～g） 接合資料1040
ホルンフェルス1005
第１・６・９ブロック接合資料

23（a＋b）
23a
40K-15-8
剥片
0.53g
第９ブロック

23b
40K-15-74
剥片
1.19g
第９ブロック

23c 39K-75-3
剥片
6.48g
第１ブロック

23d 40K-15-48
石核
63.14g
第９ブロック

0 5cm(2/3)

a

aa

b

c

c

d

d

d

d

g
g

f

e

g
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bb
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d

e

a
a

b
b

d

e

e

e

f

g
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第2︲69図　第１文化層環状ブロック群出土石器（12）
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〔ホルンフェルス〕

23e 39K-98-35
石核
50.23g
第６ブロック

23f 40K-15-5
剥片
0.79g
第９ブロック

23g 40K-15-50
石核
22.17g
第９ブロック

24 39L-80-30
礫器
ホルンフェルス1013
50.15g
第５ブロック

0 5cm(2/3)

第2︲70図　第１文化層環状ブロック群出土石器（13）
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第2︲71図　第１文化層環状ブロック群出土石器（14）
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第2︲72図　第１文化層環状ブロック群出土石器（15）

〔ホルンフェルス〕

25a 40L-11-28
石核
29.27g
第19ブロック

25（b～d）

25（b＋c）

25b 25c

第13・19ブロック接合資料

40L-01-140
剥片
17.01g
第19ブロック

25e 40L-11-89
剥片
8.42g
第19ブロック

25f 40L-01-80
剥片
10.30g
第19ブロック

25i 40L-01-44
石核
10.18g
第19ブロック

25d

25g
25（g＋h）

40K-27-1
二次加工のある剥片
73.62g
第13ブロック

40L-01-32
剥片
1.22g
第19ブロック

第14・19ブロック接合資料

25h
40K-37-6
剥片
1.34g
第14ブロック

40L-11-11
剥片
5.05g
第19ブロック

0 5cm(2/3)

b

b

b

b

c

c c c

d

d

d

b

b

b

c

c

g g
hh
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〔ホルンフェルス〕

〔正面図〕 〔右面図〕25（j～w）

25m 40L-01-73
剥片
22.75g
第19ブロック

第19ブロック

25j
25（j～ℓ）

25（p＋q）
25p

25r

25o

25s25（s～u）

40L-01-157
剥片
25.77g
第19ブロック

41L-11-86
剥片
0.30g
第19ブロック

40L-01-68
剥片
12.97g
第19ブロック

25q
40L-01-75
剥片
0.31g
第19ブロック

40L-01-144
剥片
20.60g
第19ブロック

40L-01-62
剥片
11.39g
第19ブロック

25t
40L-01-136
剥片
1.73g
第19ブロック

25u
40L-10-2
剥片
2.52g
第19ブロック

25k
40L-01-69
剥片
0.39g
第19ブロック

25ℓ

25n
40L-01-22
剥片
1.69g
第19ブロック

40L-11-13
剥片
0.44g
第19ブロック

0 5cm(2/3)
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第2︲73図　第１文化層環状ブロック群出土石器（16）
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第2︲74図　第１文化層環状ブロック群出土石器（17）

〔ホルンフェルス〕

25（v～y）

25v 40L-10-12
剥片
40.62g
第19ブロック

25x 40L-10-8
剥片
29.74g
第19ブロック

25w 40L-10-3
剥片
4.66g
第19ブロック

25y 40L-11-30
石核
144.30g
第19ブロック

0 5cm(2/3)
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v

y

y
y
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〔緑色凝灰岩〕

26（a～g）

26b 40K-14-4
打製石斧
54.56g
第９ブロック

26a
26（a＋b）

40K-15-21
打製石斧調整剥片
0.24g
第９ブロック

接合資料1022
緑色凝灰岩1001
第９ブロック

0 5cm(2/3)
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e

e
d

b

b
g

g
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第2︲75図　第１文化層環状ブロック群出土石器（18）
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第2︲76図　第１文化層環状ブロック群出土石器（19）

〔緑色凝灰岩〕

26c 40K-15-68
二次加工のある剥片
18.97g
第９ブロック

26f 40K-14-3
二次加工のある剥片
25.08g
第９ブロック

26g 40K-05-13
二次加工のある剥片
44.52g
第９ブロック

26e 40K-15-109
二次加工のある剥片
10.50g
第９ブロック

26d 40K-15-73
二次加工のある剥片
22.41g
第９ブロック

0 5cm(2/3)
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第2︲77図　第１文化層環状ブロック群出土石器（20）
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第2︲78図　第１文化層環状ブロック群出土石器（21）

〔緑色凝灰岩〕

27（a～s）

剥離過程模式図

接合資料1021

0 10cm(1/2)

27（a＋b）

27a 40K-28-84
二次加工のある剥片
38.86g
第13ブロック

27b 40K-38-4
剥片
6.40g
第13ブロック

0 5cm(2/3)

a
a

a

ab

b b

b
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〔緑色凝灰岩〕

27c 40K-28-60
剥片
0.67g
第13ブロック

27（e＋f）

27e
40K-28-71
剥片
5.74g
第13ブロック

27f
40K-28-27
剥片
10.30g
第13ブロック

27d 40K-28-1
二次加工のある剥片
51.93g
第13ブロック

27g 40K-28-30
微細剥離痕のある剥片
53.63g
第13ブロック

27h 40K-07-45
剥片
0.59g
第10ブロック

27j 40K-28-124
剥片
2.50g
第13ブロック

27i 40K-28-67
剥片
13.72g
第13ブロック

27k 40K-28-91
剥片
1.61g
第13ブロック

0 5cm(2/3)

e

e

f
f

第2︲79図　第１文化層環状ブロック群出土石器（22）
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第2︲80図　第１文化層環状ブロック群出土石器（23）

〔緑色凝灰岩〕

27（ℓ＋m）
27ℓ
40K-18-1
剥片
3.76g
第11ブロック

27m
40K-28-14
剥片
4.85g
第13ブロック

第11・13ブロック接合資料

27n 40K-28-49
剥片
5.10g
第13ブロック

27（o～s）
第13ブロック

27o 40K-28-99
剥片
0.89g
第13ブロック

27p 40K-28-105
剥片
0.33g
第13ブロック

27q 40K-28-6
剥片
0.15g
第13ブロック

27r 40K-28-48
剥片
0.99g
第13ブロック

27s 40K-28-41
石核
54.41g
第13ブロック

0 5cm(2/3)

ℓ

ℓ

ℓ m

s

s

s

s

o o o

p p

p pp rrrr

q
q

q

s

m m
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〔緑色凝灰岩〕

28（a～c）
接合資料1023
緑色凝灰岩1001
第13ブロック

28b 40K-28-74
剥片
0.60g
第13ブロック

28a 40K-28-11
剥片
6.65g
第13ブロック

28c 40K-28-42
石核
61.05g
第13ブロック

0 5cm(2/3)

a

a a

a

c

aa

b

b

b

b

c
c c

c

b

c

第2︲81図　第１文化層環状ブロック群出土石器（24）
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第2︲82図　第１文化層環状ブロック群出土石器（25）

〔緑色凝灰岩〕

29（a＋b） 接合資料1025
緑色凝灰岩1002
第４ブロック

29a 39K-79-33
剥片
18.37g
第４ブロック

29b 39K-79-46
石核
105.40g
第４ブロック

0 5cm(2/3)

a

a a a

a

b

b b b b

b
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〔トロトロ石〕

30 40K-07-6
台形様石器
トロトロ石1030
3.84g
第10ブロック

31 40K-27-60
台形様石器
トロトロ石1034
4.73g
第14ブロック

32 40K-29-18
削器
トロトロ石1035
12.56g
第12ブロック

33 39K-69-15
削器
トロトロ石1031
13.57g
第４ブロック

34 39K-85-9
削器
トロトロ石1033
26.19g
第２ブロック

37 39K-99-3
二次加工のある剥片
トロトロ石1009
1.34g
第６ブロック

38 39K-68-2
二次加工のある剥片
トロトロ石1005
22.25g
第４ブロック

39 39K-79-43
二次加工のある剥片
トロトロ石1007
4.28g
第４ブロック

35 39L-81-16
楔形石器
トロトロ石1032
10.22g
第７ブロック

36 40K-29-118
楔形石器
トロトロ石1029
9.80g
第12ブロック

0 5cm(2/3)

第2︲83図　第１文化層環状ブロック群出土石器（26）
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第2︲84図　第１文化層環状ブロック群出土石器（27）

〔トロトロ石〕

40 40K-27-28
石核
トロトロ石1022
71.08g
第14ブロック

41a 39K-79-30
剥片
9.34g
第４ブロック

41（a～c）

41（b＋c）

41b

接合資料1064
トロトロ石1005
第４ブロック

39K-79-51
二次加工のある剥片
17.22g
第４ブロック

41c
39K-68-8
剥片
1.50g
第４ブロック

0 5cm(2/3)

a

a

a a

a

b

b

b
b

b

c

c

b

b

b

b

c

b

b

ccc

c

c
cc
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〔トロトロ石〕

42（a～d） 接合資料1051
トロトロ石1002
第19ブロック

42a 40L-12-5
石核
23.89g
第19ブロック42b 40L-11-45

剥片
1.50g
第19ブロック

42c 40L-11-41
剥片
0.85g
第19ブロック

42d 40L-12-4
石核
56.54g
第19ブロック

0 5cm(2/3)

a

a

a
a

a a

a

a

b

b

b

b

b

b

c c c

d

d d d d

d

d

第2︲85図　第１文化層環状ブロック群出土石器（28）
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第2︲86図　第１文化層環状ブロック群出土石器（29）

〔トロトロ石〕

43（a～f）接合資料1047
トロトロ石1001
第10・13ブロック接合資料

43b 40K-07-44
剥片
4.84g
第10ブロック

43c 39K-97-5
剥片
7.13g
第10ブロック

43a 40K-28-108
剥片
27.38g
第13ブロック

43e 40K-07-10
剥片
0.65g
第10ブロック

43d 40K-07-21
剥片
5.64g
第10ブロック

0 5cm(2/3)

a

c

cc

f
f

d
a

a a
a

b b

c

f
d

c

fb

d
c

b

f

d
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b

f
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〔トロトロ石〕

43f 39K-97-3
石核
111.62g
第10ブロック

44（a＋b） 接合資料1058
トロトロ石1003
第２ブロック

44a 39K-86-64
剥片
7.28g
第２ブロック

44b 39K-86-90
石核
28.90g
第２ブロック

0 5cm(2/3)

a

a a

a

a

a
b

b

b

b

b

b

第2︲87図　第１文化層環状ブロック群出土石器（30）
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第2︲88図　第１文化層環状ブロック群出土石器（31）

〔トロトロ石〕

45（a～i） 接合資料1057
トロトロ石1004
第１・２・６・15ブロック接合資料

45b 39K-85-6
剥片
13.63g
第２ブロック

45a 40K-33-2
剥片
15.44g
第15ブロック

45（e＋f）

45（g＋h）

45e 45f
39K-86-32
剥片
1.50g
第２ブロック

39K-86-28
剥片
1.08g
第１ブロック

45g 45h
39K-85-38
剥片
3.99g
第２ブロック

39K-85-8
剥片
7.90g
第２ブロック

45i 39K-98-25
剥片
25.31g
第６ブロック

45（c＋d）

45c 45d
39K-85-1
剥片
4.25g
第２ブロック

39K-85-4
剥片
2.05g
第２ブロック

0 5cm(2/3)

a

a

a
a

a

b

b

b
b

c

c

c

i

i
i i

hh
h

h

i
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e
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e e
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d

d
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g
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g
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h
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〔トロトロ石〕

46（a～f） 接合資料1067
トロトロ石1006
第13・19ブロック接合資料

46a 40K-28-118
剥片
12.02g
第13ブロック

46b 40L-01-112
剥片
14.62g
第19ブロック

46d 40L-01-121
剥片
2.94g
第19ブロック

46e
40L-01-137
剥片
5.43g
第19ブロック

46c 40L-01-133
剥片
11.60g
第19ブロック

46f 40L-01-123
剥片
13.35g
第19ブロック0 5cm(2/3)

a

a a

a

d

d f

d

a

e

c
c

c

c

c

e

e

e

f

f

c d

b

b b
b

b
ff

f

b

第2︲89図　第１文化層環状ブロック群出土石器（32）
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第2︲90図　第１文化層環状ブロック群出土石器（33）

〔トロトロ石〕

47（a～c）
接合資料1050
トロトロ石1010
第12ブロック

47a 40K-29-162
剥片
18.20g
第12ブロック

47b 40K-29-113
剥片
12.57g
第12ブロック

47c 40K-29-148
剥片
26.60g
第12ブロック

48（a＋b） 48a 39K-86-65
剥片
23.50g
第２ブロック

48b 39K-85-33
剥片
4.50g
第２ブロック接合資料1053

トロトロ石1015
第２ブロック

0 5cm(2/3)

a

a a a

a

b

b

b b

b

b

c

c

c

cc

c
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a a
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〔トロトロ石〕

49a

49（a＋b）

39K-79-4
剥片
16.81g
第４ブロック

49b 40K-28-17
石核
24.78g
第12ブロック

接合資料1056
トロトロ石1012
第４・12ブロック接合資料

50（a～c） 接合資料1059
トロトロ石1013
第４ブロック

50a 39K-69-10
剥片
3.31g
第４ブロック

50c 39K-69-7
石核
11.00g
第４ブロック

50b 39K-78-29
剥片
3.21g
第４ブロック

0 5cm(2/3)

a

a a

a

a

a

b

b b b
b

b

b

b
b

b

b

b

a

a a a
a

a

c

c

c

c c

c

第2︲91図　第１文化層環状ブロック群出土石器（34）
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第2︲92図　第１文化層環状ブロック群出土石器（35）

〔玉髄〕

51（a～o）

51b 39K-78-2
微細剥離痕のある剥片
7.18g
第４ブロック

接合資料1026
玉髄1001
第１～６・12ブロック接合資料

51a 39K-98-18
微細剥離痕のある剥片
24.36g
第６ブロック

39L-80-7
微細剥離痕のある剥片
4.84g
第５ブロック

51d

39K-77-24
剥片
4.04g
第３ブロック

51e 39K-77-7
剥片
6.60g
第３ブロック

51c

0 5cm(2/3)
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〔玉髄〕

51（f～o）

51f

第１～３・12ブロック接合資料

39K-75-4
二次加工のある剥片
1.45g
第１ブロック

51j 39K-76-28
剥片
1.15g
第１ブロック

51g51（g～i）

51（g＋h）

40K-29-147
剥片
10.00g
第12ブロック

51ℓ

51h
39K-77-22
剥片
1.25g
第３ブロック

51i
39K-77-26
剥片
2.82g
第３ブロック

39K-77-17
剥片
5.36g
第３ブロック

51m 39K-77-20
二次加工のある剥片
10.37g
第３ブロック

51o 39K-67-1
石核
19.84g
第１ブロック

51k 39K-77-18
剥片
4.12g
第３ブロック

51n 39K-86-92
剥片
6.23g
第２ブロック

0 5cm(2/3)
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ℓ
g h

m

f f
f
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h
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g

g
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第2︲93図　第１文化層環状ブロック群出土石器（36）
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第2︲94図　第１文化層環状ブロック群出土石器（37）

〔玉髄〕

52（a～c）

52a

接合資料1029
玉髄1002
第２・６ブロック接合資料

39K-86-73
剥片
4.39g
第２ブロック

52c 39K-98-36
石核
24.28g
第６ブロック

53 40K-17-1
微細剥離痕のある剥片
玉髄1003
5.16g
第10ブロック

54 40K-29-27
微細剥離痕のある剥片
玉髄1003
2.43g
第12ブロック

52b 39K-85-24
剥片
1.01g
第２ブロック

0 5cm(2/3)

a

b b b

a

a

c

c

c
c

c
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〔流紋岩〕

55a

55（a＋b）

39K-79-40
剥片
7.29g
第４ブロック

接合資料1010
流紋岩1002
第４ブロック

55b

56（a＋b）

39K-79-26
石核
63.90g
第４ブロック

接合資料1011
流紋岩1002
第４・７ブロック接合資料

56b 39L-80-10
剥片
5.37g
第７ブロック

56a

39K-69-6
剥片
15.21g
第４ブロック

0 5cm(2/3)

57（a～c）接合資料1009
流紋岩1001
第15ブロック

57a
40K-35-19
台石
49.77g
第15ブロック

57b
40K-35-10
台石
0.56g
第15ブロック

57c
40K-35-17
台石
1840.00g
第15ブロック

0 20cm(1/3)

a

a
a

a bbb

b

b
b

b

b

a

a
a a

c

c
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b b b

a

a

a
a

b

第2︲95図　第１文化層環状ブロック群出土石器（38）
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第2︲96図　第１文化層環状ブロック群出土石器（39）

〔硬質頁岩〕

58（a～p）

58（a～ℓ）

接合資料1005
硬質頁岩1001
第９・15ブロック接合資料

58a
40K-15-92
剥片
0.66g
第９ブロック

58b 40K-15-7
微細剥離痕のある剥片
16.34g
第９ブロック

58c 40K-22-6
剥片
5.81g
第15ブロック

58（d～ℓ） 第９ブロック
0 5cm(2/3)

a

p b
o

m

ℓ j

h

g

f

c

c

a

a d

ℓ

j

i
h

g
dmn

p

b c d
a

b

h h

o
p

n

i
j

ℓ c a b

p
mdg

g

c

n

p

b
o

m

d

ℓ
j

h

b

c

g

h

j
ℓ

d

g

g

g

g

h

hh

h

i

i ij
j

d d
d

d

f

e e e

ℓ ℓ



－　　－143

第２章　市野谷芋久保遺跡 第２章　市野谷芋久保遺跡

〔硬質頁岩〕

58（j＋k）

58（m＋n）

58（d＋e） 58d
40K-15-93
微細剥離痕のある剥片
13.91g
第９ブロック

58e
40K-15-59
剥片
0.13g
第９ブロック

58f

58（g＋h）

40K-15-63
剥片
0.70g
第9ブロック

58g
40K-15-58
剥片
5.41g
第９ブロック

58ℓ 40K-15-96
微細剥離痕のある剥片
1.63g
第9ブロック

58j
40K-15-80
剥片
0.49g
第９ブロック

58k
40K-15-113
剥片
0.41g
第９ブロック

58m

58o

40K-15-17
微細剥離痕のある剥片
5.24g
第９ブロック

58i 40K-15-23
剥片
2.47g
第９ブロック

58n
40K-15-57
剥片
4.80g
第９ブロック

58p 40K-15-110
石核
21.70g
第９ブロック

40K-05-23
剥片
5.37g
第９ブロック

58h
40K-14-1
剥片
0.79g
第９ブロック

0 5cm(2/3)

k

k

k

m

m

m

m

 n
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j

e
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第2︲97図　第１文化層環状ブロック群出土石器（40）
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第2︲98図　第１文化層環状ブロック群出土石器（41）

〔珪質頁岩〕

59（a～j）

59（a～c）

接合資料1003
珪質頁岩1001
第９ブロック

a

a

a

b

b

c

c

c

d
d

d

h

h

h

ii

i

d

e

e

e

e

59a
40K-15-56
微細剥離痕のある剥片
3.34g
第９ブロック

59b
40K-15-112
剥片
0.59g
第９ブロック

59c
40K-16-2
剥片
0.36g
第９ブロック

59（d＋e）

59（h＋i）

59d
40K-15-28
剥片
13.24g
第９ブロック

59h
40K-15-89A
剥片
0.54g
第９ブロック

59i
40K-15-18
剥片
1.17g
第９ブロック

59e
40K-15-83
剥片
7.06g
第９ブロック

59g 40K-05-5
剥片
3.34g
第９ブロック

59f 40K-15-69
剥片
8.79g
第９ブロック

0 5cm(2/3)

a

f

d

j

a

j

b
eg

j

f

d
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j

j

e

a

b
g g

e

ab

d

f



－　　－145

第２章　市野谷芋久保遺跡 第２章　市野谷芋久保遺跡

〔珪質頁岩〕

59j 40K-15-11
石核
139.98g
第９ブロック

60 40K-15-52
石核
珪質頁岩1002
70.90g
第９ブロック

61 40K-56-4
二次加工のある剥片
珪質頁岩1005
11.55g
第16ブロック

62 40K-75-1
微細剥離痕のある剥片
珪質頁岩1006
5.40g
第16ブロック

0 5cm(2/3)

第2︲99図　第１文化層環状ブロック群出土石器（42）



－　　－146

第２章　市野谷芋久保遺跡

第2︲100図　第１文化層環状ブロック群出土石器（43）

〔嶺岡産珪質頁岩〕

67（a＋b）
67a

接合資料1019
嶺岡産珪質頁岩1001
第15・16ブロック接合資料

40K-66-5
剥片
3.57g
第16ブロック

67b
40K-33-3
剥片
20.81g
第15ブロック

63

65

40K-24-8
ナイフ形石器
嶺岡産珪質頁岩1004
0.57g
第15ブロック

64 40K-23-7
二次加工のある剥片
嶺岡産珪質頁岩1004
1.20g
第15ブロック

66 40K-24-10
剥片
嶺岡産珪質頁岩1002
9.33g
第15ブロック

40K-22-3
楔形石器
嶺岡産珪質頁岩1003
13.99g
第15ブロック

〔黒色頁岩〕

68
40K-22-1
剥片
黒色頁岩1002
20.16g
第15ブロック

0 5cm(2/3)

a
a

a

b
b

b
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〔チャート〕

69（a～h） 接合資料1016
チャート1001
第19ブロック

69a

69（a＋b）

40L-01-100
二次加工のある剥片
5.42g
第19ブロック

69b 40L-01-132
石核
61.99g
第19ブロック

0 5cm(2/3)
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e
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e f
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第2︲101図　第１文化層環状ブロック群出土石器（44）
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第2︲102図　第１文化層環状ブロック群出土石器（45）

〔チャート〕

69（c～h）
第19ブロック

69c 40L-01-114
剥片
1.86g
第19ブロック

69d 40L-01-36
剥片
0.95g
第19ブロック

69e 40L-01-122
剥片
1.25g
第19ブロック

69g 40L-01-50
剥片
1.60g
第19ブロック

69f 40L-01-148
剥片
2.97g
第19ブロック

69h 40L-01-118
石核
42.03g
第19ブロック

0 5cm(2/3)

c

h
g

d

e
e e

e

h

f

f

c

d

h h
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〔チャート〕

70（a～f） 接合資料1018
チャート1003
第13ブロック

70a 40K-28-44
剥片
0.44g
第13ブロック

70b 40K-28-106
剥片
0.46g
第13ブロック

70c 40K-28-29
剥片
8.50g
第13ブロック

70d 40K-28-89
二次加工のある剥片
2.04g
第13ブロック

70e 40K-28-88
剥片
3.65g
第13ブロック

70f 40K-28-97
石核
65.01g
第13ブロック

0 5cm(2/3)

a

f

d

b
e

b

e

c c

d

f

d
d

c

f
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f
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第2︲103図　第１文化層環状ブロック群出土石器（46）
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〔チャート〕

71（a～f）

71（b＋c）
71b

71b

71c

71a

接合資料1017
チャート1002
第15ブロック

40K-24-4
剥片
2.30g
第15ブロック

c
c

c

b b b b

71e 71d

71f 72

0 5cm(2/3)

e

f

a

b

b

c

c

d

d
d

a

d

b

e

f

e

f
f f

a
a a

b c
d

e

d
a

b

f

e

e

40K-23-6
剥片
1.64g
第15ブロック

40K-24-9
剥片
1.19g
第15ブロック

40K-24-5
剥片
4.01g
第15ブロック

40K-23-2A
剥片
4.26g
第15ブロック

40K-24-3
石核
35.17g
第15ブロック

40K-22-4
剥片
チャート1005
28.97g
第15ブロック

第2︲104図　第１文化層環状ブロック群出土石器（47）
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〔砂岩〕

73（a～g）接合資料1006
砂岩1001
第５・９ブロック接合資料

b c e g

f

a
c

g

a

b

g

g

g

g

g

b
c

d

f d

c

c
b

d

f

b

c

c

c

b

b

73a 40K-15-114
剥片
1.06g
第９ブロック

73d 40K-15-35
剥片
5.48g
第９ブロック

73b73（b＋c）
40K-15-88
剥片
16.46g
第９ブロック

73c
40K-15-94
剥片
9.38g
第９ブロック

0 5cm(2/3)

第2︲105図　第１文化層環状ブロック群出土石器（48）
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〔砂岩〕

73e 40K-15-6
剥片
2.22g
第９ブロック

73f 39K-89-46
剥片
6.60g
第５ブロック

73g 40K-05-25
石核
119.59g
第９ブロック

74 39L-96-18
敲石
砂岩1004
118.53g
第８ブロック

75 39L-96-31
敲石
砂岩1005
95.24g
第８ブロック

0 10cm(1/2)

0 5cm(2/3)

第2︲106図　第１文化層環状ブロック群出土石器（49）
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〔砂岩〕

76 40K-60-2
敲石
砂岩1003
1260.00g
第18ブロック

77 39K-76-7
磨石
砂岩1002
474.35g
第１ブロック

0 20cm(1/3)

第2︲107図　第１文化層環状ブロック群出土石器（50）
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第2︲108図　第１文化層環状ブロック群出土石器（51）

〔安山岩〕

78（a～d）

78d 39K-98-39
剥片
7.19g
第６ブロック

接合資料1007
安山岩1002
第２・６ブロック接合資料

78b

78（b＋c） 39K-86-95
剥片
1.01g
第２ブロック78a 39K-98-15

剥片
4.72g
第６ブロック

78c
39K-86-54
剥片
1.32g
第２ブロック

79（a～d）
接合資料1008
安山岩1003
第４ブロック

79b 39K-79-58
剥片
9.06g
第４ブロック

79c 39K-79-25
剥片
28.68g
第４ブロック

79d 39K-69-8
剥片
5.79g
第４ブロック

79a 39K-79-27
剥片
0.13g
第４ブロック

0 5cm(2/3)

a

b

b
b

b
b

b

b

bc

c

c

c

c

c

c
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〔安山岩〕

80（a～ℓ）
80a
40L-01-54
剥片
21.52g
第19ブロック

80b
40L-01-155
剥片
7.35g
第19ブロック

80c
40L-01-131
剥片
14.36g
第19ブロック

80d
40L-01-57
剥片
2.30g
第19ブロック

80e
40L-00-7
剥片
2.85g
第19ブロック

80f
40L-01-120
剥片
11.61g
第19ブロック

80g
40L-01-40
剥片
2.72g
第19ブロック

80h
39L-91-40
剥片
3.72g
第７ブロック

80i
40L-01-115
剥片
6.93g
第19ブロック

80ℓ 40L-00-15
敲石
267.07g
第19ブロック

80j
40L-01-103
剥片
0.37g
第19ブロック

80k
40L-01-30
剥片
0.62g
第19ブロック

接合資料1001
安山岩1001
第７・19ブロック接合資料

0 10cm(1/2)

ℓ

i

b

g

f

kh

d

a

a ajc
ℓ

b
h

d

i

b

ℓ

e

f

i

a j

ℓ ℓ

a

b

i

g
f

d

b

a

b

i

d

gk
h

f

ℓ

第2︲109図　第１文化層環状ブロック群出土石器（52）
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〔安山岩〕

81（a＋b）

81a
40K-24-1
敲石
137.26g

81b
40K-34-1
敲石
27.82g

接合資料1002
安山岩1006
第15ブロック

82 40K-40-4
敲石
安山岩1007
215.50g
第17ブロック

83 40K-40-5
敲石
安山岩1008
263.88g
第17ブロック

0 10cm(1/2)

a

a

a

b
b

b

第2︲110図　第１文化層環状ブロック群出土石器（53）
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第2︲111図　第１文化層環状ブロック群出土石器（54）

〔ガラス質黒色安山岩〕

84 40K-29-1
台形様石器
ガラス質黒色安山岩1101
1.78g
第12ブロック

85

40K-07-23
台形様石器
ガラス質黒色安山岩1110
3.49g
第10ブロック

86 39K-86-25
二次加工のある剥片
ガラス質黒色安山岩1105
3.47g
第２ブロック

87 40K-28-57
二次加工のある剥片
ガラス質黒色安山岩1063
3.85g
第13ブロック

88

89

40K-29-22
二次加工のある剥片
ガラス質黒色安山岩1124
2.86g
第12ブロック

40L-01-149
二次加工のある剥片
ガラス質黒色安山岩1113
9.09g
第19ブロック

90 39K-98-40
二次加工のある剥片
ガラス質黒色安山岩1132
12.45g
第６ブロック

91 39L-90-8
二次加工のある剥片
ガラス質黒色安山岩1110
8.78g
第７ブロック

92 39K-85-31
二次加工のある剥片
ガラス質黒色安山岩1004
10.31g
第２ブロック

94 39L-80-63
削器
ガラス質黒色安山岩1007
32.04g
第７ブロック

93 39K-79-59
二次加工のある剥片
ガラス質黒色安山岩1004
12.59g
第４ブロック

0 5cm(2/3)
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第2︲112図　第１文化層環状ブロック群出土石器（55）

〔ガラス質黒色安山岩〕

95 40L-01-106
楔形石器
ガラス質黒色安山岩1008
15.48g
第19ブロック

96 39K-76-6
微細剥離痕のある剥片
ガラス質黒色安山岩1004
32.47g
第１ブロック

97 40L-01-87
剥片
ガラス質黒色安山岩1006
9.33g
第19ブロック

98 40K-15-78
石核
ガラス質黒色安山岩1112
11.98g
第９ブロック

99 40K-29-154
石核
ガラス質黒色安山岩1125
52.61g
第12ブロック

100 39L-80-60
石核
ガラス質黒色安山岩1129
10.92g
第７ブロック

101 40K-29-82
石核
ガラス質黒色安山岩1006
70.46g
第12ブロック 0 5cm(2/3)
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〔ガラス質黒色安山岩〕

102（a＋b） 102a
39K-89-45
剥片
10.38g
第５ブロック

102b
39K-89-11
剥片
16.30g
第５ブロック

接合資料1072
ガラス質黒色安山岩1001
第５ブロック

103（a～f）
接合資料1073
ガラス質黒色安山岩1002
第14ブロック

103a 40K-27-35
剥片
3.42g
第14ブロック

103b 40K-27-41
剥片
5.11g
第14ブロック

103c

103d

40K-27-12
剥片
6.50g
第14ブロック

40K-27-32
剥片
1.94g
第14ブロック

103e103（e＋f）
40K-27-54
石核
21.49g
第14ブロック

103f
40K-26-6
石核
11.47g
第14ブロック

e f

f

f

f

f

e

e

e

e

0 5cm(2/3)
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a

a
b

b

b

b

b
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f
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c
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e

c
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c

第2︲113図　第１文化層環状ブロック群出土石器（56）
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第2︲114図　第１文化層環状ブロック群出土石器（57）

〔ガラス質黒色安山岩〕

104（a～c）

104（a＋b）

104a

接合資料1091
ガラス質黒色安山岩1008
第10・13ブロック接合資料

40K-07-48
石核
13.46g
第10ブロック

104b

104c

40K-07-49
剥片
6.79g
第10ブロック

40K-28-3
石核
27.70g
第13ブロック

0 5cm(2/3)

a

a

a

a

a a

b

b

b b

b

c

c

c c
c

a

a

a

a

b

a

b

a

b

b

b

b

c
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〔ガラス質黒色安山岩〕

105（a＋b） 105a 40K-28-32
剥片
3.43g
第12ブロック

105b 40L-11-21
石核
38.02g
第19ブロック

接合資料1074
ガラス質黒色安山岩1003
第12・19ブロック接合資料　

106（a＋b）

106a 39L-81-13
剥片
1.75g
第７ブロック

接合資料1075
ガラス質黒色安山岩1004
第７ブロック

106b 39L-80-38
石核
29.67g
第７ブロック

0 5cm(2/3)

a

a
a a a

b

b

b

b

b

b

b

bb

b

a

a

a

a a a

b

b

第2︲115図　第１文化層環状ブロック群出土石器（58）
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第2︲116図　第１文化層環状ブロック群出土石器（59）

〔ガラス質黒色安山岩〕

接合資料1084
ガラス質黒色安山岩1010
第５・10ブロック接合資料

107（a＋b）

107a 39K-89-43
石核
31.27g
第５ブロック

107b

108（a＋b）

40K-07-28
剥片
16.05g
第10ブロック

108a 40L-00-1
剥片
1.84g
第19ブロック

接合資料1107
ガラス質黒色安山岩1014
第13・19ブロック接合資料

108b 40K-28-43
剥片
6.13g
第13ブロック

0 5cm(2/3)

a

b a
a a

b

a

aa
a

a

b

b

b b

b

b

a b b

b

a
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〔ガラス質黒色安山岩〕

109（a～d）

109a

接合資料1095
ガラス質黒色安山岩1011
第４・７・15ブロック接合資料

39L-90-3
剥片
20.47g
第７ブロック

109b

109（c＋d）

109c

40K-43-1
剥片
13.59g
第15ブロック

39K-79-31
二次加工のある剥片
17.11g
第４ブロック

109d
39K-79-28
二次加工のある剥片
19.18g
第４ブロック

0 5cm(2/3)

a

a

a a
a

a

b

b

b

b

b

b

d

d

d dc

d d
d

c

c

c c

c

c

c

c

c

c

d

d

d
d

d

d

第2︲117図　第１文化層環状ブロック群出土石器（60）
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第2︲118図　第１文化層環状ブロック群出土石器（61）

〔ガラス質黒色安山岩〕

110（a～d）

110a 40L-11-82
剥片
4.18g
第19ブロック

接合資料1101
ガラス質黒色安山岩1015
第19ブロック

110b 40L-11-70
剥片
10.86g
第19ブロック

110d 40L-11-92
石核
69.99g
第19ブロック

111（a～d）接合資料1110
ガラス質黒色安山岩1022
第12・19ブロック接合資料

110c 40L-11-58
剥片
6.13g
第19ブロック

111a 40L-00-14
剥片
1.38g
第19ブロック

111b 40K-29-43
二次加工のある剥片
3.26g
第12ブロック

111c 40K-29-33
剥片
3.80g
第12ブロック

a

a a
a

a

a

b

b b

b

b

c

c

c

c
c

c

d

d d
d d

d

111d 40K-29-41
石核
25.52g
第12ブロック

0 5cm(2/3)

a

a

c

c c
c c

d

d

d

d d

d

b

b

b
b

b

b
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〔ガラス質黒色安山岩〕

112（a～d）

112b

接合資料1096
ガラス質黒色安山岩1023
第４・５ブロック接合資料

39K-79-12
剥片
5.46g
第４ブロック

112a 39K-89-16
石核
47.48g
第５ブロック

112c 39K-79-53
剥片
14.47g
第４ブロック

112d 39K-69-4
石核
67.88g
第４ブロック

0 5cm(2/3)

a

a

a

c

c

c

c

d

a
a

b

b

d

d

d d

d

b
b

b

第2︲119図　第１文化層環状ブロック群出土石器（62）
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第2︲120図　第１文化層環状ブロック群出土石器（63）

〔ガラス質黒色安山岩〕

113a

113（a＋b）

113（c＋d）

39K-79-57
剥片
0.94g
第４ブロック

113（a～e）
接合資料1097
ガラス質黒色安山岩1024
第４ブロック

113b 39K-68-3
石核
14.63g
第４ブロック

113c 39K-79-24
剥片
2.03g
第４ブロック

113d 39K-79-45
石核
23.34g
第４ブロック

113e 39K-78-16
石核
11.92g
第４ブロック

0 5cm(2/3)

a

c

c
c

c

c

d

d

d
d d

d

e

e
e

e

e
e

a a

a

a

a a
a

b

d

d

d

d

d dc

c

cc

c

c

bb

b

b

b b b b

b
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第2︲121図　第１文化層環状ブロック群出土石器（64）

〔ガラス質黒色安山岩〕

114（a～d）

114a

接合資料1140
ガラス質黒色安山岩1026
第５・14・19ブロック接合資料

39K-79-8
剥片
33.38g
第５ブロック

114b 40K-27-58
石核
32.12g
第14ブロック

114c 40K-27-42
剥片
2.60g
第14ブロック

114d 40L-01-60
石核
28.20g
第19ブロック

0 5cm(2/3)

a

a

a
a a

a

a

b

b b b
c

d

b

c

b

d

d

d

d
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第2︲122図　第１文化層環状ブロック群出土石器（65）

〔ガラス質黒色安山岩〕

115（a～c）

115b

接合資料1099
ガラス質黒色安山岩1027
第19ブロック

40L-00-21
石核
29.10g
第19ブロック

115a 40L-01-58
石核
31.29g
第19ブロック 115c 40L-00-19

剥片
2.64g
第19ブロック

116（a～c）
接合資料1116
ガラス質黒色安山岩1030
第11ブロック

116a 40K-19-24
剥片
3.85g
第11ブロック

116c 40K-19-3
二次加工のある剥片
8.97g
第11ブロック

116b 40K-19-27
剥片
0.28g
第11ブロック

0 5cm(2/3)

a

a a a

a

a

a

c

c

c

c
c

b

b

b

b

b

b

a

a a

a

c

c

c

c

c

a b

b b
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〔ガラス質黒色安山岩〕

117（a＋b）

117a 40L-01-53
剥片
1.42g
第19ブロック

接合資料1114
ガラス質黒色安山岩1032
第19ブロック

117b 40L-00-12
石核
27.78g
第19ブロック

118（a＋b）
接合資料1127
ガラス質黒色安山岩1042
第７ブロック

118a 39L-90-6
剥片
0.73g
第７ブロック

118b 39L-90-38
石核
14.84g
第７ブロック

0 5cm(2/3)

a a a
a

b

b

b

b b

b

b

b

b

b

b

b

aa

a
a a

a

第2︲123図　第１文化層環状ブロック群出土石器（66）
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第2︲124図　第１文化層環状ブロック群出土石器（67）

〔ガラス質黒色安山岩〕

119（a＋b）

119a

接合資料1134
ガラス質黒色安山岩1049
第７ブロック

39L-80-19
剥片
2.37g
第７ブロック

119b 39L-90-33
石核
41.98g
第７ブロック

120（a＋b） 接合資料1141
ガラス質黒色安山岩1056
第13ブロック

120a 40K-28-79
剥片
5.53g
第13ブロック

120b 40K-28-80
石核
19.68g
第13ブロック

0 5cm(2/3)

a
a a

a

a

b

b

b

b
b

b

b

b

b

b

b

b

a

a

a
aa

a
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〔ガラス質黒色安山岩〕

121（a＋b）
121a 40L-01-102

剥片
0.50g
第19ブロック

接合資料1142
ガラス質黒色安山岩1057
第19ブロック

121b 40L-01-116
石核
11.84g
第19ブロック

122（a＋b）
接合資料1143
ガラス質黒色安山岩1058
第10・15ブロック接合資料

123（a＋b）
接合資料1151
ガラス質黒色安山岩1068
第７ブロック

122a 40K-07-38
剥片
2.22g
第10ブロック

122b 40K-33-1
石核
18.71g
第15ブロック

123a

39L-80-21
剥片
1.02g
第７ブロック

123b 39L-90-21
石核
14.22g
第７ブロック

0 5cm(2/3)

a

a

a
a

a

a

b

b b b

b

b

b

b b

b

b

b b

b b

b

a

a a a a

a

b

a

a a a

b

a

第2︲125図　第１文化層環状ブロック群出土石器（68）
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〔ガラス質黒色安山岩〕

124（a～g）

124（b＋c）
124b
40K-37-1
剥片
1.61g
第14ブロック

124c
40K-27-61
剥片
0.24g
第14ブロック

接合資料1070
ガラス質黒色安山岩1001
第５・10・14ブロック接合資料

124a 39K-97-4
剥片
33.02g
第10ブロック

124d 40K-27-15
剥片
4.05g
第14ブロック

124g 39K-89-40
剥片
35.64g
第５ブロック

124e 40K-27-55
石核
3.71g
第14ブロック

124f 39L-80-6
剥片
1.13g
第５ブロック

0 5cm(2/3)

ed

b c

g

g

a

f

ed

b

a

a

a

g

a

g

cb

d e

a

c

b

b b
b

c
c

c

d

第2︲126図　第１文化層環状ブロック群出土石器（69）
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〔ガラス質黒色安山岩〕

125（a～k）

125a

接合資料1086
ガラス質黒色安山岩1007
第２・５・６ブロック接合資料

39K-86-70
剥片
31.22g
第２ブロック

125b 39K-86-49
剥片
5.55g
第２ブロック

125c 39K-86-56
剥片
25.62g
第２ブロック

0 5cm(2/3)

h

j

k

e

c

a

ig

c

f

a

e a g b g b

h

j
d

kf

c

k

a

abg

c

c

f

k

j

h

d

a

第2︲127図　第１文化層環状ブロック群出土石器（70）
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第2︲128図　第１文化層環状ブロック群出土石器（71）

〔ガラス質黒色安山岩〕

125（g＋h）

125d 39K-86-47
剥片
22.52g
第２ブロック

125（e＋f） 125e
39K-86-66
剥片
7.80g
第２ブロック

125g
39K-89-27
剥片
9.61g
第５ブロック

125h
39K-89-26
剥片
8.63g
第５ブロック

125f
39K-89-37
剥片
17.45g
第５ブロック

125i 39K-98-41
剥片
19.92g
第６ブロック

125j 39K-89-14
剥片
29.47g
第５ブロック

125k 39K-89-35
剥片
30.26g
第５ブロック

0 5cm(2/3)

g
g

g

g
h

h

h

h

e
e

e

f
f

f
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〔ガラス質黒色安山岩〕

126（a～s）

126a 40K-29-104
剥片
0.89g
第12ブロック

接合資料1090
ガラス質黒色安山岩1008
第７・10・12ブロック接合資料

126b 40K-29-56
石核
17.88g
第12ブロック

126c 40K-07-40
剥片
19.03g
第10ブロック

126d 40K-29-123
剥片
1.19g
第12ブロック

126e 40K-29-83
剥片
10.47g
第12ブロック

126f
39L-97-29
剥片
3.79g
第７ブロック

126h 40K-29-136
剥片
0.45g
第12ブロック

126g 40K-29-30
剥片
1.15g
第12ブロック

0 5cm(2/3)

s b
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e

d
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第2︲129図　第１文化層環状ブロック群出土石器（72）
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第2︲130図　第１文化層環状ブロック群出土石器（73）

〔ガラス質黒色安山岩〕

126（i～m）

126i
40K-29-106
剥片
4.33g
第12ブロック

第12ブロック

126j 40K-29-105
剥片
1.89g
第12ブロック

126k 40K-29-84
剥片
4.97g
第12ブロック

126ℓ
40K-29-63
二次加工のある剥片
5.27g
第12ブロック

126m
40K-29-137
剥片
2.04g
第12ブロック

126n 40K-29-80
剥片
2.47g
第12ブロック

第12ブロック

126o 40K-29-13
剥片
1.52g
第12ブロック

126p 40K-29-122A
剥片
2.50g
第12ブロック

126q 40K-29-108
剥片
0.93g
第12ブロック

126r 40K-29-156
剥片
3.37g
第12ブロック

126s

126（p～r）

40K-29-50
石核
27.66g
第12ブロック

0 5cm(2/3)

ℓ ℓ ℓ

ℓ

ℓ

ℓ

k

k

k

kk

k

m

m
m

m

m

m
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i
i

i

i

q

q q q

r
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p

p
p
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〔ガラス質黒色安山岩〕

127（a～j）
127a 39K-95-1

剥片
1.31g
第９ブロック

接合資料1081
ガラス質黒色安山岩1009
第２・９・19ブロック接合資料

127b 39K-86-10
剥片
1.15g
第２ブロック

127c
39K-86-11
剥片
0.99g
第２ブロック

127d 39K-86-42
石核
17.42g
第２ブロック

127f 39K-86-24
剥片
8.24g
第２ブロック

127e 39K-85-7
剥片
2.84g
第２ブロック

127g 39K-86-4
剥片
3.26g
第２ブロック

127h 39K-86-63
剥片
2.25g
第２ブロック

127i 40L-11-84
剥片
0.45g
第19ブロック

127j 39K-86-83
石核
23.10g
第２ブロック

0 5cm(2/3)

j h

d

ag

b
bae

f b

j j j

j

j

g

f f a

a a
b

b

d

d
d

c
c

h hi

g
f e

h

f d

h
j

第2︲131図　第１文化層環状ブロック群出土石器（74）
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〔ガラス質黒色安山岩〕

128（a～k）

128（a＋b）128a
40L-01-150
剥片
3.22g
第19ブロック

128b
40L-01-108
剥片
4.04g
第19ブロック

接合資料1100
ガラス質黒色安山岩1012
第12・19ブロック接合資料

128c

40L-11-75
剥片
5.25g
第19ブロック

128e

128f

39L-91-38
剥片
1.73g
第19ブロック

40L-01-117
剥片
4.43g
第19ブロック

128g 40L-01-74
剥片
7.99g
第19ブロック

128k 40L-11-14
剥片
15.37g
第19ブロック

128h 40L-11-32
剥片
6.61g
第19ブロック

128i 40L-21-2
剥片
0.96g
第19ブロック

128d 40K-29-76
剥片
18.97g
第12ブロック

128j 40L-01-151
剥片
9.71g
第19ブロック 0 5cm(2/3)

k
j

f
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h

h

k

g
c
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d

d d
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e

e
f

e
e j

jj

j
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c c
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第2︲132図　第１文化層環状ブロック群出土石器（75）
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〔ガラス質黒色安山岩〕

129（a～f）

129a 39L-80-32
剥片
1.70g
第７ブロック

接合資料1111
ガラス質黒色安山岩1018
第７ブロック

129d 39L-80-9
剥片
10.41g
第７ブロック

129c 39L-81-14
剥片
0.57g
第７ブロック

129b 39L-81-11
剥片
4.91g
第７ブロック

129e 39L-81-9
剥片
7.36g
第７ブロック

129f 39L-80-37
石核
59.72g
第７ブロック

0 5cm(2/3)

d

a
a

a

a
b

b

b

b

b

b

c
c

c

c

d
d

d

e

e
e e

e

f

f

f f f

第2︲133図　第１文化層環状ブロック群出土石器（76）
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約８ｍ離れて第６ブロックが分布している。初期段階の剥離は上面下部を打面として、125ａから125（ｅ

＋ｆ）の剥離を連続剥離している。この段階で剥離された剥片は、125ｆを除いてすべて、第２ブロック

から出土している。次の段階は、125ｄと125（ｅ＋ｆ）の剥離面を打面として、125（ｇ＋ｈ）から125ｋ

が剥離されている。この段階で剥離されたものは、第５ブロックが４点、第６ブロックが１点であり、第

２ブロックのものは剥離されていない。このように本接合資料は、剥離工程単位でブロック出土が異なる

という接合資料である。

　126（ａ～ｓ）は第７・10・12ブロック接合資料である。大半のものが第12ブロックから出土している

が、126ｆが第12ブロックから約14ｍ離れた第７ブロックから出土し、126ｃが第12ブロックから約10ｍ離

れた第10ブロックから出土している。剥離工程は、２段階の分割する工程が行われている。［分割工程①］

最初の分割工程は、裏面左下部を打面として、126（ａ～ｍ）と126（ｎ～ｓ）の２個体に分割している。

　→　［分割工程②］分割工程①で剥離された個体126（ａ～ｍ）をさらに、126（ａ＋ｂ）と126（ｃ～

ｈ）と126（ｉ～ｍ）の３個体に分割している。この２段階の分割工程により、４つの分割個体が作成さ

れている。次の剥離工程は、分割した個体を素材として、剥片剥離が行われている。分割個体ごとに説明

していくことにしよう。１つ目の個体126（ａ＋ｂ）は、残核126ｂの図面で剥離順序を説明すると、左面

を折断し、上部から横長剥片を剥離した後に、表面右下部を打面として126ａを剥離している。２つ目の

個体126（ｃ～ｈ）は、126（ａ～ｓ）の接合図で説明すると、上面中央部を打面として分割された個体で、

上面右下部から上面左下部にかけて、打面を順次移動して126ｃから126ｇを剥離している。３つ目の個体

126（ｉ～ｍ）は、126（ａ～ｓ）の接合図の右面右下部を打面として分割された個体である。126（ｉ～

ｍ）は器体の中央部付近を打面として、126ｉから126ｍに折断している。４つ目の個体126（ｎ～ｓ）は、

126（ａ～ｓ）の接合図で説明すると、左面左上部から左下部にかけて打面を順次移動して126ｎと126（ｐ

～ｒ）を剥離している。126（ｐ～ｒ）は分割されている。126ｓは石核である。

　127（ａ～ｊ）は第２・９・19ブロック接合資料である。大半が第２ブロックから出土しているが、最

終剥離の小型剥片である127ｉのみが、第２ブロックから約20ｍ離れた第19ブロックから出土している。

上面中央部を打面として、127（ａ～ｇ）と127（ｈ～ｊ）の２個体に分割している。１つ目の個体127（ａ

～ｇ）は、上面右下部を打面として127ａを剥離→上面左下部を打面として127ｂを剥離→上面下部中央を

打面として剥離した際に、127（ｃ＋ｄ）と127（ｅ～ｇ）に分割している。分割個体127（ｃ＋ｄ）は表

面下部中央を打面として127ｃを剥離している。127ｄは石核である。もう一方の分割個体127（ｅ～ｇ）は、

上面左下部を打面として、127ｅから127ｇを剥離している。２つ目の個体127（ｈ～ｊ）は、127ｄの剥離

面を打面として、裏面左下部から127ｈを剥離し、127ｈの剥離面を打面として127ｉを剥離している。石核

127ｊは裏面に大きく自然面を残している。この自然面には、分割しようとしたが分割できなかった打撃

痕が見られる。

　128（ａ～ｋ）は第12・19ブロック接合資料である。上面から裏面左下部へと打面転移を繰り返して剥

離が行われている接合資料である。上面右下部から左下部に打面を順次移動して、128（ａ＋ｂ）から128

ｄを剥離→裏面左下部に打面を転移して、128ｅと128ｆを剥離→再び上面に打面を転移して、上面左下部

から128ｇと128ｈを剥離→再び裏面左下部に打面を転移して、128ｉと128ｊを剥離→さらに、打面と上面

に転移して128ｋを剥離している。

　129（ａ～ｆ）は円礫を素材としている。上面を打面として、表面側と裏面側に打面を交互に入れ替え
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て剥離が行われたことを示す接合資料である。表面左上部を打面として129ａを剥離→129ａの剥離面を打

面として、表面方向に129ｂを剥離→裏面左上部を打面として裏面方向に129ｃを剥離→129ｂの剥離面を

打面として129ｄと129ｅを剥離→石核129ｆは、129ｄの剥離面を打面として小型の剥片が剥離されている。

（９）第１文化層単独出土石器（第2︲134図、第2︲33表、図版2︲23）

出土状況　ブロックとして区分けすることができなかった石器のうち、第１文化層に帰属すると思われる

ものを第１文化層単独出土石器として扱うこととした。８点が該当する。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器１点、剥片３点、石核３点、礫片１点である。石材組成は、ガラス

質黒色安山岩３点、トロトロ石２点、砂岩１点、黒色頁岩１点、チャート１点である。

　１はナイフ形石器である。環状ブロック群から南側約30ｍの41Ｋ－66グリッドから出土した。横長剥片

を素材とし、素材を斜位に用いている。左側縁と右側縁に急角度の調整加工が施されている。右側縁下部

には、抉りを入れたような調整加工が施されている。全体形状は、切出形の形状をもつ。環状ブロック群

に近接していることから、第１文化層に帰属する石器として捉えたが、斜面部から出土しているため出土

層位が明確でなく、ほかの文化層に帰属する可能性もある。

　２・３は石核である。２・３は環状ブロック群から約270ｍ離れた35Ｑ－14グリッド（調査区北東部）

から出土している。発掘時の出土層位の所見がⅨ層であることから第１文化層に帰属させた。

第2︲134図　第１文化層単独出土石器

1 41K-66-1
ナイフ形石器
チャート
3.88g

2 35Q-14-2
石核
玉髄
22.73g

3 35Q-14-1
石核
ガラス質黒色安山岩
24.75g

0 5cm(2/3)

第2︲33表　第１文化層単独出土石器組成表
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３．第２文化層

（１）概要（第2︲135図、第2︲34･35表）

　第２文化層の石器群は、総計119点出土し、第20ブロックから第24ブロックの５か所の集中地点で構成

される（第2︲135図）。Ⅶ層～Ⅵ層下部に生活面をもつ石器群と推定される。調査区南西部に第20・21ブ

第2︲34表　第２文化層器種石材組成表

第2︲35表　第２文化層ブロック別組成表
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ロック、調査区南東部に第22・23ブロック、調査区北東部に第24ブロックが分布している。ブロック間の

接合資料は見られなかった。第20・21・24ブロックは黒曜石、第22・23ブロックは黒色頁岩を主体とする。

いずれのブロックにおいても、石刃と石刃素材石器が搬入されている。第22・23ブロックは、「下総型石

刃再生技法」を技術基盤とする石器群であると捉えられる。

　第２文化層の器種石材組成とブロック別組成は、第2︲34表と第2︲35表のとおりである。

　器種組成は、ナイフ形石器４点、有樋石刃５点、削片２点、石刃４点、楔形石器１点、二次加工のある

剥片８点、微細剥離痕のある剥片６点、剥片53点、砕片８点の石器類91点と礫７点、礫片21点の礫・礫片

28点で構成される。ナイフ形石器・有樋石刃・削片が主要石器である。

　石器類の石材は、黒色頁岩43点、黒曜石41点、ガラス質黒色安山岩３点、玉髄２点、珪質頁岩１点、

チャート１点で構成される。黒色頁岩と黒曜石の占める割合が高い。黒曜石の推定産地は、和田小深沢

群25点、和田鷹山群７点、未測定９点である。測定したものはすべて、和田エリアのものが用いられてい

た。礫・礫片の石材は、砂岩14点、チャート９点、流紋岩４点、玉髄１点で構成される。

（２）第20ブロック（第2︲136･137図、第2︲36表、図版2︲3･5･24）

出土状況　調査区南西部の40Ｆ－84・85・94・95グリッドに分布している。南西部に近接して第21ブロッ

クが分布しているが、ブロック間接合は見られなかった。4.1ｍ×4.0ｍの範囲から26点の石器が出土した。

南西部に集中地点が見られ、北東部に散漫に分布する。出土層位は、Ⅸｃ層からⅣ層にかけてで、Ⅶ層～

Ⅵ層下部に集中する。

　平面的には第３文化層第30ブロックと重複する範囲もあるが、約0.3ｍのレベル差で第20ブロックの方

が下位から出土している。第20ブロックと第30ブロックとの文化層・ブロックの分離識別については、レ

ベル差のほかに、石器の形態・母岩別分類・器種石材構成の違いなどから分離した。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器１点、楔形石器１点、二次加工のある剥片４点、微細剥離痕のある

剥片２点、削片２点、剥片13点、砕片３点である。石材組成は、黒曜石26点である。黒曜石の産地推定地

は、和田小深沢群と和田鷹山群のもので占められる。

　１はナイフ形石器である。石刃を素材として、打面部を先端に用いている。素材の打面部にあたる右側

面上部は背腹両面から急角度の調整加工が施されている。左側縁下部には急角度の調整加工が施されてい

る。左側縁上部の剥離面は、調整加工ではなく、使用による微細剥離痕である可能性が高い。基部は破損

している。

　２は楔形石器である。素材面は裏面の左側に残っており、おそらく石刃を素材としているものと思われ

る。上下両端から両極剥離が行われている。

第2︲36表　第２文化層第20ブロック組成表
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　３・４は削片である。点状の打面から細身の形状をしている。第２文化層からは彫器が出土していな

い。削片と分類した３・４は細身の形状をしている。２の楔形石器の剥離面には、両極剥離により細長い

剥片が作出されている。２の楔形石器と３・４の削片は、ともに和田小深沢群の黒曜石が用いられてい

る。これらのことから、３・４は削片ではなく、両極剥離により作出された剥片の可能性が高いと思われ

る。

　５～８は二次加工のある剥片である。５は薄手の剥片を素材として、左側縁に平坦剥離、右側面上部が

急角度の調整加工が施されている。６～８は石刃を素材として、側縁部に細かい剥離面が見られる。この

側縁部の細かい剥離面は、使用によって剥離されたものである可能性もある。

　９は微細剥離痕のある剥片である。石刃を素材として、右側縁下部に微細剥離痕が見られる。

　10は剥片である。左下部に大きな夾雑物が混じっているため、不定形な剥片が剥離されたものと思われ

る。右側縁下部には、下端部から石刃を剥離したと思われる剥離面が観察できる。

0 5cm(2/3)

40F-94-4
ナイフ形石器
黒曜石2009
[和田鷹山群]
2.57g

40F-84-12
楔形石器
黒曜石2008
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第2︲136図　第２文化層第20ブロック出土石器
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第2︲137図　第２文化層第20ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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（３）第21ブロック（第2︲138･139図、第2︲37表、図版2︲3･5･24）

出土状況　調査区南西部の41Ｆ－03・04グリッドに分布している。2.7ｍ×3.2ｍの範囲から８点の石器が

出土した。ナイフ形石器や二次加工のある剥片の製品類が東側に分布し、剥片が西側に分布する傾向が見

られる。出土層位は、Ⅸａ層からⅤ層にかけてで、Ⅶ層～Ⅵ層下部に集中する。

　平面的には、第３文化層第31ブロックと重複する範囲もあるが、約0.3ｍのレベル差で第21ブロックの

方が下位から出土している。第21ブロックと第31ブロックとの文化層・ブロックの分離識別については、

レベル差のほかに、石器の形態・母岩別分類・器種石材構成の違いなどによって分離した。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器２点、二次加工のある剥片１点、微細剥離痕のある剥片２点、剥片

３点である。石材組成は、黒曜石８点である。黒曜石の産地推定地は、第20ブロックと同様に、和田小深

沢群と和田鷹山群のもので占められる。

　１・２はナイフ形石器である。どちらも石刃を素材として、素材打面部を先端に用いている。この特徴

は、第20ブロック出土のナイフ形石器の特徴と一致する。１は左側縁と右側縁下部に急角度の調整加工が

施されている。基部は腹面の厚みを除去するような平坦な調整加工が施されている。２は左側縁下部に急

角度の調整加工が施されている。基部は折り取るような調整加工が施され、丸みを帯びた形状をしている。

　３は二次加工のある剥片である。幅広の剥片を素材として、右側縁を折り取った後に、右側縁下部に粗

第2︲138図　第２文化層第21ブロック出土石器

0 5cm(2/3)
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ナイフ形石器
黒曜石2005
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41F-04-3
微細剥離痕のある剥片
黒曜石2002
[和田小深沢群]
1.48g

1 2 3
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第2︲37表　第２文化層第21ブロック組成表
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第2︲139図　第２文化層第21ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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い調整加工が施されている。

　４・５は微細剥離痕のある剥片である。どちらも石刃を素材としている。４は頭部調整が行われ、線状

打面から剥離されている、左側縁下半部に微細剥離痕が見られる。５は打面部と末端部が折れており、中

間部が残存している。左側縁に微細剥離痕が見られる。

（４）第22ブロック（第2︲140･141図、第2︲38表、図版2︲3･24）

出土状況　調査区東部の40Ｍ－55～57・65・66グリッドに分布している。2.4ｍ×8.9ｍの範囲から15点の

石器が出土した。北東に近接して第23ブロックが分布するが、ブロック間接合は見られなかった。西部と

東部の２か所に集中地点が見られる。西部にほとんどの石器が集中しており、東部は二次加工のある剥片

と石刃の２点のみの出土である。出土層位は、Ⅶ～Ⅸ層の上部からⅢ～Ⅵ層の下部にかけてで、Ⅶ層～Ⅵ

層下部に集中すると思われる。

出土石器　有樋石刃２点、二次加工のある剥片１点、石刃２点、剥片７点、礫２点、礫片１点である。石

材組成は、黒色頁岩10点、砂岩２点、黒曜石１点、ガラス質黒色安山岩１点、玉髄１点である。黒色頁岩

を主体とする。黒曜石の産地推定地は、第20・21ブロックと同様に和田小深沢群のものが用いられている。

　１は二次加工のある剥片である。幅広の剥片を素材とし、素材を斜位に用いて、右側縁に粗い調整加工

が施されている。

　２・３は石刃である。どちらも頭部調整が行われ、平坦打面から石刃が剥離されている。第20・21ブ

ロックで用いられていた石刃は黒曜石で占められていたが、本ブロックにおいては黒色頁岩を主体とし、

サイズも大きいという特徴が見られる。

　４（ａ＋ｂ）は、有樋石刃の接合資料である。有樋石刃とは、「下総型石刃再生技法」により樋状剥離

が行われた石刃である。大型の石刃を素材として、左側縁上部と右側縁上部に調整加工が施されている。

この調整加工が施された時点では、おそらくナイフ形石器として機能していたと思われる。次に、刃部の

破損などの要因から、石器再生が行われている。大型石刃の末端部を折断した後に、折断面の左端部を打

面として樋状剥離を行い、４ａと４ｂの有樋石刃を作出している。４ａの左下端部はわずかに折れている。

　本ブロックから出土している石刃と石刃素材石器はすべて搬入品で、石刃のかたちで遺跡内に持ち込ま

れている。持ち込まれた石刃は、刃部の破損などが生じた場合、４（ａ＋ｂ）のように石器再生が行われ

ている。第22ブロックと第23ブロックは、「下総型石刃再生技法」を技術基盤とする石器群と捉えること

ができる。

第2︲38表　第２文化層第22ブロック組成表
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第2︲140図　第２文化層第22ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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第2︲141図　第２文化層第22ブロック出土石器
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（５）第23ブロック（第2︲142～144図、第2︲39表、図版2︲3･24）

出土状況　調査区東部の40Ｍ－39・49・58・59グリッドに分布している。11.2ｍ×6.6ｍの範囲から61点の

石器が出土した。南西に近接して第22ブロックが分布するが、ブロック間接合は見られなかった。南部と

北部の２か所に集中地点が見られる。南部に大半の石器が分布しており、密集している。東側に石器類、

西側に礫・礫片が分布する。北部は散漫に分布する。西側に石器類、東側に礫片が分布する。出土層位

は、Ⅸａ層からⅤ層にかけてで、Ⅶ層～Ⅵ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器１点、有樋石刃３点、石刃２点、剥片25点、砕片５点の石器類36点

と礫５点、礫片20点の礫・礫片25点で構成される。石器類の石材は、黒色頁岩33点、ガラス質黒色安山岩

２点、チャート１点である。黒色頁岩の占める割合が高い。礫・礫片の石材は、砂岩12点、チャート９

点、流紋岩４点である。

　第22ブロックと同様に、「下総型石刃再生技法」を技術基盤とする石器群で、石刃と石刃素材石器はす

べて搬入品である。

　１はナイフ形石器である。薄手の石刃を素材として、右側縁上部と下部、左側縁上部に調整加工が施さ

れている。右側縁中部に素材の縁辺が残されている。基部は腹面の打瘤を除去するような平坦剥離が行わ

れている。

　２～４は黒色頁岩の接合資料である。２（ａ＋ｂ）は、大型石刃を素材として、大型石刃の側縁部を大

型石刃の主要剥離面と同一方向に少なくとも３回の樋状剥離を行ったことを示す接合資料である。素材と

なった大型石刃の素材背面は左側面、素材腹面は右側面に残されている。２（ａ＋ｂ）の背面には、２ａ

を剥離する前に樋状剥離を行ったことを示す剥離面が残されている。２ａは平坦面を打面として樋状剥離

が行われている。素材石刃の腹面の形状から、大型石刃の頭部付近を折断して、この折断面を打面として

３回の樋状剥離が行われたと思われる。２ｂは頭部付近が欠損し、末端部が残存している。

　３（ａ～ｃ）は、大型石刃を素材として、３分割して樋状剥離を行ったことを示す接合資料である。最

第2︲39表　第２文化層第23ブロック組成表
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第2︲142図　第２文化層第23ブロック器種別分布
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第2︲143図　第２文化層第23ブロック母岩別分布
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第2︲144図　第２文化層第23ブロック出土石器
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初に、頭部付近の背面中央部を打面として、３ａと３（ｂ＋ｃ）に分割されている。３（ｂ＋ｃ）は分割

面を打面として、４回の樋状剥離が行われている。３（ｂ＋ｃ）の器体中央部には、３ｂと３ｃにわたっ

て細長く樋状剥離が及んでいる。その後、３（ｂ＋ｃ）は背面器体中央部を打面として分割されている。

３ｂは、この分割を打面として左下部に１回の樋状剥離が行われている。３ｃは腹面の上部から右側にか

けて３枚の横長剥片を剥離した後に、背面左下部から１枚の横長剥片を剥離している。本接合資料は、大

型石刃を素材として、究極にまで消費する「下総型石刃再生技法」の過程が窺える良好な資料といえよう。

　４（ａ＋ｂ）は石刃が器体の中央部で折れている接合資料である。

（６）第24ブロック（第2︲145･146図、第2︲40表、図版2︲3･24）

出土状況　調査区北東部の36Ｎ－12・13グリッドに分布している。1.9ｍ×2.6ｍの範囲から５点の石器が

出土した。出土層位はⅦ層である。

出土石器　器種組成は、二次加工のある剥片２点、微細剥離痕のある剥片１点、剥片２点である。石材組

成は、黒曜石５点である。

　１・２は二次加工のある剥片である。１は横長剥片を素材として、右側縁上部に平坦な調整加工が施さ

れている。２は縦長剥片を素材として、右側縁に調整加工が施されている。３は微細剥離痕のある剥片で

ある。縦長剥片を素材として、左側縁に微細剥離痕が見られる。

第2︲145図　第２文化層第24ブロック遺物分布

〈器種別分布〉 〈母岩別分布〉
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第2︲40表　第２文化層第24ブロック組成表
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（７）第２文化層単独出土石器（第2︲147･148図、第2︲41表、図版2︲24）

出土状況　ブロックとして区分けすることができなかった石器のうち、第２文化層に帰属すると思われる

ものを第２文化層単独出土石器として扱うこととした。４点が該当する。

出土石器　器種組成は、微細剥離痕のある剥片１点、剥片３点である。石材組成は、玉髄２点、黒曜石１

点、珪質頁岩１点である。１～３はいずれも石刃と分類することも可能である

　１は微細剥離痕のある剥片である。良質の黒曜石が用いられている。第24ブロックの南東約８ｍの地点

から出土している。また、第24ブロックにおいてすべて黒曜石が用いられていたことから、本資料は第24

ブロックに関連する資料である可能性が高い。

　２・３は剥片である。調査区北西部から出土している。２は打面調整が顕著に行われている。３は頭部

調整が顕著に行われている。

第2︲147図　第２文化層単独出土石器遺物分布

第2︲146図　第２文化層第24ブロック出土石器
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４．第３文化層

（１）概要（第2︲149図、第2︲42～44表）

　第３文化層の石器群は、総計921点出土し、第25ブロックから第42ブロックの18か所の集中地点で構成

される（第2︲149図）。Ⅴ層～Ⅳ層下部に生活面をもつ石器群と推定される。調査区全域に分布し、ブロッ

ク間の距離が離れており、これらのブロックが同時期に形成されたかは不明である。そのため、近接して

第2︲41表　第２文化層単独出土組成表

第2︲42表　第３文化層器種石材組成表
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第2︲148図　第２文化層単独出土石器
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いるブロック群については、ブロック間接合や石器群の内容を加味して、有意なまとまりとして捉えて、

第３文化層を３ａユニット・３ｂユニット・３ｃユニットの３つに区分した。なお、第39ブロックから第

42ブロックについては、近接したブロックやブロック間接合が見られないことから、ユニットの区分を

行っていない。第３文化層の器種組成とブロック別組成は、第2︲42表と第2︲43･44表のとおりである。

（２）３ａユニット（第2︲150･151図、第2︲45表）

　３ａユニットの石器群は、総計354点出土し、第25ブロックから第29ブロックの５か所の集中地点で構

成される。標高19.0ｍ～20.0ｍ（現地表面）にかけて分布しており、調査区中央部に位置し、南東に緩や

かに傾斜する台地の縁辺部に立地する。ブロック間接合は見られないものの、各ブロックにおいて礫・礫

片が出土している（第2︲150･151図）。３ａユニットの器種石材組成は第2︲45表のとおりである。

（３）第25ブロック（第2︲152･153図、第2︲46表、図版2︲4･25）
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第2︲149図　第３文化層遺物分布及びブロック配置
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第2︲43表　第３文化層ブロック別組成表（1）
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第2︲44表　第３文化層ブロック別組成表（2）
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ガラス質黒色安山岩
トロトロ石
安山岩
流紋岩
黒曜石
砂岩
珪質頁岩
嶺岡産珪質頁岩
黒色頁岩
ホルンフェルス
チャート
玉髄

※赤いマークは礫・礫片

第25ブロック

第26ブロック

第27ブロック

第28ブロック

第29ブロック20.
0

20.
0

19
.0

20.5

19
.0

20.5

接3074

接3075

接3076
接3077

接3078

接3079

接3080 接3081

接3082

接3083

接3084

接3085

接3086

接3087

接3088

接3089

接3090

接3091

接3092

接3093

接3094

接3095
接3096

接3097

接3098

接3099

接3100

接3101

接3102

接3103接3104

接3105

接3106

接3107
接3108

接3109

接3110

接3111

接3112

接3113

接3115
接3116

5(a+b)

3(a+b)

チャート 3008

ガラス質黒色安山岩 3024

39L 39M

40L 40M

00 100m20m(1/2,000)(1/500)

接3074接3074接3074チャート 3008
接3115

第25ブロック

第26ブロック

第27ブロック
第28ブロック

第29ブロック

ナイフ形石器

二次加工のある剥片

微細剥離痕のある剥片

剥片

砕片

石核

敲石

礫

礫片

角錐状石器

楔形石器

20.
0

20.
0

19
.020.5

19
.020.5

39L 39M

40L 40M

00 100m20m(1/2,000)(1/500)

1

2

3

4

5b

1

2

3a

3b

4

5

6

1

2

1

2

3

4

1

2

3

チャート 3009

ガラス質黒色安山岩 3029

チャート 3011

チャート 3008

チャート 3008

トロトロ石 3002

ガラス質黒色安山岩 3028

ガラス質黒色安山岩 3024
ガラス質黒色安山岩 3024

ホルンフェルス 3007

安山岩 3003

安山岩 3002

黒色頁岩 3001

珪質頁岩 3007

黒曜石 3023

黒曜石 3024
[ 和田小深沢群 ]

黒曜石 3022
[ 高原山甘湯沢群 ]

黒曜石 3022
[ 高原山甘湯沢群 ]

玉髄 3005

黒曜石 3021
[ 蓼科冷山群 ]

チャート 3017

角錐状石器

二次加工のある剥片

二次加工のある剥片

二次加工のある剥片

石核

ナイフ形石器

角錐状石器

二次加工のある剥片
石核

敲石

敲石

敲石

ナイフ形石器

ナイフ形石器

二次加工のある剥片

二次加工のある剥片

二次加工のある剥片

石核

楔形石器

二次加工のある剥片

二次加工のある剥片

二次加工のある剥片
3

5b

石核

ガラス質黒色安山岩 3028 3a

石核

第2︲150図　第３文化層３ａユニット器種別分布

第2︲151図　第３文化層３ａユニット石材別分布



－　　－203

第２章　市野谷芋久保遺跡 第２章　市野谷芋久保遺跡

出土状況　調査区中央部北の39Ｌ－17・27～29グリッドに分布している。4.3ｍ×8.8ｍの範囲から34点の

石器が出土した。３ａユニットにおいては、最も北側に位置する。南東5.0ｍに第26ブロックが分布する。

西部・中央部・東部の３か所に集中地点がある。西部の集中地点が密集しており、角錐状石器などの石器

がやや多い傾向が見られる。中央部と東部は散漫に分布し、製品の出土点数が少ない。出土層位は、Ⅵ層

上部からⅢ層にかけてで、Ⅴ層～Ⅳ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、角錐状石器１点、二次加工のある剥片３点、剥片24点、砕片３点、石核１点の石

器類32点と礫１点、礫片１点の礫・礫片２点で構成される。３ａユニットの中では、石器類の占める割合

が多いことが特徴である。石器類の石材は、チャート16点、黒曜石13点、玉髄２点、ガラス質黒色安山岩

１点である。礫・礫片の石材は砂岩２点である。

　１は角錐状石器である。良質のチャート3009が用いられており、製品で搬入されている。横長剥片を素

材として、左側縁に急角度の鋸歯状の調整加工が施されている。器体の中央部から破損して先端部が残存

している。右側縁上部には微細剥離痕が見られる。

　２～４は二次加工のある剥片である。２は縦長剥片を素材として、素材をやや斜めに用いて両側縁に粗

第2︲45表　第３文化層３ａユニット器種石材組成表

第2︲46表　第３文化層３ａユニット第25ブロック組成表
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第2︲152図　第３文化層３ａユニット第25ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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第2︲153図　第３文化層３ａユニット第25ブロック出土石器
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い調整加工が施されている。上下両端が折れている。角錐状石器の未成品の可能性が高い。３は小型の縦

長剥片を素材として、両側縁に鋸歯状の調整加工が施されている。４は横長剥片を素材として、素材を斜

めに用いて左側縁に鋸歯状の調整加工が施されている。ナイフ形石器と分類することも可能である。

　５（ａ＋ｂ）は、剥片と石核の接合資料である。５（ａ＋ｂ）接合図の右下部を打面として、厚手の

剥片５ａが剥離されている。５ａは、背面に大きく節理面が残されており、節理面付近の良質ではない部

位を除去する目的の剥離を行った可能性が高い。５ｂは節理面がほとんどない良質な部位が用いられてい

る。上面には分割面が大きく残されており、この分割面を打面として、数枚の剥片が剥離されている。頭

部調整が顕著に行われている。

（４）第26ブロック（第2︲154～156図、第2︲47表、図版2︲4･25）

出土状況　調査区中央部北の39Ｌ－48・49・58・59グリッドに分布している。4.9ｍ×5.2ｍの範囲から50

点の石器が出土した。３ａユニットにおいては、北東部に位置し、北西5.0ｍに第25ブロックが分布する。

南東部に集中地点が見られ、集中地点の周辺に角錐状石器・ナイフ形石器・敲石が分布している。集中地

点では、西側に礫・礫片、北東側に石器類が分布している。出土層位は、Ⅴ層からⅢ層にかけてで、Ⅴ層

～Ⅳ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、角錐状石器１点、ナイフ形石器１点、二次加工のある剥片１点、剥片14点、砕

片３点、石核１点、敲石３点の石器類24点と礫17点、礫片９点の礫・礫片26点で構成される。３ａユニッ

トの中では、第25ブロックに次いで石器類の占める割合が高い。石器類の石材は、ガラス質黒色安山岩15

点、トロトロ石４点、安山岩２点、ホルンフェルス２点、チャート１点である。礫・礫片の石材は、流紋

岩20点、安山岩３点、砂岩２点、チャート１点である。

　１はナイフ形石器である。横長剥片を素材として、素材を横位に用いて打面部側に急角度の調整加工が

施されている。２は角錐状石器である。厚手の剥片を素材として、両側縁に鋸歯状の調整加工が施されて

いる。表面下部に自然面が大きく残されている。１・２は製品で搬入されている。

第2︲47表　第３文化層３ａユニット第26ブロック組成表



－　　－207

第２章　市野谷芋久保遺跡 第２章　市野谷芋久保遺跡

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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第2︲154図　第３文化層３ａユニット第26ブロック遺物分布
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第2︲155図　第３文化層３ａユニット第26ブロック出土石器（1）
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　３（ａ＋ｂ）は、小形の円礫を素材として、右上部を打面として横長剥片を剥離した後に、左上部に打

面を転移して、二次加工のある剥片３ａを剥離している。３ａは打面部側に急角度の調整加工が行われて

おり、２と類似した剥離が行われていることから、角錐状石器の未成品の可能性が高い。３ｂの石核は、

３ａの剥離後には、剥片は剥離されていない。

　４～６は敲石である。いずれも楕円形礫を素材としている。４は右下部と左下部に敲打痕が見られ、左

下を敲打した際に器体が破損している。５は周縁部全体に敲打痕が見られるが、下部の敲打が顕著に行わ

れている。６は扁平な楕円形礫が用いられており、５と同様に周縁部全体に敲打痕が見られる。平坦面に

はわずかに擦痕が見られる。

（５）第27ブロック（第2︲157～159図、第2︲48表、図版2︲4･25）

第2︲156図　第３文化層３ａユニット第26ブロック出土石器（2）
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出土状況　調査区中央部の39Ｋ－98、39Ｌ－81・82・91・92、40Ｌ－01・03グリッドに分布している。4.6

ｍ×14.1ｍの範囲から42点の石器が出土した。３ａユニットにおいては、中央部に位置し、東側に第28・

29ブロックが分布する。分布範囲は広いものの、南東部に集中地点において遺物の大半が出土している。

南東部の集中地点は、ほぼ礫片で占められる。この集中地点から、北側にやや離れてナイフ形石器が２点

出土している。出土層位は、Ⅵ層からⅢ層にかけてで、Ⅴ層～Ⅳ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器２点、二次加工のある剥片１点、剥片１点の石器類４点と礫片38点

で構成される。礫片の占める割合が高い。石器類は出土点数が少ないものの、製品の占める割合が高い。

石器類の石材は、珪質頁岩１点、嶺岡産珪質頁岩１点、黒色頁岩１点、玉髄１点である。礫片の石材は、

安山岩10点、流紋岩10点、チャート10点、砂岩８点である。

　１・２はナイフ形石器である。いずれも製品として搬入されている。１は厚手の幅広の剥片を縦位に用

いて、左側縁は腹面から急角度の調整加工と側面から平坦な調整加工が施されている。右側縁下部は急角

度の調整加工が施されている。基部は素材の打面がわずかに残されている。２は厚手の横長剥片を横位に

用いて、左側縁（素材の打面側）は背腹両面から、右側縁下部は腹面から、急角度の調整加工が施されて

いる。

（６）第28ブロック（第2︲160･161図、第2︲49表、図版2︲4･25）

第2︲157図　第３文化層３ａユニット第27ブロック出土石器
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第2︲48表　第３文化層３ａユニット第27ブロック組成表
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第2︲158図　第３文化層３ａユニット第27ブロック器種別分布
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第2︲159図　第３文化層３ａユニット第27ブロック母岩別分布
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出土状況　調査区中央部の39Ｌ－87・95～97、40Ｌ－05・07グリッドに分布している。5.3ｍ×8.1ｍの範囲

から97点の石器が出土した。３ａユニットにおいては、中央部に位置し、南側に隣接して第29ブロックが

分布する。中央部・東部・南西部の３か所に集中地点がある。中央部の集中地点が大半を占めており、礫

片が主体を占めているが、集中部の南側に３・４の高原山甘湯沢群の黒曜石製の石器が出土している。東

部と南西部は散漫に分布しており、石器類で構成されている。南西部には、２の和田小深沢群の黒曜石製

の石器が出土している。各集中地点での礫片と石器類の割合が大きく異なっていることが特徴といえる。

この特徴は、第29ブロックにおいても同様の傾向が見られる。出土層位は、Ⅵ層からⅢ層にかけてで、Ⅴ

層～Ⅳ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、二次加工のある剥片３点、剥片４点、石核１点の石器類８点と礫３点、礫片86点

の礫・礫片89点で構成される。礫片の占める割合が高い。石器類の石材は、黒曜石４点、ガラス質黒色安

山岩２点、チャート２点である。礫・礫片の石材は、チャート56点、砂岩16点、流紋岩12点、安山岩５点

である。

　１～３は二次加工のある剥片である。１は小型の縦長剥片を縦位に用いて、左側縁に急角度の調整加工

が施されている。先端部は破損している。２は１と同様に、小形の縦長剥片を縦位に用いて、両側縁に急

角度の調整加工が施されている。器体の中央部から破損している。１・２はナイフ形石器の未成品（ある

いはナイフ形石器の破損品）の可能性がある。いずれも製品で搬入されている。良質の黒曜石が用いら

れ、２の推定産地は和田小深沢群である。３は厚手の横長剥片を素材として、上下両端と左右両端から粗

第2︲160図　第３文化層３ａユニット第28ブロック出土石器
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第2︲49表　第３文化層３ａユニット第28ブロック組成表
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第2︲161図　第３文化層３ａユニット第28ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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い調整加工が施されている。４は石核である。分割剥片を素材として、上面の分割面を打面として、幅

広の剥片が剥離されている。３・４は夾雑物が多く含まれた高原山甘湯沢群の黒曜石が用いられている。

３・４は同一母岩で、分割礫の形で本遺跡に持ち込み剥片剥離を行ったことが推察される。このように、

同じ黒曜石ではあるが、３・４の高原山甘湯沢群と２の和田小深沢群とでは、素材の用い方や搬入方法に

おいて、大きな違いが見られることが特徴といえよう。

（７）第29ブロック（第2︲162･163図、第2︲50表、図版2︲4･25）

出土状況　調査区中央部の40Ｌ－14～17・25・26・33グリッドに分布している。5.3ｍ×8.1ｍの範囲から

131点の石器が出土した。３ａユニットにおいては、中央部に位置し、北側に隣接して第28ブロックが分

布する。北東部・西部の２か所に集中地点がある。北東部の集中地点が大半を占めており、礫片が主体を

占める。西部は散漫に分布しており、１・２の石器で構成されている。各集中地点での礫片と石器類の割

合が大きく異なっていることが特徴といえる。この特徴は、第28ブロックにおいても同様の傾向が見られ

る。出土層位は、Ⅴ層からⅢ層にかけてで、Ⅴ層～Ⅳ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、楔形石器１点、二次加工のある剥片２点、剥片２点の石器類５点と礫３点、礫片

123点の礫・礫片126点で構成される。礫片の占める割合が、３ａユニットの中で最も高い。石器類の石材

は、チャート３点、黒曜石１点、玉髄１点である。礫・礫片の石材は、チャート76点、砂岩26点、流紋岩

14点、安山岩10点である。

　１は楔形石器である。縦長剥片を素材としている。左右両側面を折断した後に、上下両端と左右両端か

ら両極剥離が行われている。２・３は二次加工のある剥片である。２は厚手の剥片を素材としている。夾

雑物の多い蓼科冷山群の黒曜石が用いられている。上下両端に調整加工が見られることから、１と同様に

両極剥離によるものである可能性が高い。３は末端部に石核の底面を取り込んだ横長剥片を素材としてい

る。素材を横位に用いて、左側縁下部に細かい調整加工が施されている。左側縁上部には、微細剥離痕が

第2︲162図　第３文化層３ａユニット第29ブロック出土石器

0 5cm(2/3)

40L-14-1
楔形石器
玉髄3005
1.92g

40L-33-1
二次加工のある剥片
黒曜石3021
2.65g
[蓼科冷山群]

40L-15-20
二次加工のある剥片
チャート3017
0.84g

1 2
3

第2︲50表　第３文化層３ａユニット第29ブロック組成表



－　　－216

第２章　市野谷芋久保遺跡

第2︲163図　第３文化層３ａユニット第29ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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見られる。ナイフ形石器と分類することも可能である。

　１～３はいずれも、単独母岩で製品として持ち込まれている。第29ブロックにおいては、礫片が大半を

占める中で、少量の石器類が製品の形で持ち込まれていることが特徴といえる。

（８）３ｂユニット（第2︲164･165図、第2︲51表）

　３ｂユニットの石器群は、総計138点出土し、第30ブロックから第33ブロックの４か所の集中地点で構

成される。標高20.5ｍ～21.0ｍ（現地表面）にかけて分布しており、調査区南西部に位置し、北西に緩や

かに傾斜する台地の縁辺部に立地する。ブロック間接合は第31ブロックと第32ブロックとの接合資料が１

個体見られる。各ブロックにおいて礫・礫片が出土している。第30・31ブロックは近接して分布しており、

密集しているが、第32・33ブロックは比較的広い範囲に散漫に分布する（第2︲164･165図）。３ｂユニット

の器種石材組成は第2︲51表のとおりである。

（９）第30ブロック（第2︲166･167図、第2︲52表、図版2︲5･25）

出土状況　調査区南西部の40Ｆ－83～85グリッドに分布している。3.2ｍ×5.8ｍの範囲から31点の石器が

出土した。３ｂユニットにおいては、最も西側に位置し、南東側に隣接して第31ブロックが分布する。平

面的には、第２文化層第20ブロックと重複する範囲もあるが、約0.3ｍのレベル差で第30ブロックの方が

上位から出土している。第30ブロックと第20ブロックとの文化層・ブロックの分離識別については、レベ

ル差のほかに、石器の形態・母岩別分類・器種石材構成の違いなどによって分離した。西部・東部の２か

所に集中地点がある。西部は礫・礫片を伴い、二次加工のある剥片や石核が出土している。東部は剥片を

主体としている。出土層位は、Ⅶ層からⅢ層にかけてで、Ⅴ層～Ⅳ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、二次加工のある剥片２点、剥片13点、砕片２点、石核１点の石器類18点と礫４

点、礫片９点の礫・礫片13点で構成される。石器類の石材は、黒曜石15点、チャート３点である。礫・礫

片の石材は、流紋岩８点、砂岩４点、トロトロ石１点である。黒曜石は、すべて箱根畑宿群のものであっ

た。平面的に重複する範囲がある第２文化層第20ブロックの黒曜石は、和田小深沢群と和田鷹山群のもの

第2︲51表　第３文化層３ｂユニット器種石材組成表
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第2︲165図　第３文化層３ｂユニット石材別分布
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第 2-164 図　第３文化層３ｂユニット器種別分布

第 2-165 図　第３文化層３ｂユニット石材別分布

第2︲164図　第３文化層３ｂユニット器種別分布
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〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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第2︲166図　第３文化層３ｂユニット第30ブロック遺物分布
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で構成されており、用いられる黒曜石の産地においても大きな違いが見られた。

　１は二次加工のある剥片である。漆黒で夾雑物がない良質の箱根畑宿群の黒曜石が用いられている。幅

広の剥片を縦位に用いて、左下部に急角度の調整加工が行われた後に、右側縁が折れている。ナイフ形石

器の未成品の可能性が高い。２は石核である。分割礫の分割面を打面として、横長剥片を剥離している。

裏面に大きく自然面を残している。

（10）第31ブロック（第2︲168･169図、第2︲53表、図版2︲5･25）

出土状況　調査区南西部の40Ｆ－94・95、41Ｆ－04グリッドに分布している。3.2ｍ×3.3ｍの範囲から78

点の石器が出土した。３ｂユニットにおいては、西側に位置し、北西側に隣接して第30ブロックが分布す

る。平面的には、第２文化層第21ブロックと重複する範囲もあるが、約0.3ｍのレベル差で第31ブロック

の方が上位から出土している。第31ブロックと第21ブロックとの文化層・ブロックの分離識別について

は、レベル差のほかに、石器の形態・母岩別分類・器種石材構成の違いなどによって分離した。１か所の

みの集中地点であるが、中央部に礫・礫片、周辺部に石器類が分布する傾向が見られる。ブロック間接合

は、第32ブロックとの接合関係のみられるものが１資料（接合資料3009）出土している。出土層位は、Ⅵ

層からⅢ層にかけてで、Ⅴ層～Ⅳ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、二次加工のある剥片２点、剥片25点、砕片３点、石核１点の石器類31点と礫１

点、礫片46点の礫・礫片47点で構成される。石器類の石材は、黒曜石20点、ホルンフェルス９点、チャー

第2︲52表　第３文化層３ｂユニット第30ブロック組成表

第2︲53表　第３文化層３ｂユニット第31ブロック組成表

第2︲167図　第３文化層３ｂユニット第30ブロック出土石器
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0.70g

40F-83-10
石核
チャート3001
14.33g

1

2



－　　－221

第２章　市野谷芋久保遺跡 第２章　市野谷芋久保遺跡

第2︲168図　第３文化層３ｂユニット第31ブロック出土石器
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第2︲169図　第３文化層３ｂユニット第31ブロック遺物分布
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ト２点である。礫・礫片の石材は、砂岩22点、トロトロ石11点、流紋岩11点、チャート３点である。黒曜

石は、第30ブロックと同様に、すべて箱根畑宿群のものである。また、平面的に重複する範囲がある第２

文化層第21ブロックの黒曜石は、和田小深沢群と和田鷹山群のもので構成されており、用いられる黒曜石

の産地においても大きな違いが見られた。

　１は二次加工のある剥片である。厚手の剥片を素材として、左側縁に急角度の調整加工が行われた後

に、右側縁が破損している。ナイフ形石器の未成品の可能性がある。２は石核である。おそらく分割礫を

素材として、剥離面を打面にし、頻繁に打面転移を行ない、幅広の剥片を剥離している。第31ブロックと

第30ブロックから出土している黒曜石は、すべて同一母岩の黒曜石3007（箱根畑宿群）が用いられている。

黒曜石3007は、本遺跡において剥片剥離から石器製作が行われた痕跡が見られた。

　３（ａ～ｄ）と４（ａ＋ｂ）はホルンフェルス3001の接合資料である。ホルンフェルス3001は粒子の粗

い石材である。３（ａ～ｄ）は、打面幅の狭い横長剥片３（ａ～ｃ）が剥離されている。剥離時に、打

点直下の折れと節理面により３ａ・３ｂ・３ｃの三つに同時割れしている。その後、３ｄが剥離されている

が、３（ａ～ｃ）と同様に打点直下から折れている。４（ａ＋ｂ）は、不定形の剥片が接合した資料である。

（11）第32ブロック（第2︲170～172図、第2︲54表、図版2︲26）

出土状況　調査区南西部の41Ｆ－15・18・24・26・27・29・36・37・47グリッドに分布している。12.9ｍ

×17.8ｍの広い範囲から19点の石器が出土した。３ｂユニットにおいては、南部に位置する。北東部・南

西部の２か所に集中地点が見られる。北東部は石器類と礫片が出土しており、石器類の石材は黒曜石と珪

質頁岩で構成される。南西部は、礫片の出土点数が多く、わずかに剥片が出土している。ナイフ形石器な

第2︲170図　第３文化層３ｂユニット第32ブロック出土石器

0 5cm(2/3)

41G-29-4
二次加工のある剥片
黒曜石3009
[蓼科冷山群]
3.23g

41F-29-6
石核
珪質頁岩3001
22.23g

1

2

第2︲54表　第３文化層３ｂユニット第32ブロック組成表
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第2︲171図　第３文化層３ｂユニット第32ブロック器種別分布
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第2︲172図　第３文化層３ｂユニット第32ブロック母岩別分布
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どの製品は出土していない。

　第32ブロック南部と第31ブロック中央部から出土した礫片が接合している（接合資料3009）。３ｂユ

ニットにおいて唯一のブロック間接合である。この接合資料によって、第32ブロックの出土層位が明確で

はなかったが、第32ブロックを第３文化層に帰属するものと判断できた貴重な資料といえよう。

　広範囲からの出土でありセクション図に投影することができなかったが、上述の接合資料や発掘時の遺

物取り上げ層位の所見から、出土層位はⅤ層～Ⅳ層下部と推定される。

出土石器　器種組成は、二次加工のある剥片１点、剥片８点、砕片１点、石核１点の石器類11点と礫片８

点で構成される。石器類の石材は、黒曜石４点、嶺岡産珪質頁岩３点、チャート１点、ガラス質黒色安山

岩１点、珪質頁岩１点、玉髄１点である。礫片の石材は、流紋岩４点、チャート３点、砂岩１点である。

　１は二次加工のある剥片である。良質の蓼科冷山群の黒曜石が用いられている。幅広の剥片を横位に用

いて、左側縁に急角度の調整加工が施され、右側縁は折断した後に上部に細かい調整加工を施して鋭利な

先端を作り出している。下端部は折れている。ナイフ形石器の未成品の可能性がある。２は石核である。

打面を正面右側→右面上部→表面上部の順番に転移して横長剥片を剥離している。

（12）第33ブロック（第2︲173･174図、第2︲55表、図版2︲5･26）

出土状況　調査区南西部の41Ｇ－00・01・11グリッドに分布している。6.6ｍ×6.2ｍの範囲から10点の石

器が出土した。３ｂユニットにおいては、北東部に位置する。南西部に集中地点が見られ、北西部に南西

部の集中地点から離れて、ナイフ形石器が単独で出土している。南西部に隣接する第32ブロックでは、礫

0 5cm(2/3)

41G-00-1
ナイフ形石器
嶺岡産珪質頁岩3003
2.20g

41G-11-9
ナイフ形石器
チャート3004
3.17g

41G-11-6
二次加工のある剥片
チャート3004
6.17g

41G-11-5
石核
チャート3004
13.95g

41G-11-11
石核
チャート3004
11.31g

1
2

3

4

5

第2︲173図　第３文化層３ｂユニット第33ブロック出土石器
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第2︲174図　第３文化層３ｂユニット第33ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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片が出土していたが、本ブロックからは礫片が出土していない。石材はチャートを主体としている。セク

ション図に投影することができなかったが、発掘時の遺物取り上げ層位の所見から、出土層位はⅤ層～Ⅳ

層下部と推定される。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器２点、二次加工のある剥片２点、微細剥離痕のある剥片２点、剥片

２点、石核２点で構成される。石材組成は、チャート９点、嶺岡産珪質頁岩１点である。

　１・２はナイフ形石器である。１は良質の嶺岡産珪質頁岩3003が用いられており、製品で搬入されてい

る。縦長剥片を縦位に用いて、右側縁と左側縁下部に急角度の調整加工が施されている。右側縁上部に

は、背腹両面からの調整加工が入念に施されており、鋭利な先端が形成されている。２は幅広の剥片を斜

位に用いて、左側縁と右側縁下部に急角度の調整加工が施されている。基部にあたる背面には、平坦な調

整加工が施されている。切出形の形状に仕上げられている。右側縁上部には刃こぼれが見られる。３は二

次加工のある剥片である。幅広の剥片を素材として、右側縁下部に細かい調整加工が施されている。４・

５は石核である。４は分割剥片を素材として、分割面を打面として縦長剥片を剥離している。５は厚手の

剥片を素材として、上面の素材剥片の腹面を打面として横長剥片を剥離している。２～５は同一母岩の

チャート3004が用いられている。

（13）３ｃユニット（第2︲175･176図、第2︲56表）

　３ｃユニットの石器群は、総計278点出土し、第34ブロックから第38ブロックの５か所の集中地点で構

成される。標高16.0ｍ～19.5ｍ（現地表面）にかけて分布しており、調査区南東部に位置し、東に緩やか

第2︲55表　第３文化層３ｂユニット第33ブロック組成表

第2︲56表　第３文化層３ｃユニット器種石材組成表
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←上層確認調査トレンチ

第35ブロック

第34ブロック 第35ブロック

第36ブロック
第37ブロック

第38ブロック

ナイフ形石器

削器

掻器

二次加工のある剥片
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嶺岡産珪質頁岩 3017

黒曜石 3020
[ 高原山甘湯沢群 ]

砂岩 3002

ガラス質黒色安山岩 3011

玉髄 3004

流紋岩 3002

珪質頁岩 3006

珪質頁岩 3006

珪質頁岩 3006
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珪質頁岩 3030

ガラス質黒色安山岩 3013

ガラス質黒色安山岩 3012

玉髄 3004

砂岩 3001
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石核
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石核
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第2︲175図　第３文化層３ｃユニット器種別分布
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←上層確認調査トレンチ
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第2︲176図　第３文化層３ｃユニット石材別分布



－　　－231

第２章　市野谷芋久保遺跡 第２章　市野谷芋久保遺跡

に傾斜する台地の縁辺部に立地する。ブロック間接合資料は、第34ブロックと第35ブロックが１個体、第

34ブロックと第36ブロックが１個体、第37ブロックと第38ブロックが２個体の合計４個体見られる。この

うち、第34ブロックと第36ブロックとの接合資料は、48ｍ離れての接合であり、３ｃユニットのブロック

の拡がりを捉えるうえで貴重な接合資料となった（第2︲176図）。３ｃユニットの器種石材組成は第2︲56表

のとおりである。３つのユニットの中で、礫・礫片の占める割合が最も高い。

（14）第34ブロック（第2︲177･178図、第2︲57表、図版2︲5･26）

出土状況　調査区南東部の41Ｌ－07・17～19グリッドに分布している。東側に第35ブロックが近接して分

布する。３ｃユニットにおいては、北東部に位置する。ブロック間接合は、第35ブロックが１個体（接

3063）と第36ブロックが１個体（接3031）である。第36ブロックとのブロック間接合資料は、48ｍ離れて

の接合で、３ｃユニットのブロックの拡がりを捉えるうえで貴重な接合資料といえよう。5.9ｍ×7.1ｍの

範囲から76点の石器が出土した。北西部・南東部の２か所に集中地点が見られる。北西部の集中地点は密

集しており、南東部は散漫に分布する。礫・礫片を主体としており、それぞれの集中地点の北西側に石器

類が出土する傾向が見られる。出土層位は、Ⅴ層からⅢ層にかけてで、Ⅴ層～Ⅳ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、微細剥離痕のある剥片１点、剥片12点、石核２点の石器類15点と礫１点、礫片60

点の礫・礫片61点で構成される。礫片の占める割合が高く、石器類において製品が出土していないことが

特徴といえよう。石器類の石材は、ガラス質黒色安山岩12点、硬質頁岩２点、珪質頁岩１点である。礫・

礫片の石材は、流紋岩30点、砂岩13点、安山岩８点、トロトロ石５点、ホルンフェルス３点、ガラス質黒

色安山岩１点、玉髄１点である。

　１は分割礫を素材とした石核である。上面に幅広の剥片を２枚剥離した後に、この剥離面を打面として

縦長剥片を剥離している。２は剥片である。良質の硬質頁岩を用いている。表面はポジティブ面で構成さ

れており、鋭利な縁辺をもつ横長剥片である。３（ａ＋ｂ）は剥片と石核の接合資料である。分割礫を素

材として、上面の分割面を打面として、縦長剥片を剥離した後に、幅広の剥片３ａを剥離している。３ｂ

の石核は、右側面に大きく自然面を残している。

（15）第35ブロック（第2︲179･180図、第2︲58表、図版2︲5･26）

第2︲57表　第３文化層３ｃユニット第34ブロック組成表
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第2︲177図　第３文化層３ｃユニット第34ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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0 5cm(2/3)

41L-18-5
石核
ガラス質黒色安山岩3017
116.36g

41L-17-2
剥片
硬質頁岩3003
4.23g

41L-17-36
剥片
7.59g

41L-17-25
石核
110.93g

接合資料3062  
ガラス質黒色安山岩3016

b

b

b
b

b

b

a

a

a

a

1

2

3a

3b

3（a＋b）

第2︲178図　第３文化層３ｃユニット第34ブロック出土石器
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出土状況　調査区南東部の41Ｍ－02・10～12グリッドに分布している。西側に第34ブロックが近接して

分布する。３ｃユニットにおいては、北東部に位置する。ブロック間接合は、第34ブロックと１個体（接

3063）見られる。3.8ｍ×10.4ｍの範囲から６点の石器が出土した。散漫に分布しており、礫・礫片が主体

を占め、西部に二次加工のある剥片が１点出土している。セクション図に投影することができなかった。

近接する第34ブロックの出土層位や発掘時の遺物取り上げ層位の所見から、出土層位はⅤ層～Ⅳ層下部と

推定される。

出土石器　器種組成は、二次加工のある剥片１の石器類１点と礫１点、礫片４点の礫・礫片５点で構成さ

れる。石器類の石材は、嶺岡産珪質頁岩１点である。礫・礫片の石材は、流紋岩３点、チャート２点であ

る。１は二次加工のある剥片である。横長剥片を素材として、打面部側を腹面から粗い調整加工が施され

ている。

（16）第36ブロック（第2︲181～186図、第2︲59表、図版2︲26）

出土状況　調査区南東部の42Ｌ－01・10～12・20～22グリッドに分布している。南東部に近接して、第

37・38ブロックが分布する。３ｃユニットにおいては、南西部に位置する。ブロック間接合は、第34ブ

ロックと１個体（接3031）見られる。7.3ｍ×8.5ｍの範囲から92点の石器が出土した。北東部・南西部・

南東部の３か所の集中地点が見られる。北東部は、礫片を主体として散漫に分布する。南西部は石器類を

主体として、やや散漫に分布し、東側に石核が集中する傾向がある。南東部は、礫片を主体として小範囲

に密集する。出土層位は、Ⅴ層からⅢ層にかけて出土している。

出土石器　器種組成は、二次加工のある剥片２点、剥片38点、砕片１点、石核６点、敲石１点の石器類

48点と礫３点、礫片41点の礫・礫片44点で構成される。石器類の石材は、珪質頁岩21点、ガラス質黒色安

山岩11点、流紋岩７点、チャート５点、黒曜石１点、砂岩１点、ホルンフェルス１点、玉髄１点である。

礫・礫片の石材は、砂岩24点、流紋岩18点、チャート２点である。

　１は二次加工のある剥片である。高原山甘湯沢群の黒曜石が用いられている。縦長剥片を素材として、

打面部側と左側縁に急角度の調整加工が施されている。器体の中央部から折れている。ナイフ形石器の未

成品の可能性もある。

第2︲179図　第３文化層３ｃユニット第35ブロック出土石器

0 5cm(2/3)

41M-10-2
二次加工のある剥片
嶺岡産珪質頁岩3013
2.09g

1

第2︲58表　第３文化層３ｃユニット第35ブロック組成表
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第2︲180図　第３文化層３ｃユニット第35ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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(1/80)
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流紋岩3999

チャート3999
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1

1
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　２は敲石である。小型で円球状に近い円礫を素材として、主に平坦面にアバタ状の凹みが帯状に広がっ

ている。第38ブロックの３と類似した形状をもつ。通常の敲石は、突出部に敲打痕が見られるものが多い

が、本資料は異なっている。本資料と第38ブロックの３は、石器製作に関連する敲石とは異なる機能が想

定される。

　３・４は石核である。３は分割礫を素材として、打面転移を頻繁に繰り返して横長剥片を剥離してい

る。サイコロ状の形状を呈する。４は厚手の幅広の剥片を素材として、表面上部を打面として幅広の剥片

を剥離した後に、右面上部に小型の貝殻状の剥離が行われている。二次加工のある剥片と分類することも

可能である。

　５～７は接合資料である。５（ａ＋ｂ）は剥片と石核の接合資料である。分割礫を素材として右面上部

から横長剥片５ａを剥離している。５ｂの石核は、上面と下面を打面として横長剥片が剥離されている。

　６（ａ～ｄ）は、第34・36ブロック間の接合資料で、48ｍ離れての遠距離接合である。６ａが第34ブロッ

ク出土で、６ｂ～ｄが第36ブロック出土である。６ａは表面下部と裏面がポジティブ面で構成されている。

このことから、６ａは、６ｂ～ｄとは別の分割個体から剥離されたものと推測される。また、７（ａ～ｋ）

も同一母岩の珪質頁岩3006が用いられている。比較的大きな母岩である珪質頁岩3006は、数個体に分割さ

れており、少なくとも、６ａを含む個体、６（ｂ～ｄ）を含む個体、７（ａ～ｋ）を含む個体の３個体に

分割されている。６ａを含む個体は第34ブロックで消費され、６（ｂ～ｄ）を含む個体と７（ａ～ｋ）を

含む個体は第36ブロックで消費されたと推測される。このように、大きな母岩を遺跡に持ち込み、分割し

て、複数のブロックで消費していることが窺える貴重な接合資料といえよう。６ａは微細剥離痕のある剥

片である。６（ｂ～ｄ）とは風化面が異なり、やや赤みを帯びた色をしている。６ａとは別個体の６（ｂ

～ｄ）は、上面左側を打面として６ｂが剥離されているが、打面直下の強い加撃により器体が長軸方向に

折れている。さらに、その後、６ｃの石核を含む個体と６ｄの剥片を含む個体とに分割されている。６ｃ

は上面の分割面を打面として縦長剥片が剥離されている。このように、分割した個体をさらに分割して剥

片剥離が行われていることが窺われる。

　７（ａ～ｋ）は、６（ａ～ｄ）と同様に、さらに数個体に分割して剥片剥離が行われている。少なくと

も、７（ａ～ｇ）と７ｈと７（ｉ～ｋ）の３個体に分割されていることが観察できる。７（ａ～ｇ）は、

腹面上部を打面として、横長剥片７ａを剥離した後に、右側面を打面として７ｂと７ｃを剥離している。

第2︲59表　第３文化層３ｃユニット第36ブロック組成表
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第2︲181図　第３文化層３ｃユニット第36ブロック器種別分布
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第2︲182図　第３文化層３ｃユニット第36ブロック母岩別分布
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0 5cm(2/3)

42L-11-13
二次加工のある剥片
黒曜石3020
[高原山甘湯沢群]
7.16g

42L-20-1
敲石
砂岩3002
60.74g

42L-21-15
石核
ガラス質黒色安山岩3011
45.39g

42L-11-19
石核
玉髄3004
32.54g

1

2

3

4

第2︲183図　第３文化層３ｃユニット第36ブロック出土石器（1）
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第2︲184図　第３文化層３ｃユニット第36ブロック出土石器（2）
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0 5cm(2/3)
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第2︲185図　第３文化層３ｃユニット第36ブロック出土石器（3）
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第2︲186図　第３文化層３ｃユニット第36ブロック出土石器（4）
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さらに、７ｃの剥離面を打面として、７ｄ・７ｅ・７ｆ・７ｇが剥離されている。分割剥片である７ｈは剥

離が行われていない。７（ｉ～ｋ）は、左側面上部を打面として小型の剥片７ｉを剥離している。７（ｊ

＋ｋ）はさらに分割され、それぞれ石核として用いられ、小型の剥片が剥離されている。

（17）第37ブロック（第2︲187･188図、第2︲60表、図版2︲5･26）

出土状況　調査区南東部の42Ｌ－33・34・42・43・44・53グリッドに分布している。北西部に近接して第36ブロッ

ク、南西部に隣接して第38ブロックが分布する。３ｃユニットにおいては、南西部に位置する。ブロック

間接合は、隣接する第38ブロックと２個体（接3054・3057）見られる。6.1ｍ×3.8ｍの範囲から60点の石

器が出土した。北東部、中央部・南西部の３か所の集中地点が見られる。いずれも礫片を主体とする。北

東部と中央部はやや散漫に分布し、少量の石器類が分布している。南西部は密集しており、礫・礫片のみ

第2︲187図　第３文化層３ｃユニット第37ブロック出土石器

0 5cm(2/3)
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第2︲60表　第３文化層３ｃユニット第37ブロック組成表
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第2︲188図　第３文化層３ｃユニット第37ブロック遺物分布

〈器種別分布〉
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で構成されている。出土層位は、Ⅶ層からⅢ層にかけてで、Ⅴ層～Ⅳ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、剥片６点、石核３点の石器類９点と礫１点、礫片50点の礫・礫片51点で構成され

る。石器類の石材は、ガラス質黒色安山岩６点、ホルンフェルス２点、安山岩１点である。礫・礫片の石

材は、流紋岩20点、砂岩19点、チャート９点、トロトロ石３点である。

　１（ａ＋ｂ）は、剥片と石核の接合資料である。扁平な円礫を素材として、平坦な礫面を打面として、

小型の剥片である１ａが剥離されている。石核の１ｂは１ａを剥離後に幅広の剥片を剥離している。

（18）第38ブロック（第2︲189～194図、第2︲61表、図版2︲5･26･27）

出土状況　調査区南東部の42Ｌ－52・62・63グリッドに分布している。北東部に隣接して第37ブロックが

分布している。ブロック間接合は、第37ブロックと２個体（接3054・3057）見られる。5.8ｍ×4.1ｍの範

囲から44点の石器が出土した。北東部と南西部の２か所の集中地点が見られる。北東部は礫片を主体と

し、南西部は石器類を主体とする。どちらも小範囲に密集する。出土層位は、Ⅵ層からⅢ層にかけてで、

Ⅴ層～Ⅳ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器２点、二次加工のある剥片１点、微細剥離痕のある剥片１点、剥片

12点、石核４点、敲石１点の石器類21点と礫１点、礫片22点の礫・礫片23点で構成される。石器類の石材

は、ガラス質黒色安山岩10点、流紋岩７点、砂岩１点、ホルンフェルス２点、玉髄１点である。礫・礫片

の石材は、流紋岩22点、砂岩１点である。

　１・２はナイフ形石器である。１は横長剥片を素材として、右側縁と左側縁下部に急角度の調整加工が

施されている。先端部は折れている。２は縦長剥片を素材として、左側縁上半部と右側縁下部に急角度の

調整加工が施されている。素材の打面は残存している。

　３は敲石である。第36ブロックの２の敲石の形状に類似する。小型の卵状の円礫を素材として、平坦面

にアバタ状の凹みが帯状にひろがっている。通常の敲石は、突出部に敲打痕が見られるものが多いが、本

資料は異なっている。本資料と第36ブロックの２は、石器製作に関連する敲石とは異なる機能が想定され

る。

　４～８は接合資料である。４（ａ～ｃ）は、上面の平坦面を打面として、横長剥片４ａと４（ｂ＋ｃ）

を連続剥離している。４（ｂ＋ｃ）は４ｂと４ｃとに分割されている。４ｂは左側縁上部に調整加工が施

され二次加工のある剥片が製作されている。４ｃは石核として用いられており、４ａの剥離面を打面とし

て、分割面側に小型の剥片を数枚剥離している。

第2︲61表　第３文化層３ｃユニット第38ブロック組成表
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第2︲189図　第３文化層３ｃユニット第38ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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0 5cm(2/3)

42L-62-6
ナイフ形石器
ガラス質黒色安山岩3012
5.36g
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第2︲190図　第３文化層３ｃユニット第38ブロック出土石器（1）



－　　－248

第２章　市野谷芋久保遺跡

第2︲191図　第３文化層３ｃユニット第38ブロック出土石器（2）
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0 5cm(2/3)
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第2︲192図　第３文化層３ｃユニット第38ブロック出土石器（3）
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0 5cm(2/3)

42L-62-5
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42L-42-1A
石核
45.11g
(第37ブロック出土）
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(第37・38ブロック接合資料）
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第2︲193図　第３文化層３ｃユニット第38ブロック出土石器（4）
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第2︲194図　第３文化層３ｃユニット第38ブロック出土石器（5）
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　５（ａ～ｃ）は上面の平坦面を打面として、縦長剥片５（ａ＋ｂ）と５ｃを連続剥離した接合資料であ

る。５（ａ＋ｂ）は器体の中央部付近から折れている。５（ａ＋ｂ）が器体の中部付近からねじれた形状

をしていることから、５（ａ＋ｂ）を剥離した際に折れたものと思われる。

　６（ａ～ｄ）は厚手の楕円形の円礫を素材としている。上面中央部付近を打面として、数枚の縦長剥片

を剥離した後に、横長剥片６（ａ＋ｂ）を剥離している。６（ａ＋ｂ）は打面直下の縦折れにより、６ａ

と６ｂに分割されている。６（ｃ＋ｄ）は石核として用いられており、左側面上部を打面として、小型の

剥片が数枚剥離されている。６ｃは、小型の剥片を剥離した際に同時割れしたものと思われる。

　７（ａ～ｃ）は、打面転移を頻繁に繰り返して小型の剥片を剥離した接合資料である。打面の転移した

順番を示すと、①表面左上部付近→②左側面上部→③裏面上部→④表面右上部となる。打面転移４番目の

④表面右上部を打面とした剥離の際に、７ａと７ｂの剥片が剥離されている。７ｃの石核は、サイコロ状

の形状を呈する。

　８（ａ＋ｂ）は石核である。打面の転移した順番を示すと、①上面左上部→②上面左下部→③右側面上

部→④表面上部となる。７（ａ～ｃ）と同様に、打面転移が頻繁に行われたことが窺える資料である。８

ａは腹面中央付近に加撃痕が見られる。おそらく、８（ａ＋ｂ）の状態で、打面転移３番目の③右側面上

部から加撃をした際に、８ａの付近まで及んだがこの時点では剥離されず、次の打面転移４番目の④表面

上部から幅広の剥片が剥離された際に、同時割れした資料であると思われる。

（19）第39ブロック（第2︲195･196図、第2︲62表、図版2︲27）

出土状況　第39ブロック～第42ブロックは、隣接するブロックが見られず、ブロック間接合が見られな

かった。複数ブロックで構成されるユニットを設定しなかった。調査区中央北の38Ｋ－75グリッドに分

第2︲195図　第３文化層第39ブロック遺物分布

〈母岩別分布〉〈器種別分布〉
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第2︲62表　第３文化層第39ブロック組成表
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第2︲196図　第３文化層第39ブロック出土石器
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布している。0.7ｍ×0.8ｍの範囲から６点の石器が出土した。小範囲に集中して出土しており、石器類は

チャートで構成されており、出土点数の半数以上の４点が接合する。出土層位は、Ⅶ層からⅢ層にかけて

で、Ⅴ層～Ⅳ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、剥片４点、石核１点の石器類５点と礫片１点で構成される。石器類の石材は、

チャート５点で、礫片の石材は砂岩１点である。

　１（ａ～ｄ）は節理面に沿って剥離した厚手の剥片を素材としている。左側面上部を打面として、１

ａと１ｂの剥片を剥離している。次に、打面を上面中央下部に転移して、小型の剥片１ｃを剥離している。

石核１ｄは、その後に剥片は剥離されていない。

（20）第40ブロック（第2︲197･198図、第2︲63表、図版2︲27）

出土状況　調査区南西部の42Ｈ－35・45グリッドに分布している。２点のみの出土である。出土層位は、

Ⅲ層下部であるが、ナイフ形石器の形状や石材などから、第３文化層に帰属すると判断した。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器１点、微細剥離痕のある剥片１点である。石材組成は、黒曜石１

点、玉髄１点である。

　１はナイフ形石器である。良質の玉髄が用いられている。縦長剥片を素材として、左側縁と右側縁中部

に急角度の調整加工が施されている。裏面の基部付近は、打瘤を除去するような平坦な調整加工が施され

ている。２は微細剥離痕のある剥片である。末端が厚手の縦長剥片を素材として、末端部の縁辺に微細剥

離痕が見られる。

（21）第41ブロック（第2︲199～203図、第2︲64表、図版2︲5･27）

出土状況　調査区南部の42Ｊ－22・25・32～34・43・44・53・54グリッドに分布している。11.6ｍ×11.8ｍ

の範囲から86点の石器が出土した。北西部・南部・北東部の３か所の集中地点が見られる。南部は最も出

土点数が多く密集し、礫片が南端部付近に少量出土している。北西部は小範囲に分布し、北端部に少量の

礫片が少量出土している。北東部は石器類が散漫に分布している。出土層位は、Ⅵ層からⅢ層にかけて

で、Ⅴ層～Ⅳ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器１点、削器１点、掻器２点、二次加工のある剥片７点、剥片58点、

砕片３点、石核４点の石器類76点と礫片10点で構成される。石器類の石材は、ガラス質黒色安山岩45点、

嶺岡産珪質頁岩24点、硬質頁岩２点、トロトロ石１点、流紋岩１点、黒曜石１点、ホルンフェルス１点、

0 5cm(2/3)

42H-45-2
ナイフ形石器
玉髄3003
2.07g

42H-35-1
微細剥離痕のある剥片
黒曜石3017
2.70g

1 2

第2︲197図　第３文化層第40ブロック出土石器

第2︲63表　第３文化層第40ブロック組成表
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第2︲198図　第３文化層第40ブロック遺物分布
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チャート１点である。礫片の石材は、砂岩６点、流紋岩４点である。

　１はナイフ形石器である。縦長剥片を素材として、右側縁と左側縁下部に急角度の調整加工が施されて

いる。平面形状は切出形を呈する。裏面右上部には平坦な調整加工が施されている。この平坦な調整加工

は、裏面右上部の鋭利な縁辺を保持するために再生加工をしたものと推定される。素材の縁辺が残されて

いないが、ナイフ形石器と分類した。

　２～４いずれも嶺岡産珪質頁岩が用いられている。２は削器である。厚手の縦長剥片を素材として、右

側縁と下端部右側には、背面から腹面方向に平坦な調整加工が施されている。３・４は掻器である。３は

厚手の幅広の剥片を素材として、器体右側半分に階段状の調整加工が施した後に、下端部に急角度の調整

加工が施されている。４は厚手の幅広の剥片を素材として、右側縁下部・下端部・左側縁下部にかけて弧

状に急角度の調整加工が施されている。腹面右下部には平坦な調整加工が施されている。

　５～７は二次加工のある剥片である。５・７は縦長剥片を素材として、器体の中央部付近から切断し

て、素材の末端部に調整加工が施されている。６は横長剥片を素材として、打面部を除去するような粗い

調整加工が施されている。

　８～10は石核である。いずれも分割礫を素材としている。８は右側縁から小型の剥片を剥離した後に、

上面右側に打面を転移して小型の剥片を剥離している。９・10は上面の分割面を打面として、小型の剥片

を剥離している。

　11～14は接合資料である。11（ａ～ｃ）は縦長剥片を連続して剥離したことを示す接合資料である。11

ａは点状の打面から剥離されている。11ｂは器体の下半部が残存している。11ｃは線状の打面から剥離さ

れている。３点とも形状の整ったものではない。12（ａ＋ｂ）は、厚手の縦長剥片を素材として、右側縁

に急角度の粗い調整加工を施した後に、器体上部の稜上部から、器体の厚みを除去するするような調整加

工が施され、調整剥片12ａが剥離されている。左側面上部に抉状の調整加工を施した後に、器体上部の稜

第2︲64表　第３文化層第41ブロック組成表
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第2︲199図　第３文化層第41ブロック器種別分布
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第2︲200図　第３文化層第41ブロック母岩別分布
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0 5cm(2/3)
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第2︲201図　第３文化層第41ブロック出土石器（1）
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第2︲202図　第３文化層第41ブロック出土石器（2）
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0 5cm(2/3)
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第2︲203図　第３文化層第41ブロック出土石器（3）
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上部に細かい調整加工が施されている。角錐状石器の未成品である可能性が高い。13（ａ＋ｂ）は、剥片

と石核の接合資料である。右側縁下部付近を打面として小型の横長剥片13ａが剥離されている。13ａは全

体的に赤みを帯びていることから、火熱を受けた資料と思われる。石核である13ｂは、裏面右下部を打面

として幅広の剥片を剥離した後に、裏面左上部に打面を転移して幅広の剥片を剥離している。さらに、裏

面右下部に急角度の調整加工が施されている。この加工は２～４の掻器の調整加工と類似していることか

ら、掻器と分類することも可能である。14（ａ～ｃ）は、礫面を打面として、横長剥片14（ａ＋ｂ）と14

ｃが剥離されている。14（ａ＋ｂ）は、剥離時の衝撃により、縦方向に剥離時に同時割れして14ａと14ｂ

に分割している。14ｃは右側縁上部に粗い調整加工が施され、先端部が尖った形状をしている。

（22）第42ブロック（第2︲204･205図、第2︲65表、図版2︲5･27）

出土状況　調査区南東部の40Ｎ－24・25・34・35グリッドに分布している。4.0ｍ×3.2ｍの範囲から41点

の石器が出土した。北部・南部の２か所の集中地点が見られる。北部は礫片を主体とし、南部は石器類を

主体とする。出土層位は、Ⅵ層からⅢ層にかけてで、Ⅴ層～Ⅳ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、二次加工のある剥片３点、剥片25点、砕片１点、石核１点の石器類30点と礫片11

0 5cm(2/3)
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b
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b

b

a

a
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a
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2a 2b

1

3

第2︲65表　第３文化層第42ブロック組成表

第2︲204図　第３文化層第42ブロック出土石器
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第2︲205図　第３文化層第42ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉
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点で構成される。石器類の石材は、ガラス質黒色安山岩28点、黒曜石１点、トロトロ石１点である。礫片

の石材は、流紋岩11点である。

　１・２は二次加工のある剥片である。１は背面が大きな剥離面で覆われた横長剥片を素材としている。

上下両端から両極剥離が行われ、数条の樋状剥離面が見られる。楔形石器と分類することもできる。２は

幅広の剥片を素材として、左側縁上部に鋸歯状の粗い調整加工が施されている。ナイフ形石器の未成品の

可能性がある。

　３は石核である。厚手の剥片を素材として、右下部の自然面を打面として横長剥片を剥離した後に、上

面の素材の腹面を打面にして幅広の剥片を剥離している。

（23）第３文化層単独出土石器（第2︲206･207図、第2︲66表、図版2︲28）

出土状況　ブロックとして区分けすることができなかった石器のうち、第３文化層に帰属すると思われる

ものを第３文化層単独出土石器として扱うこととした。１～３は調査区南部の43Ｋグリッド、４は調査区

第2︲206図　第３文化層単独出土石器遺物分布
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第2︲66表　第３文化層単独出土石器組成表
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北東部の38Ｐグリッド、５は調査区中央部の41Ｌグリッドから出土している。

出土石器　器種組成は、角錐状石器１点、微細剥離痕のある剥片２点、剥片10点の石器類13点と礫片３点

で構成される。石器類の石材は、ガラス質黒色安山岩６点、黒曜石５点、嶺岡産珪質頁岩１点、玉髄１点

である。礫片の石材は、砂岩２点、流紋岩１点である。

　１は角錐状石器である。厚手の小型の横長剥片を素材として、左側縁は切断により成形し、右側縁下半

部は急角度の調整加工が施されている。２・３は縦長剥片を素材として、側縁部に微細剥離が見られる。

４は背面に大きく自然面を残した横長剥片である。５は厚みのある縦長剥片である。５は３ｃユニットの

範囲内から出土していることから、３ｃユニットに帰属する石器である可能性が高い。

５．第４文化層

（１）概要（第2︲208～210図、第2︲67･68表）

　第４文化層の石器群は、総計53点出土し、第43ブロックから第45ブロックの３か所のブロックで構成

される。Ⅳ層上部に生活面をもつ石器群と推定される。調査区南西部の41Ｇ・41Ｈグリッドから近接して

出土しているが、ブロック間接合は見られなかった（第2︲208～210図）。第４文化層の器種石材組成とブ

ロック別組成は第2︲67表と第2︲68表のとおりである。ブロック別にみると、第43ブロック７点、第44ブ

ロック25点、第45ブロック16点で、第44ブロックの占める割合が高い。

（２）第43ブロック（第2︲211･212図、第2︲69表、図版2︲5･28）

出土状況　調査区南西部の41Ｈ－40グリッドに分布している。0.4ｍ×0.3ｍの範囲から７点出土した。北

東部に石器類、南西部に礫片が分布している。セクション図に投影することができなかった。近接する第

第2︲207図　第３文化層単独出土石器
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第2︲67表　第４文化層器種石材組成表

第2︲208図　第４文化層遺物分布及びブロック配置
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21.0

接4016

接4017

接4018 7(a ～ c)

4(a ～ c)

黒曜石 4011

ガラス質黒色安山岩 4001

ガラス質黒色安山岩

トロトロ石

黒曜石

砂岩

珪質頁岩

嶺岡産珪質頁岩

硬質頁岩

チャート

玉髄

※赤いマークは礫・礫片

頁岩

第43ブロック

第44ブロック

第45ブロック

00 100m20m(1/2,000)(1/300)
42G 42H

第33ブロック
第43ブロック

第44ブロック

第45ブロック

00 100m20m(1/2,000)(1/300)

21.0

42G 42H

ナイフ形石器

二次加工のある剥片

微細剥離痕のある剥片

剥片

砕片

石核

礫片

削器

彫器

1

単独

1

2

1

2

3

単独

単独

4

3

7ｂ

7c

4a

4c
珪質頁岩 4008

珪質頁岩 4004

珪質頁岩 4009

黒曜石 4013

黒曜石 4015

黒曜石 4014

嶺岡産珪質頁岩 4003

珪質頁岩 4001

黒曜石 4012

珪質頁岩 4010

珪質頁岩 4002

黒曜石 4011

黒曜石 4011

ガラス質黒色安山岩 4001

ガラス質黒色安山岩 4001

ナイフ形石器

ナイフ形石器

ナイフ形石器

ナイフ形石器

ナイフ形石器

ナイフ形石器

彫器

削器

二次加工のある剥片

微細剥離痕のある剥片

石核

二次加工のある剥片

微細剥離痕のある剥片

二次加工のある剥片

石核

2

ナイフ形石器

単独

第 2-209 図　第４文化層器種別分布第2︲209図　第４文化層器種別分布

第2︲210図　第４文化層石材別分布
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第2︲211図　第４文化層第43ブロック遺物分布

〈器種別分布〉 〈母岩別分布〉

ナイフ形石器

剥片

礫片

黒曜石4015

砂岩4999

チャート4999

玉髄4002
20.0m

19.5m

19.0m

20.0m

19.5m

19.0m

41H-40 41H-41 41H-40 41H-41

接4016

0 4 m(1/80)

1

1 1

第2︲69表　第４文化層第43ブロック組成表

第2︲68表　第４文化層ブロック別組成表
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45ブロックの出土層位や発掘時の遺物取り上げ層位

の所見から、出土層位はⅣ層上部と推定される。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器１点、剥片２

点の石器類３点と礫片４点で構成される。石器類の

石材は、玉髄２点、黒曜石１点である。礫片の石材

は、チャート３点、砂岩１点である。

　１はナイフ形石器である。横長剥片を素材とし

て、素材を斜位に用いて左側縁と右側縁下半部に調

整加工が施されている。素材の縁辺は右側縁上部に

残されている。左側縁上部の先端部からの剥離面

は、使用による衝撃剥離痕である可能性が高い。

（３）第44ブロック（第2︲213･214図、第2︲70表、図版2︲28）

出土状況　調査区南西部の41Ｇ－47・57・58・66～68グリッドに分布している。6.8ｍ×6.6ｍの範囲から

25点出土した。南側に近接して第45ブロックが分布する。セクション図に投影することができなかった。

近接する第45ブロックの出土層位や発掘時の遺物取り上げ層位の所見から、出土層位はⅣ層上部と推定さ

れる。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器２点、彫器１点、二次加工のある剥片１点、微細剥離痕のある剥片

２点、剥片13点、砕片３点、石核２点、礫片１点である。石材組成は、黒曜石12点、珪質頁岩７点、嶺岡

産珪質頁岩２点、玉髄２点、トロトロ石１点、チャート１点である。

　１・２はナイフ形石器である。１は縦長剥片を素材として左側縁と右側縁の下部・上部に調整加工が施

されている。素材の縁辺は右側縁の中間部に残されている。素材の打面側をナイフ形石器の先端として用

いている。素材となる縦長剥片は、背面側にも同一方向の剥離によって縦長剥片が連続して剥離されてい

ることから、石刃として捉えることができる。本ブロックにおいて、このほかに石刃または石刃素材石器

と捉えれらるものは、３～５・７ｂ・７ｃであり、石刃技法を基盤とした石器群であると捉えることがで

第2︲212図　第４文化層第43ブロック出土石器

0 5cm(2/3)

41H-40-2
ナイフ形石器
黒曜石4015
7.25g

1

第2︲70表　第４文化層第44ブロック組成表
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第2︲213図　第４文化層第44ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉

41G-5741G-56 41G-58

41G-6741G-66 41G-68

ナイフ形石器

彫器

二次加工のある剥片

微細剥離痕のある剥片

剥片

砕片

石核

礫片

41G-5741G-56 41G-58

41G-6741G-66 41G-68

トロトロ石4005

黒曜石4011

黒曜石4012

黒曜石4014

黒曜石4015

黒曜石4016

珪質頁岩4005

珪質頁岩4008

珪質頁岩4010

珪質頁岩4012

珪質頁岩4013

嶺岡産珪質頁岩4003

チャート4999

玉髄4002

玉髄4007

20.0m

19.5m

19.0m

20.0m

19.5m

19.0m

接4018　7（a～c）

接4018

0 4 m(1/80)

7b

1

3

4

6

5

2
7c

7a

7b

3

4

6

2
5

7c

1

7a

7b

3

4

6

2
5

1

7a

7c
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0 5cm(2/3)

41G-67-11
ナイフ形石器
珪質頁岩4008
0.78g

41G-67-5
ナイフ形石器
黒曜石4014
3.25g

41G-58-1
彫器
嶺岡産珪質頁岩4003
3.32g

41G-67-16
剥片
黒曜石4016
0.93g

41G-67-7
微細剥離痕のある剥片
珪質頁岩4010
13.97g

41G-67-10
剥片
トロトロ石4005
25.08g

41G-67-2
剥片
0.13g

41G-57-1
二次加工のある剥片
9.04g

41G-67-15
微細剥離痕のある剥片
15.62g

接合資料4018
黒曜石4011

b

b

b

b

b

a

a

a

c

c

c
c

c

1 2

3

5

4

6

7a

7b

7c

7（a～c）

第2︲214図　第４文化層第44ブロック出土石器
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きる。２は横長剥片を素材として、素材を斜位に用いて、左側縁と右側縁下部に急角度の調整加工が施さ

れている。

　３は彫器である。石刃を素材として、石刃の末端部側に調整加工を順次施している。左側縁に抉り状の

調整加工を施し、この剥離面を打面として、右方向に樋状剥離を２回行って彫刀面を作り出している。樋

状剥離を行った後に、彫刀面の頭部には、樋状剥離のネガティブバルブを除去するような細かい調整加工

が施されている。また、彫刀面の末端部にあたる右側面には微細な調整加工が行われている。素材の中間

部付近に彫刀面が作出されていることから、素材の末端部から中間部にかけて、これらの彫刀面作出作業

が繰り返し行われたことが推察される。典型的な「上ケ屋型彫器」と捉えられる。本ブロックは、石刃技

法を基盤とする石器群と捉えることができ、いわゆる「砂川期」の石器群に対比される。

　４は微細剥離痕のある剥片である。比較的大きな石刃を素材として、側縁部に微細剥離痕が見られる。

　５・６は剥片である。５は稜付き石刃と捉えることができる。右側縁には石核の稜上調整を行ったと思

われる剥離が見られ、稜を取りこみながら石刃が剥離された資料と考えられる。６は頭部調整と打面調整

が顕著に行われて剥離された横長剥片である。トロトロ石4005が単体で持ち込まれている。末端部は鋭利

な縁辺部が形成されている。４と同じような用いられ方をしたことが推察される。

　７（ａ～ｃ）は石刃を連続的に剥離したことを示す接合資料である。上部の平坦面を打面として固定

し、頭部調整を頻繁に行いながら石刃を剥離している。上面中央部を打面として、小型の細長い石刃が剥

離されており、７ａは頭部付近が欠落し、末端部が残存している。７ｂは右側縁上部に調整加工が施され

ている。７ｃは左側縁中部に微細剥離痕が見られる。

（４）第45ブロック（第2︲215･216図、第2︲71表、図版2︲28）

出土状況　調査区南西部の41Ｇ－76・77・87グリッドに分布している。5.8ｍ×5.6ｍの範囲から16点の石

器が出土した。北側に近接して第44ブロックが分布する。北西部に集中地点が見られ、南東部に単独でナ

イフ形石器が出土している。出土層位は、Ⅵ層からⅢ層にかけてで、Ⅳ層上部に集中する。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器２点、二次加工のある剥片１点、剥片11点、石核２点である。石材

組成は、珪質頁岩８点、ガラス質黒色安山岩４点、嶺岡産珪質頁岩２点、黒曜石１点、頁岩１点である。

　１・２はナイフ形石器である。どちらも石刃を素材としている。第44ブロックと同様に石刃技法を基盤

とした石器群であると捉えることができる。１は左側縁下部に調整加工が施され、先端部が破損してい

る。素材の打面は残存している。２は右側縁下部に急角度の調整加工が施されている。先端部は破損して

いる。３は石核である。分割礫を素材としている。上面を打面として固定し、打面調整を行いながら石刃

を剥離している。下端部には石核調整剥離が行われている。

第2︲71表　第４文化層第45ブロック組成表
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第2︲215図　第４文化層第45ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉

41G-76 41G-77

41G-87

41G-76 41G-77

41G-8741G-86

ナイフ形石器

二次加工のある剥片

剥片

石核

21.0m

SPA

SPA

20.5m

20.0m

ⅠⅠ
ⅡⅡ
ⅢⅢ

ⅣⅣⅤⅤ
ⅥⅥ

21.0m

SPA′

SPA′

20.5m

20.0m

ⅠⅠ
ⅡⅡ

ⅢⅢ
ⅣⅣ
ⅤⅤ
ⅥⅥ

接4017　4 (a～c)

接4017

ガラス質黒色安山岩4001

黒曜石4013

砂岩4999

頁岩4001

珪質頁岩4002

珪質頁岩4003

珪質頁岩4009

珪質頁岩4011

嶺岡産珪質頁岩4004

硬質頁岩4001

0 4 m(1/80)

1

4b

4c

4a 2

3

4b

4c

4a

3

2

1

4b

4c

4a

3

2

1
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0 5cm(2/3)

40G-77-2
ナイフ形石器
珪質頁岩4009
0.93g

41G-76-9
石核
珪質頁岩4002
19.05g

41G-76-8
二次加工のある剥片
31.87g

41G-77-4
剥片
6.12g

41G-76-6
石核
35.86g

41G-87-1
ナイフ形石器
黒曜石4013
2.47g

接合資料4017
ガラス質黒色安山岩4001

b
a c

a
b

c

b

a

c

cb
a

a
b

c

c

b

a

4（a～c）

1

3

4a

4b

4c

2

第2︲216図　第４文化層第45ブロック出土石器
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　４（ａ～ｃ）は右上部を打面として、数枚の縦長剥片を剥離した後に、幅広剥片４ａと縦長剥片４ｂを

剥離している。石核４ｃは、上面の４ａと４ｂが剥離された剥離面を打面として、石刃が数枚剥離されてい

る。

（５）第４文化層単独出土（第2︲217図、第2︲72表、図版2︲28）

出土状況　ブロックとして区分けすることができなかった石器のうち、第４文化層に帰属すると思われ

るものを第４文化層単独出土石器として扱うこととした。第43ブロックから第45ブロックの周辺の41Ｇグ

リッドから５点出土している。

出土石器　器種組成は、ナイフ形石器１点、削器１点、二次加工のある剥片１点、剥片１点、礫片１点で

ある。石材組成は、珪質頁岩２点、硬質頁岩１点、黒曜石１点、砂岩１点である。

　１はナイフ形石器である。第44ブロックの西側から出土している。石刃を素材として、右側縁に調整加

工が施されている。基部は破損している。２は削器である。第45ブロックの北東側から出土している。良

質の硬質頁岩が用いられている。左側縁は急角度の階段状の調整加工、右側面は細かい調整加工が施され

ている。３は二次加工のある剥片である。第45ブロックの北西部から出土している。良質の黒曜石を用い

ている。石刃を素材として素材末端部に調整加工が施されている。頭部は破損している。

第2︲72表　第４文化層単独出土石器組成表

第2︲217図　第４文化層単独出土石器

0 5cm(2/3)

41G-45-2
ナイフ形石器
珪質頁岩4004
1.17g

41G-63-3
二次加工のある剥片
黒曜石4012
6.92g

41G-79-2A
削器
硬質頁岩4001
22.24g

1

3

2
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６．第５文化層

（１）概要（第2︲218図）

　第５文化層の石器群は、総計92点出土し、第46ブロックと単独出土１点で構成される。Ⅳ層上部～Ⅲ層

下部に生活面をもつ石器群と推定される。第４文化層よりも、出土層位はわずかに上位から出土している

と思われる。だだし、明確な層位差は認められないことから、第４文化層と第５文化層は同一段階の石器

群の可能性がある。

（２）第46ブロック（第2︲219･220図、第2︲73表、図版2︲28）

出土状況　調査区北西部の37Ｈ－18・19グリッドに分布している。4.6ｍ×3.6ｍの範囲から91点の石器が

出土した。調査区外の北東に遺物の拡がりがあるものと思われる。西部と東部の２か所の集中地点が見ら

れ、西部は石器類を主体とし、東部は礫・礫片を主体としている。出土層位は、Ⅳ層からⅢ層にかけて

で、Ⅳ層上部～Ⅲ層下部に集中する。

出土石器　器種組成は、掻器１点、微細剥離痕のある剥片10点、削片４点、剥片38点、砕片２点の石器

類55点と礫片36点で構成される。石器類の石材は、黒曜石33点、硬質頁岩10点、黒色頁岩６点、チャー

ト３点、緑泥片岩２点、頁岩１点である。黒曜石は分析したものすべてが諏訪星ヶ台群のものであった。

肉眼観察ではあるが、おそらく未測定のものも諏訪星ヶ台群のものである可能性が高い。礫片の石材は、

チャート29点、砂岩６点、流紋岩１点である。

第2︲73表　第５文化層第46ブロック組成表
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第2︲219図　第５文化層第46ブロック遺物分布

〈器種別分布〉

〈母岩別分布〉

37H-18 37H-19

37H-28 37H-29

37H-18 37H-19

37H-28 37H-29

掻器

微細剥離痕のある剥片

削片

剥片

砕片

礫片

流紋岩5999

黒曜石5001

黒曜石5002

黒曜石5003［諏訪星ヶ台群］

黒曜石5004

黒曜石5006［諏訪星ヶ台群］

黒曜石5007［諏訪星ヶ台群］

黒曜石5008［諏訪星ヶ台群］

砂岩5999

頁岩5001

硬質頁岩5001

硬質頁岩5002

硬質頁岩5003

黒色頁岩5001

黒色頁岩5002

黒色頁岩5003

黒色頁岩5004

黒色頁岩5005

黒色頁岩5006

緑泥片岩5999

チャート5800

チャート5999

21.0m

SPA

SPA′

SPA

SPA′

20.5m

20.0m

21.0m

20.5m

20.0m

ⅠⅠ

ⅠⅠ

ⅢⅢ

ⅢⅢ

ⅣⅣ

ⅣⅣ

接5001

接5004

接5002

接5003

0 4 m(1/80)

10

4

5

11

8

7

12

9

6

3

2

1

10

4
2

1 6

9

7

3

12

8

11

5

10
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0 5cm(2/3)

37H-19-16
掻器
黒曜石5007
[諏訪星ヶ台群]
1.21g

37H-18-31
削片
黒曜石5003
[諏訪星ヶ台群]
0.87g

37H-19-28
削片
黒曜石5003
[諏訪星ヶ台群]
0.96g

37H-18-36
削片
黒曜石5006
[諏訪星ヶ台群]
1.21g

37H-18-34
削片
硬質頁岩5001
0.48g

37H-19-45
微細剥離痕のある剥片
黒曜石5004
1.73g

37H-19-8
微細剥離痕のある剥片
硬質頁岩5001
3.72g

37H-18-2
微細剥離痕のある剥片
硬質頁岩5002
3.79g

37H-19-11
微細剥離痕のある剥片
黒曜石5008
[諏訪星ヶ台群]
3.47g

37H-18-47
微細剥離痕のある剥片
黒曜石5001
1.64g

37H-18-21
微細剥離痕のある剥片
黒曜石5003
[諏訪星ヶ台群]
0.82g

37H-18-18
剥片
黒色頁岩5001
5.17g

1
2 3

4 5
6

7

8
9

10 11
12

第2︲220図　第５文化層第46ブロック出土石器
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　１は掻器である。良質の諏訪星ヶ台群の黒曜石が用いられている。下端部には急角度の調整加工、その

ほかの部位はほぼ全面に平坦剥離が施されている。

　２～５は削片である。削片は出土しているが、彫器は出土していない。削片の形状から判断して、素材

石器は、おそらく第５文化層単独出土石器の尖頭器のような形状をしていたと思われる。いずれも、素材

石器の先端から左方向に樋状剥離を行って作出された削片であると思われる。２～４が黒曜石、５が硬質

頁岩である。

　２は、左側縁から平坦剥離が行われた素材石器の先端から、左方向に樋状剥離を行うことにより作出さ

れている。裏面右上部にわずかに素材石器の主要剥離面が取りこまれている。３は以前に樋状剥離を行っ

た痕跡が表面左側に残されている。この樋状剥離を行った後に、素材石器の左側縁に急角度の調整加工を

連続的に施した後に、再度樋状剥離を行なった結果、３の削片が作出されている。４は両面に平坦剥離が

行われた素材石器の先端部から、左方向に樋状剥離を行うことにより作出されている。削片を作出した後

に、末端部に細かい調整加工が施されている。削片を目的的剥片として作出して、わずかに加工して製品

として使用した可能性が高い。５は左側面から平坦剥離が行われた素材石器の先端から、樋状剥離が行わ

れることにより作出されている。裏面右半部には素材石器の主要剥離面が取りこまれている。

　６～11は微細剥離痕のある剥片である。６は稜付き石刃を素材として、頭部付近の折れ面に微細剥離痕

が見られる。７～10は石刃と分類することが可能である。頭部調整が顕著に行われ、線状の打面から作出

されている。11は打面部付近の折れ面に微細剥離痕が見られる。６・11の特徴から、打面付近を意図的に

折り取り、使用した可能性がある。

　12は剥片である。石刃と分類することができる。打面と末端部が折れている。６・11と同様に意図的な

折り取りの可能性が高い。

　本ブロックの剥片剥離技術は、以下のとおりにまとめることができる。６～12はすべて石刃と分類する

ことができる。また、２～５の削片についても、線状の打面から作出され、７～10・12と同じ剥離技術に

よるものと捉えることができた。削片は石刃と同じ形状を呈する。これらの石刃や削片の特徴から、本ブ

ロックは石刃技法を基盤とする石器群であると捉えることができる。

（３）第５文化層単独出土（第2︲221図、第2︲74表、図版2︲28）

出土状況　ブロックとして区分けすることができなかった石器のうち、第５文化層に帰属すると思われる

ものを第５文化層単独出土石器として扱うこととした。第46ブロックから約97ｍ離れた36Ｐ－61グリッド

から単独で尖頭器が出土している。

第2︲74表　第５文化層単出土石器組成表
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出土石器　１は尖頭器である。良質の珪質頁岩が

用いられている。縦長剥片（あるいは石刃）を素

材としている。全周に平坦の調整加工が施されて

いる。素材面が残っている部位は、表面の中央部

のやや下部付近と裏面左半部である。第46ブロッ

クで出土した削片は、この尖頭器のような素材石

器の先端部から、樋状剥離を行って作出されたも

のと思われる。

７．単独出土石器（第2︲222図、第2︲75表、図版2-28）

　旧石器時代の石器で、いずれの文化層に帰属するか明確でなく、単独で出土したものを単独出土石器と

して扱うこととした。

　微細剥離痕のある剥片２点、石刃３点、剥片３点、石核１点の総計９点出土した。調査区南西部の40・

41Ｇ、41Ｆグリッドから出土したものが１～７、表採資料が８である。

　１（ａ＋ｂ）は、接合資料である。上面の平坦打面から横長剥片１ａと縦長剥片１ｂを剥離している。

１ａの右側面には微細剥離痕が見られる。良質のチャートが用いられている。

　２～４は石刃である。いずれも幅の狭い打面から剥離されている。２・４は末端部が先細った形状をし

ている。３は末端部が破損している。

　５は微細剥離痕のある剥片である。２～４の石刃と同様に幅の狭い打面から剥離されている。

　６・７は剥片である。６の剥片も２～５と同様に幅の狭い打面から剥離されている。７は線状の打面か

ら剥離されている。

　２～７については、いずれも41Ｆグリッドから近接して出土している。剥片剥離技術も共通する特徴が

あることから、ブロックとして区分できる資料と考えられる。出土層位が明確でないが、第２文化層の石

器群に類似する資料といえよう。

　８は石核である。板状の剥片から縦長剥片が数枚剥離されている。

第2︲75表　単出土石器組成表

0 5cm(2/3)

36P-61-2
尖頭器
珪質頁岩
4.26g

1

0 5cm(2/3)

36P-61-2
尖頭器
珪質頁岩
4.26g

1

第2︲221図　第５文化層単独出土石器
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第2︲222図　単独出土石器

0 5cm(2/3)

41G-00-2
微細剥離痕のある剥片
7.31g

40G-90-2
剥片
2.29g接合資料

チャート

(12)SK016-6
(41F-15グリッド)
石刃
黒色頁岩
11.70g

(12)SK016-9
(41F-15グリッド)
石刃
黒色頁岩
5.34g

(12)SX001(b)-63
(41F-46グリッド)
石刃
嶺岡産珪質頁岩
15.49g

(12)SX001(b)-14
(41F-46グリッド)
剥片
玉髄
2.82g

(12)SX001(b)-63
(41F-46グリッド)
微細剥離痕のある剥片
嶺岡産珪質頁岩
37.09g

(12)SX001(f)-7
(41F-34グリッド)
剥片
ホルンフェルス
13.70g

(12)表採
石核
珪質頁岩
14.50g

b

b

b
a a

a

1（a＋b）

1a

1b

2 3
4

6

5

7

8
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８．黒曜石の産地推定結果について（第2︲223図、第2︲76～78表）

　黒曜石の産地同定は、明治大学黒耀石研究センターの池谷信之氏に依頼した。

（１）分析方法

　①判別図法［図による産地推定］（第2︲223図）

　蛍光Ｘ線分析法により得られた各元素の蛍光Ｘ線強度から下記の４つの指標を計算する。

　　指標１　Rb分率＝ Rb強度×100／（Rb強度＋ Sr 強度＋Ｙ強度＋ Zr 強度）

　　指標２　Mn強度×100／ Fe 強度

　　指標３　Sr 分率＝ Sr 強度×100／（Rb強度＋ Sr 強度＋Ｙ強度＋ Zr 強度）

　　指標４　log（Fe 強度／Ｋ強度）

　指標１・２と指標３・４をそれぞれＸ軸とＹ軸とした２つの判別図を作成し、原産地黒曜石の散布域と

遺跡出土黒曜石の照合によって産地を決定する。

　②判別分析［多変量解析による産地推定］（第2︲76表）

　判別図法による産地推定結果を検証するために、多変量解析の一手法である判別分析を行っている。判

別分析では遺跡出土の資料１点ごとに、各原産地との距離（マハラノビス距離）を計算し、資料との距離

が最も小さい産地がその資料の産地であると推定される。またそれぞれの産地とのマハラノビス距離か

ら、資料が各原産地に属する確率も計算され、その数値が１に近いほど推定結果の信頼性が高くなる。

（２）分析資料数とデータ解析方法について（第2︲223図、第2︲76～78表）

　市野谷芋久保遺跡では、212点の黒曜石が出土した。このうち、分析した資料数は41点である。分析対

象としたものは、あらかじめ肉眼観察により母岩分類を行い、各母岩から数点ずつ分析を行った。41点

の分析番号は、IM－XR001～ IM－XR041（池谷氏分析番号は市野谷芋久保１～市野谷芋久保41）である。

これらの分析推定結果は、元素の組成・産地の候補地を第2︲76表、分析資料の遺物属性を第2︲77表にそれ

ぞれ掲載した。また、未分析資料の産地推定については、第2︲76･77表の推定結果から判明した母岩の産

地推定地と肉眼観察による母岩とを対応させて産地推定を行った。これらの成果をまとめたものが、第

2︲78表の文化層別産地推定組成である。

（３）文化層別産地推定結果（第2︲78表）

　①第１文化層（Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部）［環状ブロック群］：黒曜石総点数が57点で、母岩は12に分類さ

れる。高原山甘湯沢群（７母岩）が77.6％（38点）、和田土屋橋南群（１母岩）が3.5％（２点）、蓼科冷山

群（１母岩）が21.1％（12点）、箱根畑宿群（１母岩）が3.5％（２点）、未測定（２母岩）が5.3％（３点）

である。高原山甘湯沢群が主体を占めるが、高原山・和田・蓼科・箱根の４つの広域にわたる産地エリア

で構成されている。

　エリア別の分布状況（第2︲11～2︲13図参照）を見ると、高原山甘湯沢群は円環状ブロック群のほぼ全

域、和田土屋橋南群は南西側外縁部の第15ブロック、蓼科冷山群は南西側外縁部の第16ブロックと円環状

ブロック群の北部と南部、箱根畑宿群は円環状ブロック群の北側の第４ブロックに集中する。それぞれの

産地別の分布域が、ほとんど重ならずに異なる地点に形成されるという傾向が見られた。

　産地別に母岩消費状況を見ると、高原山甘湯沢群と蓼科冷山群は本遺跡において剥片剥離が行われてい

ることが観察できた。一方、和田土屋橋南群は石核で搬入、箱根畑宿群も製品で搬入されている。

　類似する石器群は、高原山甘湯沢群を主体とし、和田鷹山群・諏訪星ヶ台群・天城柏峠群・箱根畑宿群
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の５か所の産地で構成される印西市泉北側第３遺跡第１文化層環状ブロック群1) があげられる。

　②第２文化層（Ⅶ層～Ⅵ層下部）：黒曜石総点数が41点で、母岩は16に分類される。和田小深沢群（８

母岩）が43.9％（25点）、和田鷹山群（４母岩）が12.3％（７点）、未測定（４母岩）が15.8％（９点）で

ある。産地が判別できたものは、すべて和田エリアで構成される。調査区南西部の第20・21ブロックから

大半の黒曜石が出土している。調査区東部の第22ブロックから１点のみ出土している。

　母岩消費状況は、大半のものが、ナイフ形石器や石刃素材の二次加工のある剥片が製品で搬入されてい

る。本遺跡において、剥片剥離は行われていないことが特徴といえよう。

　類似する石器群は、和田エリアと蓼科エリアのみで構成される流山市市野谷入台遺跡第２文化層2) があ

げられる。

　③第３文化層（Ⅴ層～Ⅳ層下部）：黒曜石総点数が66点で、母岩は13に分類される。高原山甘湯沢群

（２母岩）が4.6％（３点）、和田小深沢群（１母岩）が1.5％（１点）、蓼科冷山群（２母岩）が4.6％（３点）、

箱根畑宿群（１母岩）が53.0％（35点）、測定不可・未測定（７母岩）が34.9％（23点）である。

　第３文化層は調査区南側のほぼ全域にわたって分布しており18か所のブロックで構成される（第2︲149

図参照）。ブロック単位で産地が異なることが特徴である。複数の産地で構成されるブロックは、高原山

甘湯沢群と和田小深沢群が用いられている第28ブロックのみである。

　類似する石器群は、高原山甘湯沢群を主体とし、和田鷹山群・和田土屋橋西群・諏訪星ヶ台群・蓼科冷

山群・箱根畑宿群・天城柏峠群・神津島恩馳島群で構成される柏市大割遺跡第３文化層3) があげられる。

　④第４文化層（Ⅳ層上部）：黒曜石総点数が15点で、母岩は６つに分類される。ただし、本文化層の黒

曜石は測定を行っていない。

　⑤第５文化層（Ⅳ層上部～Ⅲ層下部）：黒曜石総点数が33点で、母岩は７つに分類される。諏訪星ヶ台

群（４母岩）が63.6％（21点）、未測定（３母岩）が36.4％（12点）である。測定したものはすべて諏訪

星ヶ台群のもので構成されていた。未測定のものも肉眼観察ではあるが、類似した石質であり、同じブ

ロックから出土していることから、諏訪星ヶ台群のものであると推測される。

　類似する石器群は、諏訪星ヶ台群で構成される流山市大久保遺跡第２ｂ文化層第26・31・41ブロック4)

があげられる。

注１　山岡磨由子　2011『千葉ニュータウン埋蔵文化財調査報告書ⅩⅩⅢ―印西市泉北側第３遺跡（下層）―』（財）千葉県
教育振興財団

　２　新田浩三ほか　2008『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書３―流山市市野谷入台遺跡―』（財）千葉県教育振興
財団

　３　島立　桂ほか　2012『柏北部中央地区埋蔵文化財調査報告書４―柏市大割遺跡・須賀井遺跡―旧石器時代編』（財）
千葉県教育振興財団

　４　新田浩三ほか　2011『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書５―流山市大久保遺跡（下層）・市野谷向山遺跡（下
層）・東初石六丁目第Ⅰ遺跡（下層）・東初石六丁目第Ⅱ遺跡・十太夫第Ⅱ遺跡―』（財）千葉
県教育振興財団
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第2︲223図　市野谷芋久保遺跡黒曜石産地推定結果
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IM-XR001 市野谷芋久保1 5 46 37H-18 31 2 5003 削片 0. 87 諏訪星ヶ台群
IM-XR002 市野谷芋久保2 5 46 37H-18 36 4 5006 削片 1. 21 諏訪星ヶ台群
IM-XR003 市野谷芋久保3 5 46 37H-19 11 9 5008 微細剥離痕のある剥片 3. 47 諏訪星ヶ台群
IM-XR004 市野谷芋久保4 5 46 37H-19 16 1 5007 掻器 3. 55 諏訪星ヶ台群
IM-XR005 市野谷芋久保5 5 46 37H-19 28 3 5003 削片 0. 96 諏訪星ヶ台群
IM-XR006 市野谷芋久保6 1 04 39K-69 13 1 1005 台形様石器 10. 52 蓼科冷山群
IM-XR007 市野谷芋久保7 1 04 39K-78 30 11 1003 石核 9. 64 高原山甘湯沢群
IM-XR008 市野谷芋久保8 1 04 39K-78 41 3a 1007 石核 3. 98 1068 箱根畑宿群
IM-XR009 市野谷芋久保9 1 07 39L-80 14 7 1001 石核 7. 99 高原山甘湯沢群
IM-XR010 市野谷芋久保10 3 3a 28 39L-96 15 3 3022 二次加工のある剥片 8. 20 高原山甘湯沢群
IM-XR011 市野谷芋久保11 3 3a 28 39L-96 20 4 3022 石核 5. 41 高原山甘湯沢群
IM-XR012 市野谷芋久保12 3 3b 30 40F-83 2 1 3007 二次加工のある剥片 0. 70 箱根畑宿群
IM-XR013 市野谷芋久保13 2 20 40F-84 7 8 2011 二次加工のある剥片 8. 33 和田鷹山群
IM-XR014 市野谷芋久保14 2 20 40F-84 8 10 2007 剥片 5. 80 和田小深沢群
IM-XR015 市野谷芋久保15 2 20 40F-84 9 6 2002 二次加工のある剥片 4. 01 和田小深沢群
IM-XR016 市野谷芋久保16 2 20 40F-84 10 9 2012 微細剥離痕のある剥片 0. 56 和田鷹山群
IM-XR017 市野谷芋久保17 2 20 40F-84 12 2 2008 楔形石器 2. 95 和田小深沢群
IM-XR018 市野谷芋久保18 2 20 40F-84 16 7 2006 二次加工のある剥片 13. 60 和田小深沢群
IM-XR019 市野谷芋久保19 2 20 40F-85 1 5 2004 二次加工のある剥片 0. 56 和田小深沢群
IM-XR020 市野谷芋久保20 2 20 40F-94 4 1 2009 ナイフ形石器 2. 57 和田鷹山群
IM-XR021 市野谷芋久保21 3 3b 31 40F-94 21 2 3007 石核 5. 62 箱根畑宿群
IM-XR022 市野谷芋久保22 1 11 40K-19 19 10 1003 二次加工のある剥片 8. 78 高原山甘湯沢群
IM-XR023 市野谷芋久保23 1 14 40K-27 44 5 1001 石核 9. 00 高原山甘湯沢群
IM-XR024 市野谷芋久保24 1 13 40K-28 122 14 1010 微細剥離痕のある剥片 7. 62 高原山甘湯沢群
IM-XR025 市野谷芋久保25 1 13 40K-28 123 9 1002 二次加工のある剥片 7. 50 高原山甘湯沢群
IM-XR026 市野谷芋久保26 1 13 40K-28 125 4 1011 台形様石器 12. 74 高原山甘湯沢群
IM-XR027 市野谷芋久保27 1 12 40K-29 34 13a 1003 楔形石器 2. 52 1069 高原山甘湯沢群
IM-XR028 市野谷芋久保28 1 12 40K-29 64 15 1006 二次加工のある剥片 0. 40 高原山甘湯沢群
IM-XR029 市野谷芋久保29 1 12 40K-29 85 13b 1003 楔形石器 2. 02 1069 高原山甘湯沢群
IM-XR030 市野谷芋久保30 1 15 40K-34 2 2 1012 微細剥離痕のある剥片 0. 82 和田土屋橋南群
IM-XR031 市野谷芋久保31 3 3a 28 40L-05 1 1 3023 二次加工のある剥片 0. 22 測定不可
IM-XR032 市野谷芋久保32 3 3a 28 40L-05 2 2 3024 二次加工のある剥片 0. 21 和田小深沢群
IM-XR033 市野谷芋久保33 1 19 40L-11 49 16d 1004 石核 7. 09 1013 高原山甘湯沢群
IM-XR034 市野谷芋久保34 1 12 40L-20 5 8 1002 二次加工のある剥片 10. 36 高原山甘湯沢群
IM-XR035 市野谷芋久保35 3 3a 29 40L-33 1 2 3021 二次加工のある剥片 2. 65 蓼科冷山群
IM-XR036 市野谷芋久保36 2 21 41F-03 1 3 2003 二次加工のある剥片 3. 85 和田小深沢群
IM-XR037 市野谷芋久保37 2 21 41F-04 1 1 2005 ナイフ形石器 2. 70 和田小深沢群
IM-XR038 市野谷芋久保38 2 21 41F-04 2 2 2010 ナイフ形石器 1. 38 和田鷹山群
IM-XR039 市野谷芋久保39 3 3b 31 41F-04 9 1 3007 二次加工のある剥片 2. 53 箱根畑宿群
IM-XR040 市野谷芋久保40 3 3b 32 41F-29 4 1 3009 二次加工のある剥片 3. 23 蓼科冷山群
IM-XR041 市野谷芋久保41 3 3c 36 42L-11 13 1 3020 二次加工のある剥片 7. 16 高原山甘湯沢群
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黒曜石推定結果
（池谷氏分析結果）

挿

図

番

号

母岩
番号

器種 重量 接合
番号

候補1 距離1 確率1 候補2 距離2 確率2

1 市野谷芋久保1 SWHD SWHD SWHD 8. 15 1. 00 WDTN 94. 45 0. 00 38. 35 11. 21 10. 72 1. 01

2 市野谷芋久保2 SWHD SWHD SWHD 5. 43 1. 00 WDTN 77. 66 0. 00 37. 74 10. 64 11. 44 1. 10

3 市野谷芋久保3 SWHD SWHD SWHD 6. 18 1. 00 WDTN 63. 00 0. 00 39. 83 10. 52 11. 82 0. 93

4 市野谷芋久保4 SWHD SWHD SWHD 10. 33 1. 00 WDTN 91. 03 0. 00 39. 03 10. 60 14. 31 0. 93

5 市野谷芋久保5 SWHD SWHD SWHD 6. 08 1. 00 WDTN 70. 38 0. 00 38. 79 10. 39 12. 57 1. 13

6 市野谷芋久保6 TSTY TSTY TSTY 32. 03 1. 00 KZSX 45. 59 0. 00 20. 69 5. 69 33. 90 2. 06

7 市野谷芋久保7 THAY THAY THAY 6. 14 1. 00 AGKT 121. 58 0. 00 19. 84 3. 35 21. 93 4. 00

8 市野谷芋久保8 HNHJ HNHJ HNHJ 31. 40 1. 00 HNKI 101. 59 0. 00 2. 66 3. 07 34. 52 15. 51

9 市野谷芋久保9 THAY THAY THAY 3. 85 1. 00 AGKT 95. 94 0. 00 17. 24 2. 88 24. 60 4. 23

10 市野谷芋久保10 THAY THAY THAY 4. 02 1. 00 AGKT 122. 08 0. 00 19. 30 3. 28 22. 11 4. 55

11 市野谷芋久保11 THAY THAY THAY 3. 71 1. 00 AGKT 142. 14 0. 00 20. 51 3. 08 22. 10 3. 98

12 市野谷芋久保12 HNHJ HNHJ HNHJ 4. 63 1. 00 HNKJ 28. 79 0. 00 2. 76 3. 49 36. 67 12. 13

13 市野谷芋久保13 WDTY WDTY WDTY 9. 34 1. 00 WDKB 21. 77 0. 00 54. 59 12. 92 0. 14 1. 05

14 市野谷芋久保14 WDKB WDKB WDKB 17. 54 0. 92 WDTK 22. 93 0. 08 49. 20 11. 68 1. 75 1. 10

15 市野谷芋久保15 WDKB WDKB WDKB 10. 32 0. 96 WDHT 14. 75 0. 04 54. 11 11. 67 0. 11 1. 14

16 市野谷芋久保16 WDTY WDTY WDTY 2. 33 0. 98 WDKB 8. 17 0. 02 52. 81 12. 85 2. 40 1. 20

17 市野谷芋久保17 WDKB WDKB WDKB 5. 31 0. 88 WDTK 9. 83 0. 12 50. 70 11. 60 2. 16 1. 17

18 市野谷芋久保18 WDKB WDKB WDKB 6. 08 0. 96 WDTK 13. 13 0. 04 52. 87 11. 53 1. 62 1. 09

19 市野谷芋久保19 WDKB WDKB WDKB 3. 71 0. 97 WDTY 12. 62 0. 03 53. 49 12. 27 2. 79 1. 12

20 市野谷芋久保20 WDTY WDTY WDTY 2. 08 1. 00 WDHY 12. 55 0. 00 53. 49 13. 50 1. 99 1. 15

21 市野谷芋久保21 HNHJ HNHJ HNHJ 2. 04 1. 00 HNKI 31. 47 0. 00 4. 27 3. 58 33. 69 12. 80

22 市野谷芋久保22 THAY THAY THAY 3. 68 1. 00 AGKT 112. 12 0. 00 18. 91 3. 35 22. 64 4. 46

23 市野谷芋久保23 THAY THAY THAY 2. 85 1. 00 AGKT 134. 83 0. 00 20. 05 3. 09 22. 80 4. 64

24 市野谷芋久保24 THAY THAY THAY 6. 43 1. 00 TSTY 147. 27 0. 00 20. 93 3. 24 22. 52 3. 98

25 市野谷芋久保25 THAY THAY THAY 12. 91 1. 00 AGKT 81. 93 0. 00 17. 70 2. 59 22. 79 4. 15

26 市野谷芋久保26 THAY THAY THAY 7. 23 1. 00 AGKT 105. 82 0. 00 19. 45 2. 85 21. 84 4. 31

27 市野谷芋久保27 THAY THAY THAY 6. 56 1. 00 AGKT 80. 09 0. 00 16. 90 3. 27 23. 09 4. 43

28 市野谷芋久保28 THAY THAY THAY 3. 60 1. 00 AGKT 87. 49 0. 00 17. 67 2. 85 22. 63 4. 16

29 市野谷芋久保29 THAY THAY THAY 2. 22 1. 00 AGKT 130. 56 0. 00 19. 02 3. 25 23. 34 4. 48

30 市野谷芋久保30 WOTM WOTM WOTM 5. 82 0. 95 WOBD 12. 15 0. 05 34. 69 6. 84 15. 58 1. 38

31 市野谷芋久保31 不可 不可 WDTK 25. 61 1. 00 WDHT 35. 73 0. 00 53. 31 10. 00 2. 35 1. 09

32 市野谷芋久保32 WDKB WDKB WDKB 3. 64 0. 99 WDTY 14. 74 0. 01 52. 99 12. 17 1. 66 1. 14

33 市野谷芋久保33 THAY THAY THAY 5. 98 1. 00 AGKT 109. 95 0. 00 19. 08 3. 23 21. 42 4. 62

34 市野谷芋久保34 THAY THAY THAY 0. 90 1. 00 AGKT 116. 52 0. 00 18. 61 3. 14 23. 37 4. 29

35 市野谷芋久保35 TSTY TSTY TSTY 12. 62 1. 00 KZSX 39. 35 0. 00 20. 63 4. 51 32. 04 1. 88

36 市野谷芋久保36 WDKB WDKB WDKB 5. 35 0. 76 WDTK 8. 26 0. 24 50. 27 11. 65 3. 24 1. 10

37 市野谷芋久保37 WDKB WDKB WDKB 6. 25 0. 93 WDTY 13. 35 0. 07 54. 66 12. 23 1. 47 1. 18

38 市野谷芋久保38 WDTY WDTY WDTY 16. 69 0. 91 WDKB 19. 59 0. 09 50. 87 12. 77 0. 29 1. 30

39 市野谷芋久保39 HNHJ HNHJ HNHJ 5. 31 1. 00 HNKI 48. 98 0. 00 3. 17 3. 70 34. 48 13. 67

40 市野谷芋久保40 TSTY TSTY TSTY 6. 43 1. 00 KZSX 20. 14 0. 00 22. 13 4. 98 29. 12 1. 56

41 市野谷芋久保41 THAY THAY THAY 6. 84 1. 00 AGKT 114. 11 0. 00 19. 41 2. 62 22. 69 4. 84

Mn/Fe Sr % Fe/KNo 分析番号 推定産地 判別図
判別群

判別分析
Rb%

IM-XR001 市野谷芋久保1 5 46 37H-18 31 2 5003 削片 0. 87 諏訪星ヶ台群
IM-XR002 市野谷芋久保2 5 46 37H-18 36 4 5006 削片 1. 21 諏訪星ヶ台群
IM-XR003 市野谷芋久保3 5 46 37H-19 11 9 5008 微細剥離痕のある剥片 3. 47 諏訪星ヶ台群
IM-XR004 市野谷芋久保4 5 46 37H-19 16 1 5007 掻器 3. 55 諏訪星ヶ台群
IM-XR005 市野谷芋久保5 5 46 37H-19 28 3 5003 削片 0. 96 諏訪星ヶ台群
IM-XR006 市野谷芋久保6 1 04 39K-69 13 1 1005 台形様石器 10. 52 蓼科冷山群
IM-XR007 市野谷芋久保7 1 04 39K-78 30 11 1003 石核 9. 64 高原山甘湯沢群
IM-XR008 市野谷芋久保8 1 04 39K-78 41 3a 1007 石核 3. 98 1068 箱根畑宿群
IM-XR009 市野谷芋久保9 1 07 39L-80 14 7 1001 石核 7. 99 高原山甘湯沢群
IM-XR010 市野谷芋久保10 3 3a 28 39L-96 15 3 3022 二次加工のある剥片 8. 20 高原山甘湯沢群
IM-XR011 市野谷芋久保11 3 3a 28 39L-96 20 4 3022 石核 5. 41 高原山甘湯沢群
IM-XR012 市野谷芋久保12 3 3b 30 40F-83 2 1 3007 二次加工のある剥片 0. 70 箱根畑宿群
IM-XR013 市野谷芋久保13 2 20 40F-84 7 8 2011 二次加工のある剥片 8. 33 和田鷹山群
IM-XR014 市野谷芋久保14 2 20 40F-84 8 10 2007 剥片 5. 80 和田小深沢群
IM-XR015 市野谷芋久保15 2 20 40F-84 9 6 2002 二次加工のある剥片 4. 01 和田小深沢群
IM-XR016 市野谷芋久保16 2 20 40F-84 10 9 2012 微細剥離痕のある剥片 0. 56 和田鷹山群
IM-XR017 市野谷芋久保17 2 20 40F-84 12 2 2008 楔形石器 2. 95 和田小深沢群
IM-XR018 市野谷芋久保18 2 20 40F-84 16 7 2006 二次加工のある剥片 13. 60 和田小深沢群
IM-XR019 市野谷芋久保19 2 20 40F-85 1 5 2004 二次加工のある剥片 0. 56 和田小深沢群
IM-XR020 市野谷芋久保20 2 20 40F-94 4 1 2009 ナイフ形石器 2. 57 和田鷹山群
IM-XR021 市野谷芋久保21 3 3b 31 40F-94 21 2 3007 石核 5. 62 箱根畑宿群
IM-XR022 市野谷芋久保22 1 11 40K-19 19 10 1003 二次加工のある剥片 8. 78 高原山甘湯沢群
IM-XR023 市野谷芋久保23 1 14 40K-27 44 5 1001 石核 9. 00 高原山甘湯沢群
IM-XR024 市野谷芋久保24 1 13 40K-28 122 14 1010 微細剥離痕のある剥片 7. 62 高原山甘湯沢群
IM-XR025 市野谷芋久保25 1 13 40K-28 123 9 1002 二次加工のある剥片 7. 50 高原山甘湯沢群
IM-XR026 市野谷芋久保26 1 13 40K-28 125 4 1011 台形様石器 12. 74 高原山甘湯沢群
IM-XR027 市野谷芋久保27 1 12 40K-29 34 13a 1003 楔形石器 2. 52 1069 高原山甘湯沢群
IM-XR028 市野谷芋久保28 1 12 40K-29 64 15 1006 二次加工のある剥片 0. 40 高原山甘湯沢群
IM-XR029 市野谷芋久保29 1 12 40K-29 85 13b 1003 楔形石器 2. 02 1069 高原山甘湯沢群
IM-XR030 市野谷芋久保30 1 15 40K-34 2 2 1012 微細剥離痕のある剥片 0. 82 和田土屋橋南群
IM-XR031 市野谷芋久保31 3 3a 28 40L-05 1 1 3023 二次加工のある剥片 0. 22 測定不可
IM-XR032 市野谷芋久保32 3 3a 28 40L-05 2 2 3024 二次加工のある剥片 0. 21 和田小深沢群
IM-XR033 市野谷芋久保33 1 19 40L-11 49 16d 1004 石核 7. 09 1013 高原山甘湯沢群
IM-XR034 市野谷芋久保34 1 12 40L-20 5 8 1002 二次加工のある剥片 10. 36 高原山甘湯沢群
IM-XR035 市野谷芋久保35 3 3a 29 40L-33 1 2 3021 二次加工のある剥片 2. 65 蓼科冷山群
IM-XR036 市野谷芋久保36 2 21 41F-03 1 3 2003 二次加工のある剥片 3. 85 和田小深沢群
IM-XR037 市野谷芋久保37 2 21 41F-04 1 1 2005 ナイフ形石器 2. 70 和田小深沢群
IM-XR038 市野谷芋久保38 2 21 41F-04 2 2 2010 ナイフ形石器 1. 38 和田鷹山群
IM-XR039 市野谷芋久保39 3 3b 31 41F-04 9 1 3007 二次加工のある剥片 2. 53 箱根畑宿群
IM-XR040 市野谷芋久保40 3 3b 32 41F-29 4 1 3009 二次加工のある剥片 3. 23 蓼科冷山群
IM-XR041 市野谷芋久保41 3 3c 36 42L-11 13 1 3020 二次加工のある剥片 7. 16 高原山甘湯沢群
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（池谷氏分析結果）
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番

号

母岩
番号

器種 重量 接合
番号

候補1 距離1 確率1 候補2 距離2 確率2

1 市野谷芋久保1 SWHD SWHD SWHD 8. 15 1. 00 WDTN 94. 45 0. 00 38. 35 11. 21 10. 72 1. 01

2 市野谷芋久保2 SWHD SWHD SWHD 5. 43 1. 00 WDTN 77. 66 0. 00 37. 74 10. 64 11. 44 1. 10

3 市野谷芋久保3 SWHD SWHD SWHD 6. 18 1. 00 WDTN 63. 00 0. 00 39. 83 10. 52 11. 82 0. 93

4 市野谷芋久保4 SWHD SWHD SWHD 10. 33 1. 00 WDTN 91. 03 0. 00 39. 03 10. 60 14. 31 0. 93

5 市野谷芋久保5 SWHD SWHD SWHD 6. 08 1. 00 WDTN 70. 38 0. 00 38. 79 10. 39 12. 57 1. 13

6 市野谷芋久保6 TSTY TSTY TSTY 32. 03 1. 00 KZSX 45. 59 0. 00 20. 69 5. 69 33. 90 2. 06

7 市野谷芋久保7 THAY THAY THAY 6. 14 1. 00 AGKT 121. 58 0. 00 19. 84 3. 35 21. 93 4. 00

8 市野谷芋久保8 HNHJ HNHJ HNHJ 31. 40 1. 00 HNKI 101. 59 0. 00 2. 66 3. 07 34. 52 15. 51

9 市野谷芋久保9 THAY THAY THAY 3. 85 1. 00 AGKT 95. 94 0. 00 17. 24 2. 88 24. 60 4. 23

10 市野谷芋久保10 THAY THAY THAY 4. 02 1. 00 AGKT 122. 08 0. 00 19. 30 3. 28 22. 11 4. 55

11 市野谷芋久保11 THAY THAY THAY 3. 71 1. 00 AGKT 142. 14 0. 00 20. 51 3. 08 22. 10 3. 98

12 市野谷芋久保12 HNHJ HNHJ HNHJ 4. 63 1. 00 HNKJ 28. 79 0. 00 2. 76 3. 49 36. 67 12. 13

13 市野谷芋久保13 WDTY WDTY WDTY 9. 34 1. 00 WDKB 21. 77 0. 00 54. 59 12. 92 0. 14 1. 05

14 市野谷芋久保14 WDKB WDKB WDKB 17. 54 0. 92 WDTK 22. 93 0. 08 49. 20 11. 68 1. 75 1. 10

15 市野谷芋久保15 WDKB WDKB WDKB 10. 32 0. 96 WDHT 14. 75 0. 04 54. 11 11. 67 0. 11 1. 14

16 市野谷芋久保16 WDTY WDTY WDTY 2. 33 0. 98 WDKB 8. 17 0. 02 52. 81 12. 85 2. 40 1. 20

17 市野谷芋久保17 WDKB WDKB WDKB 5. 31 0. 88 WDTK 9. 83 0. 12 50. 70 11. 60 2. 16 1. 17

18 市野谷芋久保18 WDKB WDKB WDKB 6. 08 0. 96 WDTK 13. 13 0. 04 52. 87 11. 53 1. 62 1. 09

19 市野谷芋久保19 WDKB WDKB WDKB 3. 71 0. 97 WDTY 12. 62 0. 03 53. 49 12. 27 2. 79 1. 12

20 市野谷芋久保20 WDTY WDTY WDTY 2. 08 1. 00 WDHY 12. 55 0. 00 53. 49 13. 50 1. 99 1. 15

21 市野谷芋久保21 HNHJ HNHJ HNHJ 2. 04 1. 00 HNKI 31. 47 0. 00 4. 27 3. 58 33. 69 12. 80

22 市野谷芋久保22 THAY THAY THAY 3. 68 1. 00 AGKT 112. 12 0. 00 18. 91 3. 35 22. 64 4. 46

23 市野谷芋久保23 THAY THAY THAY 2. 85 1. 00 AGKT 134. 83 0. 00 20. 05 3. 09 22. 80 4. 64

24 市野谷芋久保24 THAY THAY THAY 6. 43 1. 00 TSTY 147. 27 0. 00 20. 93 3. 24 22. 52 3. 98

25 市野谷芋久保25 THAY THAY THAY 12. 91 1. 00 AGKT 81. 93 0. 00 17. 70 2. 59 22. 79 4. 15

26 市野谷芋久保26 THAY THAY THAY 7. 23 1. 00 AGKT 105. 82 0. 00 19. 45 2. 85 21. 84 4. 31

27 市野谷芋久保27 THAY THAY THAY 6. 56 1. 00 AGKT 80. 09 0. 00 16. 90 3. 27 23. 09 4. 43

28 市野谷芋久保28 THAY THAY THAY 3. 60 1. 00 AGKT 87. 49 0. 00 17. 67 2. 85 22. 63 4. 16

29 市野谷芋久保29 THAY THAY THAY 2. 22 1. 00 AGKT 130. 56 0. 00 19. 02 3. 25 23. 34 4. 48

30 市野谷芋久保30 WOTM WOTM WOTM 5. 82 0. 95 WOBD 12. 15 0. 05 34. 69 6. 84 15. 58 1. 38

31 市野谷芋久保31 不可 不可 WDTK 25. 61 1. 00 WDHT 35. 73 0. 00 53. 31 10. 00 2. 35 1. 09

32 市野谷芋久保32 WDKB WDKB WDKB 3. 64 0. 99 WDTY 14. 74 0. 01 52. 99 12. 17 1. 66 1. 14

33 市野谷芋久保33 THAY THAY THAY 5. 98 1. 00 AGKT 109. 95 0. 00 19. 08 3. 23 21. 42 4. 62

34 市野谷芋久保34 THAY THAY THAY 0. 90 1. 00 AGKT 116. 52 0. 00 18. 61 3. 14 23. 37 4. 29

35 市野谷芋久保35 TSTY TSTY TSTY 12. 62 1. 00 KZSX 39. 35 0. 00 20. 63 4. 51 32. 04 1. 88

36 市野谷芋久保36 WDKB WDKB WDKB 5. 35 0. 76 WDTK 8. 26 0. 24 50. 27 11. 65 3. 24 1. 10

37 市野谷芋久保37 WDKB WDKB WDKB 6. 25 0. 93 WDTY 13. 35 0. 07 54. 66 12. 23 1. 47 1. 18

38 市野谷芋久保38 WDTY WDTY WDTY 16. 69 0. 91 WDKB 19. 59 0. 09 50. 87 12. 77 0. 29 1. 30

39 市野谷芋久保39 HNHJ HNHJ HNHJ 5. 31 1. 00 HNKI 48. 98 0. 00 3. 17 3. 70 34. 48 13. 67

40 市野谷芋久保40 TSTY TSTY TSTY 6. 43 1. 00 KZSX 20. 14 0. 00 22. 13 4. 98 29. 12 1. 56

41 市野谷芋久保41 THAY THAY THAY 6. 84 1. 00 AGKT 114. 11 0. 00 19. 41 2. 62 22. 69 4. 84

Mn/Fe Sr % Fe/KNo 分析番号 推定産地 判別図
判別群

判別分析
Rb%

第2︲76表　判別図法・判別分析による推定結果

第2︲77表　判別図法・判別分析による推定結果
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第2︲78表　黒曜石の文化層別産地推定組成
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第３節　縄文時代（第2︲224～228図）
　縄文時代以降の確認・本調査範囲は第2︲224図、遺構配置図は第2︲225図である。広大な調査範囲に対し

て、遺構は多くなく、分布範囲に偏りがみられる。特に遺構が集中する地点は３か所で、北側の集中地点

を第2︲226図、西側の集中地点を第2︲227図、南側の集中地点を第2︲228図として示した。

　遺構番号は調査次毎に新たに付されたため、同じ番号の遺構が複数存在するが、調査次数を示すかっこ

付きの算用数字を遺構番号の前に加え、区別した。また、遺構の記載順序は、遺構の種類毎に北から南へ

位置する順に記した。

第2︲224図　市野谷芋久保遺跡上層確認トレンチと本調査区
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　本書で報告する遺構の略号は、竪穴住居跡が SI、土坑が SK、溝状・道路状遺構が SDである。柱穴と

思われる小規模な土坑については SPとしている。近世の土坑のうち列状をなしているものについては、

シシ穴状遺構として報告した。また、溝状・道路状遺構のうち調査次をまたぐものは、調査次毎に異なる

遺構番号が付いている。それらについて新たな遺構番号を付けていないが、本文の記述ではひとつの遺構

としてまとめて記述している。これらの記述方法は、本章以降の上層の報告においても踏襲している。

第2︲225図　市野谷芋久保遺跡上層遺構配置図
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第2︲226図　市野谷芋久保遺跡北側遺構集中地点
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第2︲227図　市野谷芋久保遺跡西側遺構集中地点
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第2︲228図　市野谷芋久保遺跡南側遺構集中地点
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１．竪穴住居跡

　竪穴住居跡は５軒検出された。台地平坦面に点在しており、特に集中する箇所はみられない。

(3)SI008（第2︲229･230図、図版2︲6･29･32）

　調査区の北端、34Ｍ－17グリッド周辺に位置する。主軸方向をＮ－29°－Ｗにとる隅丸長方形の竪穴

住居跡である。(3)SI009と切り合っており、土層の堆積状況から本住居跡の方が新しいと思われる。(3)

SI009を含めた規模は、長軸8.40ｍ、短軸5.00ｍ、確認面からの深さは36㎝である。土層の堆積状況から

(3)SI008の規模は長軸5.10ｍ程で、本来は円形に近い形状であったと推測される。炉は床面中央に設置さ

れ、不整形を呈する。ピットは６基検出された。深さは10㎝～34㎝とばらつきが認められる。床面中央に

黒色の硬化面がみられる。遺物は床面中央、炉の北側に集中している。

出土遺物　９点を図示した。１～４は縄文時代前期中葉の有尾系土器である。１は口縁部から胴下半部ま

での器形が分かる資料である。波状口縁で、口縁上端に一列の爪形文を施し、その下に半截竹管を工具と

する菱形文を描く。地文は１段Ｒと１段Ｌによる羽状施文である。胎土に繊維を少量含む。３・４は１の

同一個体である。２は小波状口縁か。口縁上端に二列の爪形文を施し、その下に半截竹管による菱形文を

描く。５～８は黒浜式で、胎土に繊維を含み、地文のみを施すものである。使用原体は５が１段Ｌ、６が

附加条縄文（軸不明＋Ｌ２本）、７が撚糸Ｒ、８がハイガイの背圧痕となる。

　12は安山岩製の石皿である。大半が欠損しており、全体形状は不明である。石皿として機能していた面

は、表面と左側面である。

(3)SI009（第2︲229･230図、図版2︲6･29･32）

　調査区の北端、34Ｍ－28グリッド周辺に位置する。北側を (3)SI008に切られ、(3)SI008と一体になって

いる。規模は短軸5.06ｍで、２軒同規模の竪穴住居跡であったと推測される。確認面からの深さは32㎝で

ある。(3)SI008と同じく床面中央に黒色の硬化面が認められるが、炉跡は検出されなかった。ピットは10

基あり、深さ19㎝～38㎝とやはりばらつきがみられる。また、西側を除く住居周囲に８基のピットが点在

する。直径20㎝～30㎝、深さ６㎝～17㎝と比較的浅い。住居内ピットの覆土が黒褐色土であるのに対し、

住居周囲のピットは暗褐色土である。遺物は床面中央より南側に点在している。

出土遺物　４点を図示した。９～11はいずれも黒浜式で、地文のみが施される。使用原体は９が附加条縄

文（軸不明＋Ｌ２本）、10が撚糸Ｒ、11が１段Ｌである。13は軽石製の浮子である。表面と裏面が研磨に

より平坦になっている。

(20)SI001（第2︲231図、図版2︲6･29）

　調査区の西端、39Ｇ－25・26グリッドに位置する。北西部の１/４程が調査区外のため未調査である。規

模は径5.36ｍ程の不整な円形を呈するものと思われる。主軸方向はＮ－51°－Ｗを指す。確認面からの深

さは32㎝である。床面中央からやや西に寄った位置に炉が設置される。ピットは９基検出された。深さは

７㎝～52㎝とかなりばらつきが認められる。

出土遺物　遺物の出土は少なく、１点を図示した。１は砂岩製の磨石である。扁平な楕円形礫を素材とし

て、表裏両面の平坦面に縦方向の研磨が行われている。表面中央下部と右側面には敲打による浅い凹みが

見られる。

(12)SI001（第2︲231図、図版2︲6･32）

　調査区の西端、39Ｈ－23グリッド周辺に位置する。(20)SI001から東へ2.5ｍほどの距離にある。主軸方
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第2︲229図　(3)SI008・(3)SI009①
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４　暗黒褐色土　ローム粒多混
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６　暗黒褐色土　黒色土混
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(3)SI008炉
１　暗褐色土
２　暗褐色土　焼土粒含
３　暗褐色土　焼土粒多
４　赤茶色焼土
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向をＮ－70°－Ｗにとる不整形の竪穴住居跡である。規模は、長軸5.46ｍ、短軸4.50ｍ、確認面からの深

さは８㎝～16㎝と浅い。床面中央からやや西に寄った位置に炉が設置される。ピットは３基検出され、深

さは炉の南に隣接する P4が34㎝、西壁際の P1と南壁際の P3が54㎝であった。炉の東側には長軸0.80ｍ、

短軸0.56ｍ、深さ18㎝の掘り込みがみられる。本住居跡に伴う遺構かどうかは不明である。

出土遺物　遺物の出土は少なく、２点を図示した。いずれも黒浜式で、胎土に繊維を含み、地文のみを施

す。使用原体は１・２ともに１段Ｌである。

第2︲230図　(3)SI008・(3)SI009②
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(13)SI001（第2︲232～235図、図版2︲6･29･32･33）

　調査区の南端、43Ｋ－37グリッド周辺に位置する。主軸方向をＮ－78°－Ｅにとる長楕円形の竪穴住居

跡である。西壁付近はトレンチ調査時に削られ、検出できなかった。規模は長軸5.50ｍ以上、短軸3.82

ｍ、確認面からの深さは13㎝～22㎝と浅い。炉は東壁側に設置される。ピットは11基検出され、深さは14

㎝～30㎝とややばらつきが認められる。径は20㎝～30㎝と小型ながら、住居東側は炉を中心に円形に囲む

ような配列、西端は南北に直列する配置を取っており、いずれも本住居跡に伴う柱穴と思われる。西壁付

近には (13)SK027が重複するが、本住居跡と共に撹乱を受けており、新旧関係は不明である。遺物は床面

全体に分布している。

出土遺物　71点を図示した。１～65は黒浜式土器で、このうち１～９は口縁部片である。１は２段RLを

地文に、口唇部に一列の刺突列を施す。２は２段RLを地文に櫛歯状工具で波状文を描く。３～９は地文

のみを施すもので、使用原体は３が２段RL、４が２段 LR、５・７が１段Ｌ、６が撚糸Ｌ、８が附加条

縄文（軸Ｒ＋Ｒ２本）、９は附加条縄文（軸Ｒ＋Ｌ２本／軸不明＋Ｒ２本）で羽状施文する。

第2︲231図　(20)SI001
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第2︲232図　(12)SI001、(13)SI001①
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第2︲233図　(13)SI001②
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第2︲234図　(13)SI001③



－　　－300

第２章　市野谷芋久保遺跡

　10～61は胴部片である。10は２段 RLを地文に櫛描波状文を施す。11は櫛描波状文、12は竹管による刺

突文を施すものである。13～61は地文のみのもので、使用原体は15～20・22・26・28～31・35・38・40・

53が１段Ｌ、21・37・50が１段Ｒ、53はＬの羽状施文、14・54～56はＬとＲで羽状（菱形）施文する。

34・36・39・63・65が２段 LR、25・32・64が RL、23・57は LRと RLで、27はＬと RLで羽状（菱形）

施文する。13は３段 RLR、43は直前段反撚RRLとなる。

　24・33・41・42・45・46・49・51・52・58～61は附加条縄文である。49・52・58はＲ２本とＬ２本を附

加したもので、51はＬ２本附加したものと１段Ｒで羽状もしくは菱形施文する。44は異条斜縄文か。

　47は単軸絡条体（撚糸文）で、Ｌを用いる。

　66・67は大木２ａ式である。66は口縁部片で、１段Ｒを地文とし、口唇部に刺突文、半截竹管で山形文

を施す。67は同一個体である。

　68・69は前期末葉縄文系粗製土器である。口縁は外反して立ち上がり、口唇部に横位の結節縄文を施す。

地文は２段RLである。胎土に雲母・長石細粒を含む。

　70は安山岩製の磨石である。扁平な楕円形礫を素材として、表裏両面の平坦面が研磨されている。左側

面は敲打した後に研磨されている。71は珪質頁岩製の削器である。節理面に沿って剥離された厚みのない

剥片を素材として、下面から右側面にかけて急角度の調整加工が施されている。

２．陥穴

　陥穴は22基検出された。特に調査区の西端に集中してみられるが、坂川を東に見下ろす斜面部にも３基

設置されている。

(3)SK007（第2︲236図、図版2︲6）

　調査区の北端、34Ｍ－39グリッド周辺に位置する。長軸3.09ｍ、短軸0.75ｍの長楕円形を呈し、確認面

からの深さは84㎝を測る。長軸方向はＮ－70°－Ｗを指す。床面に深さ８㎝～12㎝の３基のピットを有す

る。遺物は出土していない。

(1)SK002（第2︲236図、図版2︲6）

　調査区の北側、34Ｎ－55グリッドに位置する。長軸2.50ｍ、短軸1.22ｍの長楕円形を呈し、確認面から

第2︲235図　(13)SI001④
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第2︲236図　陥穴①
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(10)SK001
１　暗黄褐色土
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26　黒色土

(10)SK002
１　黒褐色土
２　暗黄褐色土
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の深さは87㎝を測る。長軸方向はＮ－46°－Ｅを指す。底面は平坦で、壁面が緩やかに立ち上がる。遺物

は出土していない。

(1)SK001（第2︲236図、図版2︲6）

　調査区の北側、35Ｏ－50グリッドに位置する。長軸2.79ｍ、短軸0.70ｍの長楕円形を呈し、確認面から

の深さは120㎝を測る。長軸方向はＮ－77°－Ｅを指す。底面は西から東へ緩やかに傾斜している。遺物は

出土していない。

(8)SK001（第2︲236図、図版2︲7）

　調査区の西側、37Ｉ－68グリッドに位置する。北側は調査区外のため、未検出である。長軸1.25ｍ以上、

短軸0.96ｍの長楕円形を呈すると思われる。確認面からの深さは218㎝以上で、下端は湧水のため完掘し

ていない。遺物は出土していない。

(18)SK002（第2︲236図、図版2︲7）

　調査区の西側、38Ｉ－21・31グリッドに位置する。長軸2.90ｍ、短軸0.70ｍの長楕円形を呈し、確認面か

らの深さは103㎝を測る。長軸方向はＮ－９°－Ｗを指す。遺物は出土していない。

(10)SK002（第2︲236図、図版2︲7）

　調査区の中央、39Ｋ－65グリッド周辺に位置する。長軸2.54ｍ、短軸0.80ｍの長楕円形を呈し、確認面

からの深さは143㎝を測る。長軸方向はＮ－38°－Ｗを指す。上端から中段にかけては荒掘り、中段から下

端はおおむね平滑に仕上げられる。遺物は出土していない。

(10)SK001（第2︲236図、図版2︲7）

　調査区の中央、39Ｌ－83・84グリッドに位置する。長軸1.89ｍ、短軸0.47ｍの長方形を呈し、確認面か

らの深さは94㎝を測る。長軸方向はＮ－89°－Ｅを指す。底面は船底状で、平坦面をほとんどもたず、東

側端部は10㎝弱の一段高いテラス状を呈する。壁面は荒掘りのみで、小さな凹凸が多い。遺物は出土して

いない。

(20)SK002（第2︲236･243図、図版2︲7･29･34）

　調査区の西側中央、40Ｉ－13・23グリッドに位置する。長軸1.70ｍ、短軸1.52ｍの楕円形を呈し、長軸方

向はＮ－０°－Ｅを指す。確認面からの深さは187㎝以上あり、完掘していない。南北両端はオーバーハン

グする。

出土遺物　遺物は石鏃２点を図示した。いずれも凹基式無茎石鏃である。１はガラス質黒色安山岩製で、

やや厚みのある剥片が用いられている。２はチャート製で、全面に細かい調整加工が施されている。

(12)SK009（第2︲236図、図版2︲7）

　調査区の西端、41Ｆ－19グリッド周辺に位置する。長軸3.25ｍ、短軸0.57ｍの長楕円形を呈し、確認面

からの深さは77㎝を測る。長軸方向はＮ－10°－Ｅを指す。底面は弓状を呈し、壁が直線的に立ち上がる。

遺物は出土していない。

(12)SK004（第2︲237図、図版2︲7）

　調査区の西端、41Ｇ－17グリッドに位置する。長軸2.62ｍ、短軸0.74ｍの長楕円形を呈し、確認面から

の深さは76㎝を測る。長軸方向はＮ－40°－Ｗを指す。遺物は出土していない。

(12)SK003（第2︲237図、図版2︲7）

　調査区の西端、41Ｇ－26・36グリッドに位置する。(12)SK002の北西1.5ｍの距離にある。長軸3.82ｍ、
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第2︲237図　陥穴②
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１　暗褐色土
２　暗黄褐色土
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４　暗黄褐色土
５a 黄褐色土
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９　黄褐色土
10　暗黄褐色土

(12)SK002～(12)SK007
１　黒褐色土
１′黒褐色土
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短軸1.05ｍの長楕円形を呈し、確認面からの深さは96㎝を測る。長軸方向はＮ－44°－Ｗを指す。底面は

平坦で、丁寧な作りである。遺物は出土していない。

(12)SK005（第2︲237･243図、図版2︲8･34）

　調査区の西端、41Ｇ－29グリッド周辺に位置する。長軸3.90ｍ、短軸1.00ｍの長楕円形を呈し、確認面

からの深さは156㎝を測る。長軸方向はＮ－33°－Ｗを指す。掘り込みが深く、丁寧な作りである。

出土遺物　遺物は中期加曽利Ｅ式土器が出土している。１は地文として２段 LRを施す。

(12)SK013（第2︲237･243図、図版2︲8･34）

　調査区の西端、41Ｇ－32・42グリッドに位置する。長軸4.06ｍ、短軸1.13ｍの長楕円形を呈し、確認面

からの深さは96㎝を測る。長軸方向はＮ－20°－Ｗを指す。覆土下層は急激に埋め戻した可能性がある。

出土遺物　２は後期堀之内式に伴う縄文系粗製土器で、地文として２段 LRを施す。

(12)SK006（第2︲237図、図版2︲8）

　調査区の西端、41Ｇ－33グリッドに位置する。長軸3.55ｍ、短軸0.78ｍの長楕円形を呈し、確認面から

の深さは73㎝を測る。長軸方向はＮ－17°－Ｗを指す。中央よりやや北側を深さ30㎝、径90㎝前後の円形

ないし楕円形の土坑に切られる。底面は小さな凹凸が目立つ。

(12)SK002（第2︲237図、図版2︲8）

　調査区の西端、41Ｇ－37・47グリッドに位置する。(12)SK003の南東1.5ｍの距離にある。長軸3.66ｍ、

短軸1.12ｍの長楕円形を呈し、確認面からの深さは148㎝を測る。長軸方向はＮ－33°－Ｗを指す。底面に

はやや凹凸が残る。

(12)SK007（第2︲237図、図版2︲8）

　調査区の西端、41Ｇ－53グリッドに位置する。長軸3.92ｍ、短軸0.71ｍの長楕円形を呈し、確認面から

の深さは102㎝を測る。長軸方向はＮ－33°－Ｗを指す。壁は中端を設けず直線的に掘り下げられ、底面は

平坦である。遺物は出土していない。

(10)SK003（第2︲238図、図版2︲8）

　調査区の南東、40Ｌ－98グリッド周辺に位置する。(10)SK005から北西へ3.5ｍ、(10)SK004から西へ9.5

ｍの距離にある。南東に谷を望む斜面部にあるため、南半の上端ははっきりしない。長軸2.50ｍ以上、短

軸0.85ｍの不整な長楕円形を呈し、確認面からの深さは141㎝を測る。長軸方向はＮ－33°－Ｅを指す。

(10)SK005（第2︲238図、図版2︲8）

　調査区の南東、41Ｌ－09グリッドに位置する。(10)SK003から南東へ3.5ｍ、(10)SK004から南西へ5.5ｍ

の距離にある。長軸2.36ｍ、短軸0.87ｍの不整な長楕円形で、北西側が特に歪んでいる。長軸方向はＮ－

７°－Ｅを指す。斜面部のため確認面は北から南へ30㎝程傾斜しており、深さは136㎝以上となるが、湧水

のため完掘していない。３層中から遺物が出土している。

(10)SK004（第2︲238図、図版2︲9）

　調査区の南東、40Ｍ－91グリッド周辺に位置する。(10)SK003から東へ9.5ｍ、(10)SK005から北東へ5.5

ｍの距離にある。長軸2.32ｍ、短軸0.92ｍの不整な長楕円形を呈し、長軸方向はＮ－24°－Ｅを指す。確

認面は北から南へ40㎝程傾斜しており、深さは最深部で95㎝を測る。底面南北両端はオーバーハングす

る。遺物は４層下部から出土している。
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第2︲238図　陥穴③

0 4 m(1/80)
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(13)SK020（第2︲238･243図、図版2︲9･34）

　調査区の北端、42Ｊ－77グリッドに位置する。(13)SK008から北へ3.0ｍの距離にある。長軸2.70ｍ、短軸

1.35ｍの長楕円形を呈し、長軸方向はＮ－87°－Ｗを指す。確認面からの深さは176㎝を測る。底面は西か

ら東へ20㎝程傾斜している。

出土遺物　３は黒浜式の胴部片で、地文の原体は不明である。胎土に繊維を含む。

(13)SK025（第2︲238･243図、図版2︲9･34）

　調査区の北端、43Ｋ－13グリッドに位置する。長軸1.70ｍ、短軸0.79ｍの長楕円形を呈し、確認面から

の深さは81㎝を測る。長軸方向はＮ－１°－Ｅを指す。

出土遺物　３点を図示した。いずれも黒浜式の胴部片で、胎土に繊維を含む。使用原体は４・５が附加条

縄文（軸不明＋Ｒ２本）、６は撚り戻しの１段Ｌである。

(13)SK024（第2︲238･243図、図版2︲9･34）

　調査区の北端、43Ｋ－71グリッドに位置する。長軸2.68ｍ、短軸1.44ｍの長楕円形を呈し、確認面から

の深さは195㎝を測る。長軸方向はＮ－９°－Ｅを指す。

出土遺物　２点を図示した。７・８とも黒浜式の胴部片で、胎土に繊維を含む。使用原体は７が２段LR、

８が２段RLである。

３．土坑・焼土遺構

　土坑は33基検出され、調査区の北端、西端、南端の３か所に比較的集中して分布する。焼土遺構は調査

区の北東端から１基検出された。周囲に遺構はみられず、単独での検出となった。

(3)SK017（第2︲239図、図版2︲9）

　調査区の北端、34Ｍ－07グリッドに位置する。(3)SI008から北へ0.3ｍ、(3)SK016から北東へ1.4ｍの距離

にある。長軸0.77ｍ、短軸0.63ｍの不整形で、確認面からの深さは66㎝を測る。遺物は出土していない。

(3)SK016（第2︲239図、図版2︲9）

　調査区の北端、34Ｍ－07グリッド周辺、(3)SK008の北西隅に位置する。長軸0.95ｍ、短軸0.58ｍの不整

形で、確認面からの深さは76㎝を測る。(3)SK016と (3)SK017はよく似た形状を呈しているが、土坑とし

ての特徴ははっきりせず、木根の可能性も考えられる。

(3)SK018（第2︲239図、図版2︲9）

　調査区の北端、34Ｍ－27グリッド、(3)SI009の西１ｍに位置する。長軸1.20ｍ、短軸0.78ｍ、東西２基の

ピットが繋がるような形状を呈するが、両ピットの新旧関係は不明である。確認面からの深さは西側の

ピットが63㎝、東側のピットが52㎝、中央部分が33㎝である。遺物は縄文土器片が１点出土している。

(3)SK010（第2︲239図、図版2︲9）

　調査区の北端、34Ｎ－12グリッドに位置する。長軸1.25ｍ、短軸1.21ｍの不整な楕円形を呈し、確認面

からの深さは54㎝を測る。遺物は出土していない。

(3)SK011（第2︲239図、図版2︲10）

　調査区の北端、34Ｎ－20グリッド周辺に位置する。長軸2.57ｍ、短軸1.07ｍの長楕円形を呈し、長軸方

向はＮ－65°－Ｗを指す。確認面からの深さは30㎝と浅い。底面には凹凸がみられ、北から南へ２㎝～７

㎝程傾斜している。遺物は出土していない。
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(3)SK017
１～４　黒褐色土
５～８　褐色土

(3)SK018
１　暗褐色土
２　暗褐色土
３　褐色土
４　暗褐色土
５　褐色土

(3)SK016
１～３　黒褐色土
４　褐色土
５～７　黒褐色土

(3)SK011
１～５　暗褐色土
６　暗黒褐色土
７・８　暗褐色土
９・10　暗黒褐色土

(3)SK012
１～３　黒褐色土
４　褐色土
５　黒色土
６　褐色土

(3)SK015
１　暗褐色土
２～５　褐色土
６　暗褐色土

(3)SK010
１・２　暗褐色土
３・４　暗黒褐色土
５～７　暗褐色土
８　褐色土

(3)SK013
１　黒色土
２・３　褐色土
４　黒褐色土
５　褐色土
６～８　黒褐色土
９　褐色土

第2︲239図　土坑①
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(3)SK013（第2︲239図、図版2︲10）

　調査区の北端、34Ｎ－82グリッド周辺に位置する。長軸1.38ｍ、短軸0.77ｍの不整な楕円形を呈し、確

認面からの深さは50㎝を測る。東西に２基のピットがあり、底面からそれぞれ35㎝、43㎝の深さを有する。

縄文土器片に混じり、近世の銭貨が出土しているため、近世の土坑の可能性もある。

(3)SK012（第2︲239図、図版2︲10）

　調査区の北端、34Ｎ－94グリッドに位置する。長軸1.37ｍ、短軸0.75ｍの長楕円形を呈し、長軸方向は

Ｎ－52°－Ｗを指す。確認面からの深さは49㎝を測り、底面は南から北へ傾斜している。

(3)SK015（第2︲239図、図版2︲10）

　調査区の北端、34Ｎ－95グリッドに位置する。下層確認調査中に検出したため、上端の南半部分は残っ

ていない。長軸1.70ｍ、短軸1.26ｍの不整な楕円形を呈し、確認面からの深さは62㎝を測る。

(3)SK014（第2︲240図、図版2︲10）

　調査区の北端、35Ｎ－91グリッドに位置する。南半は調査区外となる。南北1.15ｍ以上、東西1.56ｍの

楕円形を呈し、確認面からの深さは36㎝を測る。根等による撹乱の可能性もあるが、縄文土器片を多く出

土したため、縄文時代の土坑とした。

(18)SK003（第2︲240図、図版2︲10）

　調査区の西側、38Ｉ－73グリッドに位置する。長軸1.36ｍ、短軸1.20ｍの楕円形を呈し、確認面からの深

さは22㎝を測る。

(18)SK004（第2︲240図、図版2︲10）

　調査区の西側、38Ｊ－10グリッドに位置する。(18)SK005から北へ0.5ｍの距離にある。長軸2.03ｍ、短軸

1.16ｍの長楕円形を呈し、長軸方向はＮ－47°－Ｗを指す。確認面からの深さは17㎝と浅い。

(18)SK005（第2︲240図、図版2︲10）

　調査区の西側、38Ｊ－10・20グリッドに位置する。長軸2.40ｍ、短軸2.18ｍの楕円形を呈し、確認面から

の深さは105㎝を測る。断面の形状は擂り鉢形に近い。

(18)SK001（第2︲240･243図、図版2︲11･34）

　調査区の西側、39Ｇ－58グリッドに位置する。径1.12ｍの円形を呈し、確認面からの深さは17㎝と浅い。

縄文時代前期の土器を出土している。

出土遺物　２点を図示した。11・12とも黒浜式で、胎土に繊維を含む。11は地文に１段Ｌを施した口縁部

片、12は調整痕のみの底部で、上げ底となる。

(12)SK001（第2︲240･243図、図版2︲11･34）

　調査区の西端、39Ｈ－40・41グリッドに位置する。径36㎝のピット状の掘り込みである。確認面からの

深さは47㎝を測る。ピット内に焼土を多量に含む土が充填されていたが、壁面が焼けていないことから、

ピットに焼土を廃棄したものと思われる。また、周辺に同様の遺構が検出されないため、現状では単独の

ピットと考えられる。

出土遺物　２点を図示した。13は黒浜式の胴部片で、使用原体は２段 LR、胎土に繊維を含む。14は称名

寺式の把手である。

(12)SK020（第2︲240図、図版2︲11）

　調査区の西端、40Ｆ－93グリッドに位置する。長軸0.83ｍ、短軸0.75ｍの楕円形を呈し、確認面からの
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１　暗褐色土
２　暗褐色土　ローム粒子多

(18)SK005
１　暗褐色土
２　褐色土
３　褐色土　ローム塊多
４　褐色土
５　暗褐色土　ローム塊多
６　暗褐色土

(18)SK004
１　暗褐色土
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深さは15㎝と浅い。

　南東0.12ｍに (12)SK021がある。２基とも壁面は直線的に立ち上がり、底面は雑で凹凸している。

(12)SK021（第2︲240図、図版2︲11）

　調査区の西端、40Ｆ－93グリッドに位置する。長軸1.07ｍ、短軸0.90ｍの楕円形を呈し、確認面からの

深さは30㎝を測る。

(12)SK012（第2︲241･243図、図版2︲11･34）

　調査区の西端、41Ｆ－28グリッド周辺に位置する。東へ1.2ｍの距離に (12)SK011がある。長軸1.31ｍ、

短軸1.22ｍの楕円形を呈する。確認面からの深さは52㎝で、周辺に点在する同規模の土坑に比べるとやや

深さがある。底面はほぼ平坦で、壁面が垂直に立ち上がる。１層から３層にかけて、縄文時代中期の土器

片等が出土したが、細片が多く、土坑がある程度埋まった段階で二次的に投棄されたものと考えられる。

出土遺物　８点を図示した。15～22は称名寺Ⅰ式である。15～17・22は縄文系粗製土器、18～21は磨消縄

文で意匠を描く精製土器である。使用原体は、精製土器が２段 LR、粗製土器が２段RLを用いている。

(12)SK011（第2︲241･243図、図版2︲11･34）

　調査区の西端、41Ｆ－29グリッドに位置する。(12)SK012の東に隣接し、南東4.5ｍの距離には (12)

SK010がある。径1.04ｍの円形を呈し、確認面からの深さは20㎝と浅い。底面はほぼ平坦だが、周縁部が

やや高くなる。

出土遺物　３点を図示した。23は加曽利ＥⅣ式の胴部片で、微隆線を貼付後、２段 LRを施す。24・25は

浮島式ないし興津式の胴部片で、ハマグリによる波状貝殻文を施す。

(12)SK022（第2︲241図、図版2︲11）

　調査区の西端、41Ｆ－37・47グリッドに位置する。径0.80ｍの円形を呈する。深さは16㎝であるが、下

層調査中に検出したため、確認面が下がっており、本来はもう少し深かったと思われる。壁面・底面と

も凹凸が残り、整形・仕上げを施した様子はみられない。時期決定可能な遺物は出土していないが、(12)

SK010～ (12)SK012と形状が同じことから、縄文時代の遺構と考えられる。

(12)SK010（第2︲241図、図版2︲11）

　調査区の西端、41Ｇ－20グリッドに位置する。径0.97ｍの円形で、確認面からの深さは31㎝を測る。底

面はほぼ平坦で、壁面が垂直に立ち上がる。

(12)SK008（第2︲241図、図版2︲12）

　調査区の西端、41Ｇ－33グリッド周辺に位置する。(12)SK006の南端から東へ0.45ｍの距離にある。長軸

1.04ｍ、短軸0.73ｍの楕円形を呈し、確認面からの深さは17㎝と浅い。壁面・底面とも雑な仕上げで、凹

凸が残る。

(13)SK028（第2︲241･243図、図版2︲12･34）

　調査区の北端、42Ｈ－55グリッド周辺に位置する。長軸1.41ｍ、短軸1.19ｍの楕円形を呈し、確認面か

らの深さは27㎝を測る。縄文時代晩期の土器が出土している。

出土遺物　３点を図示した。いずれも安行３ｃ式の胴部片で、26は弧線文を横位に施した精製土器、27・

28は器面調整痕のみの粗製土器である。

(13)SK009（第2︲241図、図版2︲12）

　調査区の北端、42Ｊ－19グリッドに位置する。長軸1.01ｍ、短軸1.76ｍの楕円形を呈し、確認面からの深
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第2︲241図　土坑③
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(12)SK012
１　暗褐色土　ローム粒・焼土粒含
１′暗褐色土　黒色土塊混入
２　黒褐色土
３　暗黄褐色土
４　暗褐色土
５　暗黄褐色土

(12)SK010・(12)SK011
１　黒褐色土
１′褐色土
２　暗褐色土
３　暗黄褐色土

(12)SK008
１　暗褐色土
２　暗黄褐色土

(13)SK009
１　暗黒色土
２　黄黒色土
３　黄褐色土

(13)SK021
１　暗黒色土
２　黄褐色土
３　黄褐色土
４　暗褐色土

(13)SK005・(13)SK008
１　黒色土
２　暗黒色土
３　黄褐色土
４　黄色土
５　黄褐色土
６　褐色土
７　黄黒色土
８　黒色土
９　暗褐色土
10　暗褐色土

(13)SK028
１　暗褐色土
２　黒褐色土
３　黒褐色土
４　黄褐色土

(12)SK022
１　黒褐色土
２　褐色土
３　暗黄褐色土
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さは45㎝を測る。遺物は出土していない。

(13)SK005（第2︲241･243図、図版2︲12･34）

　調査区の北端、42Ｊ－86グリッド周辺に位置する。(13)SK008の北東に隣接する。当初、本遺構と (13)

SK008は同一遺構と考え調査を進めていたが、別遺構と判断した。土層の堆積状況から (13)SK008の方が

新しいと考える。長軸2.16ｍ、短軸2.00ｍの不整形を呈し、確認面からの深さは71㎝を測る。覆土中から

縄文土器が出土している。

出土遺物　３点を図示した。29・30は黒浜式の胴部片で、胎土に繊維を含む。使用原体は29が附加条縄文

（軸不明＋Ｌ２本）、30は２段 LRである。31は前期末葉縄文系粗製土器である。胎土に雲母・長石を含み、

地文に１段Ｌを用いる。

(13)SK008（第2︲241図、図版2︲12）

　調査区の北端、42Ｊ－96グリッド周辺に位置する。(13)SK005の南に隣接し、(13)SK005より新しい。長

軸1.75ｍ、短軸1.03ｍの不整な長楕円形を呈し、確認面からの深さは71㎝を測る。覆土中から縄文土器が

出土している。

(13)SK021（第2︲241･243図、図版2︲12･34）

　調査区の北端、42Ｋ－68グリッドに位置する。長軸1.90ｍ、短軸1.15ｍの不整形を呈し、西端はオーバー

ハングする。確認面からの深さは67㎝を測る。床面から土器片１点が出土している。

出土遺物　32は後期安行式の細線文系粗製土器で、地文条線を施す。

(13)SK006（第2︲242図、図版2︲12）

　調査区の北端、43Ｊ－33グリッドに位置する。径0.86ｍの不歪な円形を呈する。底面がはっきりしなかっ

たため、地山層まで掘り下げ、底面とした。確認面からの深さは40㎝である。遺物は出土していない。

(13)SK002（第2︲242図、図版2︲12）

　調査区の北端、43Ｊ－45グリッドに位置する。南へ0.3ｍの距離に (13)SK003がある。長軸1.86ｍ、短軸

1.47ｍの不整形を呈し、確認面からの深さは47㎝を測る。底面には凹凸がみられる。

(13)SK003（第2︲242図、図版2︲12）

　調査区の北端、43Ｊ－45グリッドに位置する。北に (13)SK002が隣接する。長軸0.97ｍ、短軸0.71ｍの楕

円形を呈し、確認面からの深さは24㎝を測る。

(13)SK004（第2︲242図、図版2︲13）

　調査区の北端、43Ｊ－53グリッドに位置する。長軸1.70ｍ、短軸1.59ｍの円形を呈し、確認面からの深さ

は36㎝を測る。覆土中から土器が出土している。

(13)SK027（第2︲242･243図、図版2︲34）

　調査区の北端、43Ｋ－46グリッド、(13)SI001の西端に位置する。長軸1.40ｍ、短軸0.95ｍの不整な楕円

形を呈する。確認面からの深さは50㎝、(13)SI001の床面からの深さは29㎝である。

出土遺物　２点を図示した。33・34とも黒浜式の胴部片で、胎土に繊維を含む。使用原体は33が２段LR（０

段多条）、34は附加条縄文か。

(13)SK026（第2︲242図、図版2︲13）

　調査区の北端、43Ｋ－81グリッド、(13)SK024の北西1.5ｍに位置する。長軸1.73ｍ、短軸1.04ｍの長楕

円形を呈し、長軸方向はＮ－62°－Ｅを指す。確認面からの深さは52㎝を測る。
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第2︲242図　土坑④
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(13)SK002・(13)SK003
１　黒色土
２　黄黒色土
３　黄色土
４　暗黄色土

(13)SK004
１　黒褐色土
２　暗褐色土
３　黄黒色土

(13)SK027
１　黄褐色土
２　暗黄褐色土
３　黄色土
４　暗黒色土
５　暗褐色土
６・７　褐色土(カクラン)
８　黄褐色土

(13)SK026
１　暗褐色土
２　黄褐色土
３　暗黒色土
４　黄褐色土

(13)SK001
１　暗黄褐色土
２　暗褐色土
３　黄褐色土

(1)SL006
１　赤褐色土　焼土
２　暗褐色土
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(13)SK001（第2︲242図、図版2︲13）

　調査区の北端、43Ｊ－20グリッド周辺に位置する。長軸2.30ｍ、短軸1.07ｍの長楕円形を呈し、長軸方向

はＮ－82°－Ｅを指す。確認面からの深さは29㎝を測る。

(1)SL006（第2︲242図、図版2︲13）

　調査区の北東、35Ｐ－18・28グリッドに位置する焼土遺構である。長軸1.37ｍ、短軸1.14ｍの楕円形を

呈し、確認面からの深さは16㎝と浅い。

４．グリッド出土の縄文土器（第2︲244図1～第2︲250図210、図版2︲34～38）

　本遺跡から出土した遺物の内、遺構に伴わないものをグリッド出土遺物として扱った。今回の調査では

前期関山式から晩期安行式まで断続的に出土しているが、主体は遺構の帰属時期である黒浜式を中心とし

た前期中葉土器群である。出土遺物の説明に際し、便宜的に前期、中期、後期、晩期の４群に大別し、各

群を土器型式に準じて細別した。

第１群１類　関山Ⅱ式土器（第2︲244図1～3）

　１は半截竹管の内側を用いて意匠を描く。２・３はコンパス文を施すもので、３の地文は２段RLを用

いる。

第１群２類　有尾系土器（第2︲244図4～25）

　４～25は黒浜式土器に伴う「有尾系土器」である。このうち、４～11・16～20は爪形文で菱形文を描く。

４は文様帯が比較的狭小で、地文に２段RLを施す。胴部片の18・19は胴部中位に鍔状隆帯を貼付する。

地文は、19が附加条縄文（軸Ｌ＋Ｒ２本）、20も附加条縄文（軸 LR＋Ｒ２本）で羽状施文している。12

～15・21～25は半截竹管を用いた平行沈線で菱形文を描く。21の地文は２段RLを用いる。

第１群３類　黒浜式土器（第2︲245･246図26～85）

　26～85は黒浜式土器で、地文のみ、ないし地文部分の破片である。使用原体は26・31・33・46・49・

62・63が１段Ｌ、29・34・39・40・64・66・81が１段Ｒ、32・38・50・51は１段Ｌと１段Ｒで羽状施文し

ている。30・35・36・54・83・84は２段 LR、27・28・37・41・43～45・55・82は２段 RLが施される。

　附加条縄文のうち、57・59・65・79は（軸不明＋Ｌ２本）、60・61は（軸不明＋Ｒ２本）、42は軸 LRに

ℓ２本附加している。47・48・53・67・68・71・73～78・80は附加条縄文を用いて菱形文もしくは羽状施

文するものである。47は（軸 RL＋Ｌ２本／軸不明＋Ｒ１本）、68・80は（軸不明＋Ｌ２本）、77は（軸Ｒ

＋Ｒ２本／軸Ｌ＋Ｌ２本）、76は（軸不明＋Ｌ１本／軸不明＋Ｒ１本）、48・53・67・71・73～75・78は（軸

不明＋Ｌ２本／軸不明＋Ｒ２本）である。56・60・70は撚糸Ｒ、58・69・72は撚糸Ｌを用いる。

　79～85は底部で、80・81・83～85が上げ底、そのほかは平底であろう。

第１群４類　大木２ａ式土器（第2︲246図86）

　口縁部に複列の円形刺突列、隆線の下に鋸歯文を施す。

第１群５類　浮島式・興津式土器（第2︲246･247図87～107）

　87～91は同一個体で、小波状を呈する深鉢形土器である。波頂部から隆線を垂下させ、刻みを施す。こ

れを起点に半截竹管による爪形文や波状文を施文する浮島Ⅰｂ式である。92はいわゆる「まばらな撚糸文」

と呼ばれる附加条縄文（軸不明＋Ｌ１本）を地文とする浮島Ⅰａ式である。

　93～95は同一個体で、平縁深鉢の口縁部片である。口縁下に凹凸文を３段施す。96は刺突文を施した口
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第2︲243図　陥穴・土坑出土遺物
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縁部片で、浮島Ⅱ式に相当する。

　97は竹管で意匠を施したもので、浮島Ⅲ式か。98は口唇部に斜位の条線帯、胴部に波状貝殻文を施す。

99は波状貝殻文を施した胴部片、100～102は貝殻腹縁文を施した胴部片である。103は三角文を横位に重

畳施文したもので、以上は浮島Ⅲ式である。

　104は波状口縁深鉢の口縁部片である。波頂部の口唇上に粘土紐貼付による山形文、胴部にスパンの細

かな貝殻腹縁文を施すもので、興津Ⅰ式土器である。

　105～107は浮島式・興津式の底部である。

第2︲244図　グリッド出土土器①
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第2︲246図　グリッド出土土器③
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第１群６類　前期末葉縄文系粗製土器（第2︲247図108～116）

　108は小波状を呈する深鉢で、波頂部の口唇上に４か所の刻みを施す。口縁以下は結節縄文を地文とす

る。109は横走する結節縄文を施した平縁深鉢の口縁部片である。110・111は結束による羽状縄文を施し

たもの、112～116は横走する結節縄文を地文とする胴部片である。

第２群１類　阿玉台式土器（第2︲247･248図117～133）

　117～125は口縁部片である。117は波頂部が大きく発達し、口縁のみならず波頂部を回るように有節線

文を施す。118・119は内稜が発達し、有節文と刻目文が施される。120は隆起線と有節線文で意匠を描く。

これらは阿玉台Ⅰｂ式である。121は有節線文で意匠を施したもので、阿玉台Ⅰｂ～Ⅱ式に比定される。

122は平縁深鉢で、隆起線で区画文を構成し、角押文を施すもので、阿玉台Ⅰｂ式である。123は突起を起

点に隆起線で区画文を構成し、有節線文を施す。124・125は有節線文を施したもので、これらは阿玉台Ⅰ

ｂ～Ⅱ式である。

　126～131は胴部片である。126は隆起線による区画文内に有節線文を施すもので、阿玉台Ⅱ式か。127は

隆起線と刻目文、128は隆起線脇に単列の有節線文を沿わせるもので、これらは阿玉台Ⅰｂ式である。129

～131は複列の有節線文で三角文を描く。阿玉台Ⅱ式である。

　132・133は同一個体である。地文縄文２段RLを施文後、口縁下に単列の爪形文、その下に複列の「ペ

ン先状連続押圧文」を施すもので、勝坂式の影響を受けた土器群である。

第２群２類　勝坂式土器（第2︲248図134）

　134は勝坂式で、オリジナルではないが、勝坂Ⅴ式に相当しよう。

第２群３類　中期中葉末～後期初頭（第2︲248図135）

　135は中期中葉末～後期初頭に位置づけられる土器の口縁部片である。口唇部に刻み、口縁部に条線が

充填される。

第２群４類　加曽利Ｅ式土器（第2︲248図136～161）

　136～138はキャリパー形深鉢で、胴部磨消懸垂文を施す。加曽利ＥⅡ式～ＥⅢ式に比定される。使用原

体はいずれも２段RLで、136・138は前々段多条である。

　139～155は加曽利ＥⅢ式（古）である。139・140は波状縁深鉢の口縁部片で、139が２段 LR、140が「正

反の合」を区画内に施文する。141～143は「意匠充填系土器」で、「沈文系意匠充填系土器」である。142

は２段 LR、ほかは２段RLを充填する。144・147～152は「横位連携弧線文土器」で、149が前々段多条

の２段 LR、ほかは２段RLを施文する。145・146は胴部一体型施文で、磨消縄文で逆Ｕ字状文を描く。

ともに２段 LRを使用している。

　153は口縁下に沈線を廻らし、以下に地文縄文を施した粗製土器である。使用原体は反撚 LLである。

154・155は条線文系粗製土器である。

　156は加曽利ＥⅣ式である。微隆線を描線とし、２段 LRを施文する。

　157～161は底部である。157はキャリパー形深鉢のもので、使用原体は２段 LRである。時期的には159

を除き加曽利ＥⅢ式に相当する。

第３群１類　称名寺式土器（第2︲249図162～195）

　195を除き、磨消縄文で意匠を描く精製土器で、称名寺Ⅰ式に位置づけられる。163・164はいわゆる「隆

帯垂下類型」である。168・169・189・190は文様描線に沈線と円形刺突を用いるもの、191・192は意匠内
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第2︲247図　グリッド出土土器④
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第2︲248図　グリッド出土土器⑤
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第2︲249図　グリッド出土土器⑥
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に円形刺突文を施すものである。器形的には深鉢を主とするが、193・194のような注口付ないし壺形を含

む。使用原体は２段 LRもしくは２段RLがほとんどで、183のみ０段多条の１段Ｌである。

　195は沈線で意匠を描くもので、これのみ称名寺Ⅱ式に位置づけられる。

第３群２類　堀之内式土器（第2︲249･250図196～200）

　地文縄文に沈線で意匠を施す196・197は堀之内１式に位置づけられる。

　198～200は堀之内２式精製土器である。198は口縁下に紐線を１条貼付し、無文部を介在して磨消縄文

で意匠を描く。口縁内面には地文２段RL施文後、２条の内沈線を施す。199は底部、200は器形のわかる

資料である。口縁に向かって外反気味に立ち上がり、口縁端部は内側に屈曲する。屈曲部との境に１条の

紐線を廻らし、縦位の８の字状貼付文を施す。無文部を介在して磨消縄文で意匠を描き、屈曲した口縁部

には沈線で意匠を施す。施文工程は意匠→縄文充填→磨消となる。使用原体は２段 LRである。

第2︲250図　グリッド出土土器⑦
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第３群３類　加曽利Ｂ式土器（第2︲250図201～204）

　201は磨消縄文で意匠を描く精製深鉢で、加曽利Ｂ２式に位置づけられる。202はくびれ部に刻みを廻ら

し、胴部文様に磨消縄文を用いる精製深鉢である。ともに使用原体は２段LRである。203・204は条線を

施したものである。202～204は加曽利Ｂ３式に位置づけられる。

第３群４類　後期安行式土器（第2︲250図205・206）

　205は意匠の起点に「双刺押瘤（ブタ鼻状貼付文）」を施したもので、安行２式の精製深鉢である。使用

原体は２段RLである。206は胴部中位に刻文帯を廻らし、条線を地文とするものである。

第４群　晩期安行式土器（第2︲250図207～210）

　207は沈線で意匠を描き、意匠内に米粒状の列点を充填するもので、三角形状の区画内に三叉文を施す。

208・209も沈線で意匠を描くもので、207～209は安行３ｃ式精製土器に位置づけられる。

　210は紐線文系粗製土器であるが、飾られるタイプである。紐線上に２段RLを施し、頸部には沈線が

数条垂下する。安行３ａ～３ｂ式に位置づけられる。

５．グリッド出土の縄文石器（第2︲251～253図、図版2︲30･31）

　遺構に伴わないものをグリッド出土遺物として扱った。グリッド出土の縄文土器が、黒浜式を中心とし

た前期中葉土器群であることから、グリッド出土の縄文石器も前期中葉を主体とするものと思われる。

　１～９は石鏃である。すべて凹基無茎鏃である。脚部の抉りは、１・５～７が深く、２・３がやや浅

く、基部の抉りは深いものが主体を占める。４の脚部は破損しているため形状が不明である。１～３の脚

部の左右の大きさが異なっており、破損率の高い脚部は再生加工が行われたものと思われる。片側の脚部

のみが残存している６～８については、残存する脚部が細くなっており、繰り返し再生加工が行われ、片

側の脚部が破損することにより廃棄されたものと思われる。

　10は微細剥離痕のある剥片である。良質の珪質頁岩が用いられ、下部と右側面に微細剥離痕が見られる。

　11～19は打製石斧である。撥形が11、分銅形が12～14、短冊形が15～19である。11は大型の厚みのある

剥片を素材として、下部の縁辺は鋭利な形状を呈している。12は完形品で、器体上半部から中央部にかけ

て擦痕が見られる。13・14は器体中央部から破損している。15～17は完形品。15については、石器再生が

行われ小型化している。16・17の刃部付近に擦痕が見られる。18・19は破損している。

　20～25は磨製石斧である。20・22は乳棒状磨製石斧、21は定角式磨製石斧である。23～25は刃部の一部

が残存しているため、全体形状が不明である。20は刃部が左右非対称であり、刃部再生が行われたものと

思われる。21は刃部に線状の擦痕が残されている。22は刃部が破損している。

　26～28は磨石である。扁平な楕円形礫が用いられている。26は破損品で、完形品は非常に大型であった

ものと思われる。平坦面は磨痕が顕著で、側面は敲打した後に研磨されている。27は完形品で、平坦面に

は、多方向からの研磨が見られる。28は破損品で、26と同様に完形品は大型であったものと思われる。平

坦面は研磨され、側面は敲打された後に研磨されている。

　29～32は敲石である。29～31は扁平な楕円形礫が用いられており、器体の中央部付近から破損している。

側縁は敲打した後に研磨されている。平坦面中央部付近は敲打され凹み痕が見られる。凹石として分類し

た34・35と形態的に類似している。32は卵状の礫を素材として、平坦面と側面の５か所に敲打痕が見られ

る。
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第2︲251図　グリッド出土縄文石器①

1 38K-48-1
石鏃
黒曜石
2.03g

40L-11-62
石鏃
黒曜石
0.34g

36P-71-2
打製石斧
ホルンフェルス
99.21g

(13)表採
微細剥離痕のある剥片
珪質頁岩
8.74g

43K-68-2
石鏃
黒曜石
1.55g

38J-65-1
石鏃
チャート
1.09g

41G-20-2
石鏃
チャート
1.11g

40K-28-10
石鏃
チャート
0.34g

40L-26-12
石鏃
流紋岩
0.36g

39J-14-2
石鏃
チャート
2.81g

(1)4T-1
(34M～34Oグリッド)
石鏃
チャート
1.12g

2 3 4
5

6

7 8
9 10

13

36P-81-1
打製石斧
安山岩
113.46g

14

35N-13-6
打製石斧
ホルンフェルス
103.61g35N-26-9

打製石斧
ホルンフェルス
182.09g

41F-18-2
打製石斧
ホルンフェルス
47.48g

(1)1T-1
(35M～35Oグリッド)
打製石斧
ホルンフェルス
129.82g

(1)1T-1
(35M～35Oグリッド)
打製石斧
砂岩
166.70g

12

11

15

※1～10

※11～17

16 17

0 10cm(1/2)

0 5cm(2/3)
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第2︲252図　グリッド出土縄文石器②

18 41L-83-1
打製石斧
ホルンフェルス
113.0g

19 35N-23-4
打製石斧
緑色凝灰岩
23.72g

20
(1)2T-1
(34M・35N・35Oグリッド)
磨製石斧
緑色凝灰岩
418.52g

22 42K-48-1
磨製石斧
緑色凝灰岩
134.42g

21 39H-14-2
磨製石斧
蛇紋岩
110.13g

23 (1)2T-3
(34M・35N・35Oグリッド)
磨製石斧
ホルンフェルス
17.76g

24

25

26

(1)8T-1
(35P-19 ・29・39グリッド)
磨製石斧
緑色凝灰岩
12.65g

(2)21T-2
(39Hグリッド)
磨石
流紋岩
1260.00g

27

28

(2)42T-1
(40Gグリッド)
磨石
砂岩465.97g

43J-37-1
磨石
安山岩
204.78g

(10)SD001-4
(38L・39L・39Mグリッド)
磨製石斧
砂岩
36.03g

0 10cm(1/2)
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29 41F-18-2
敲石
安山岩
246.86g

30

31

(5)3T-1
(36Oグリッド)
敲石
砂岩
190.05g

(2)43T-2
(39Gグリッド)
敲石
安山岩
422.93g

32 39J-06-2
敲石
砂岩
156.45g

33 (2)43T-2
(39Gグリッド)
凹石
安山岩
385.64g

34 (18)T2-3
(38I-20・21グリッド)
凹石
安山岩
506.65g

35 (12)SK016-2
(41F-15グリッド)
凹石
安山岩
645.00g

36 40F-74-1
凹石
安山岩
311.22g

0 10cm(1/2)

第2︲253図　グリッド出土縄文石器③
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　33～36は凹石である。顕著な凹み痕が見られるものを凹石として分類した。いずれも側縁は敲打した後

に研磨されている。敲石として分類した29～31と形態的に類似する。33・34は破損品で、大型の厚みのあ

る円礫が用いられている。表面中央部に凹み痕が見られる。35は完形品である。扁平な楕円形礫が用いら

れ、表裏両面の平坦面中央部に凹み痕が見られる。36は多孔質の安山岩が用いられている。凹み痕は、表

面に６か所、左側面に１か所見られる。裏面は大きく湾曲した面が研磨されている。石皿を転用したもの

である可能性が高い。

第４節　近世

　近世の遺構として溝１条、野馬堀・土手２条、シシ穴９基、火葬墓１基、土坑６基が検出された。これ

らの遺構は、遺跡調査範囲の中央を北西から南東へ向かう野馬堀、調査範囲西端を北東から南西へと向か

う野馬堀・土手の周辺におもに分布していた。広い調査範囲のほかの部分から、近世の遺構はほとんど検

出されず、野馬堀・土手、シシ穴、土坑の一体性ないしは関連性が見受けられた。

　出土した近世の遺物は僅少で、寛永通宝などの古銭と陶磁器片だけであった。

１．溝・野馬堀

　北西から南東へ走る溝１条が、調査範囲北側で検出された。検出された溝のすべてを掘り下げるのでは

なく、上層の確認トレンチで位置を把握できた部分の一部を掘り下げた。調査範囲の中央を北西から南東

へ並行して走る２条の野馬堀が検出された。この野馬堀と調査範囲西端で検出された野馬堀・土手につい

ても、すべてを掘り下げるのではなく、部分的に掘り下げて調査した。

(1)SD004溝（第2︲254図、図版2︲13）

　調査区北側を北西から南東へ向かって走り、34Ｏ、35Ｏ、36Ｏ、36Ｐ、37Ｐグリッドに位置する。第１次

と第５次に調査された。溝をすべて掘り下げるのではなく、上層の確認トレンチで溝の長さや方向を把握

した。確認できた溝の長さは約150ｍ、幅は1.0ｍ～1.5ｍだった。溝の南北端および中央やや南側、つま

りＡ、Ｂ、Ｃの３か所の地点で溝を掘り下げた。Ａ地点では溝の深さが約20㎝と浅かったが、Ｂ地点とＣ

地点では深さが約50㎝であった。またＢ地点とＣ地点の溝覆土の大半は暗黒褐色土の単独土層で、最下層

は硬質だった。土層観察から、溝は比較的短期間に埋没し、埋まる前に底部は踏み固められていた可能性

も考えられる。

　溝の南東側は台地縁辺の斜面となり、溝の痕跡は確認できなかった。溝は台地上にのみ掘られていた可

能性がある。また踏み固められたような硬い土層が底部で検出されたことから、本遺構の性格は地境を兼

ねた道のような溝であったと思われる。

(8)SD001・(12)SD001野馬堀・土手（第2︲255～258図、図版2︲13）

　調査区中央から南側の西端を北東から南西へ、37Ｇ、37Ｈ、38Ｇ、38Ｈ、39Ｆ、39Ｇ、40Ｆ、41Ｅ、41Ｆグ

リッドに位置する。長さ約200ｍにわたり、野馬堀の左右両側に野馬土手が構築されていた。西側に小道

が通り、所々野馬堀・土手を横断できるようになっていた。北側半分を第８次に調査して遺構番号を (8)

SD001、南側半分を第12次に調査して遺構番号を (12)SD001とした。野馬堀・土手のすべてを発掘して調

査したのではなく、トレンチを数か所設置して、土層断面から堀と土手の構築状況などを観察した。

　北側半分約100ｍの部分が (8)SD001である。調査区中央西端の北側から、南西へと湾曲している。野

馬堀・土手の北端付近には、地形のややくぼんだ堀は見受けられるが、野馬土手の高まりが一部切れて
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いる。幅２ｍのトレンチをＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５か所に設定して土層観察を行なった。北端に近いＡ

地点で、堀の幅は底面で約0.7ｍ、上面で約3.0ｍ、深さは1.1ｍ～1.4ｍで、堀の斜面は緩やかな角度だっ

た。土手の高まりは約0.4ｍで、際立った角度で立ち上がるのではなく、周囲に流れるような緩やかな斜

面だった。堀と土手を合わせると緩やかな斜面を構成していた。堀の両側で、黒褐色土の旧表土上に褐色

土や暗褐色土の盛土が堆積していた。堀を掘った土を両側に排土して、土手を構築したと思われる。

　ほかの地点のトレンチでも、Ａ地点と同じような土層堆積が見受けられ、堀を掘って排土で土手を造っ

第2︲254図　(1)SD004

34O-00
34Q-00

36O-00
36Q-00

38O-00
38Q-00

A

C

B

(1)SD004

A A′

A A′

20.50m

B B′

B B′

20.90m

C C′

C C′

20.90m

3

1
2

3

1

2

3

1

2

(1)SD004　A-A′
１　暗褐色土　表土
２　褐色土　ローム細粒多
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たと思われる。Ｂ地点では堀と土手の斜面がやや急角度であったが、ほかの地点ではＡ地点と同様に緩や

かな斜面だった。

　北端から南側約60ｍの地点で堀も土手も切れ、野馬堀・土手を横断する道が通っていた。図示した北端

から北側へ、野馬堀・土手が調査区外にも連続して存在するかどうかは、調査区北側が工場敷地となって

いたため、確認できなかった。南側はそのまま (12)SD001に連続している。

　南側半分約100ｍが (12)SD001である。北側の (8)SD001から続き、ほぼ直線状に北東から南西へ伸びて

いる。北側の (8)SD001では堀の両側に土手があったが、南側の (12)SD001ではおもに堀の西側、つまり片

側にのみ土手が見受けられた。Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊの５か所にトレンチを設定して土層を観察した。

　Ｆ地点の土層断面をみると、堀の底部は平坦でなく、緩い角度の尖底であった。堀の幅は上面で約3.3

第2︲256図　(8)SD001②
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(8)SD001 
１　褐色土　ローム多（盛土）
２　黒褐色土
３　暗褐色土　ローム粒少含
４　黒褐色土　旧表土
５　暗褐色土
６・６′黒褐色土　ローム粒僅含
７　黒褐色土　ロームブロック僅含
８　黒褐色土　ロームブロック少含
９　暗褐色土　ローム粒多含
10　黒褐色土　ローム粒僅含
11　黒褐色土　ローム多含　　
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ｍだった。堀の西側に明確に識別できるほどの土手の盛土はなく、黒褐色土の旧表土の上に、褐色土層が

薄く堆積していた。東側には土手の盛土を示す明瞭な土層は堆積していなかった。東側に当初から土手が

築造されていなかったのか、あるいは後世に土手が削平されてしまったのか、土層断面から判断するのは

困難だった。Ｇ地点とＨ地点で深さ約１ｍの堀が検出された。両地点の間約20ｍでは、土手の高まりや堀

のくぼみを地表から見出すのは困難だった。元来この空間に堀も土手も築造されていなかったのか、ある

いは後世に削平されて平地になってしまったのか判断しがたい。

　Ｈ地点から南西に向かって、ふたたび調査区西端にそって約0.5ｍの土手の高まりが見られた。Ｉ地点

とＪ地点で堀の存在を確認でき、西側の土手と堀は一体をなしていたと思われる。しかし、東側の土手に

ついては、本来築造されていたのか、あるいは後世に削平されたのかは不明である。

　Ｊ地点から南西約12ｍの地点で、野馬堀・土手に直行してシシ穴列 (12)SX001が南東へと伸びていた。

野馬堀・土手とシシ穴列はともに馬に関連する遺構であるが、馬の活動範囲を区切る野馬堀・土手と、馬

の屍骸を埋納したシシ穴とでは、遺構の性格がやや異なる。

　本遺跡の南側には、道をはさんで市野谷宮後遺跡がひろがっている。本遺跡西端の野馬堀・土手は、そ

のまま続いて南側の市野谷宮後遺跡へと伸びていた。またシシ穴列についても、本遺跡南端の東西に走る

第2︲258図　(12)SD001②
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(12)SD001　Ｆ～Ｈ
１　暗褐色土　ローム粒・小ロームブロック多含
２　黒褐色土　ローム粒僅含
３　黒褐色土　ローム粒含
４　暗褐色土　ローム粒多含
５　暗褐色土　ローム粒多含
６　暗褐色土
７　暗黄褐色土　小ロームブロック主体
８　黄褐色土　ローム粒・ロームブロック主体
９　黒褐色土　ローム粒僅含　旧表土か
10　暗黄褐色土　ローム粒多含
11　黒褐色土　ローム粒僅含
12　褐色土　ローム粒・ロームブロック多含
13　黒褐色土　ローム粒・ロームブロック僅含
　　旧表土
14　暗黄褐色土
15　黄褐色土　ソフトローム層
15′黄褐色土　ハードローム少含
16　明黄褐色土　ハードローム層
17　褐色土　Ⅱc層
17′明褐色土　ソフトローム含
18　暗黄褐色土　ハードロームブロック・ローム粒含
19　黄褐色土　大ハードロームブロック主体
20　暗褐色土　ローム粒・小ロームブロック多含
21　黒褐色土　ローム粒僅含
22　暗黄褐色土　ローム粒・黒色土粒含

(12)SD001　Ｉ・Ｊ
１　褐色土　ローム粒多含
２　暗褐色土　ローム粒多含
３　暗黄褐色土　ローム粒・小ロームブロック
　　多含
４　黒褐色土　ローム粒・褐色土少含
５　黒褐色土　ローム粒・褐色土多含
６　暗褐色土　褐色土粒多含
７　暗褐色土　ローム粒多含



－　　－334

第２章　市野谷芋久保遺跡

0
20
m

(1
/4
0
0
)

F′

E′

D′

C′

A′

B′

B

A

C

D

E

F

(1
0)
S
D
00
1

(1
6)
SD
00
2

(16
)SK
00
1

(1
6)
SD
00
1

(1
0)
S
D
00
2

3
8
M
-5
0

3
9
M
-5
0

3
9
L
-0
0

道
路

第2︲259図　(16)SD001・(10)SD002・(16)SD002・(10)SD001



－　　－335

第２章　市野谷芋久保遺跡 第２章　市野谷芋久保遺跡

B

B′

A

(16)SK001

(16)SD002

(16)SK001

(16)SD002 (16)SD001

(16)SD001

A

A′

A′

38K
-37

38K
-47

38K-69

20.30m

B B′
19.90m

C C′

C C′
20.10m

表土層
カクラン

カクラン

カクラ
ン

表土層

3 3

6
1 2

7 8
9

11
12

17

6

2

1213

16

15

3

Ⅱd
18

19

2

4
7

7

5
10

18
1911

13

14

16

17

3 3
ⅡcⅡc

Ⅱd
Ⅱd

6 6

1

カクラン3

12

4
5

1

23

4
7

6 5

6

8

9
1010

11
12

0 4m(1/80)

(16)SD001・(16)SD002
１　暗黄褐色土　ローム土・ロームブロック含
２　暗褐色土　ローム土・ローム粒子僅含
３　暗黄褐色土　ローム土・ロームブロック含
４　暗褐色土　ローム土多・ローム粒子含
５　暗褐色土　ローム粒子多・ローム土少含
６　黒褐色土　ローム土僅含
７　暗褐色土　黒褐色土主体　ローム粒子含
８　暗黄褐色土　ローム土主体・ローム粒子多含
９　暗褐色土　褐色土主体・ローム土少含
10　黒褐色土　ローム土・ローム粒子僅含

11　暗褐色土　褐色土主体・ローム土多含
12　暗褐色土　褐色土主体・ローム土少含
13　黒褐色土　黒色土主体　ローム土少含
14　明褐色土　褐色土主体　ローム土多含
15　黒褐色土　黒色土主体　ローム土僅含
16　暗黄褐色土　ローム土・褐色土混
17　黄褐色土　ロームブロック主体　黒色土混
18　明褐色土　褐色土主体　ローム土極多含
19　明褐色土　ローム土・ロームブロック混

(16)SD001
１　明褐色土　褐色土主体　ローム粒子極多含
２　暗褐色土　褐色土主体　黒色土多含
３　明褐色土　褐色土主体　ローム土・ローム
　　　　　　　粒子多含
４　黒褐色土　黒色土主体　ローム粒子僅含
５　明黄褐色土　ローム土主体　ローム粒多含
６　暗黄褐色土　ローム土主体　ローム粒子極
　　　　　　　　多含
７　黒褐色土　黒色土主体　褐色土少含
８　暗黄褐色土　ローム土・ローム粒子極多含
９　明黄褐色土　ローム粒子・ロームブロック・
　　　　　　　　ローム土の混成土
10　暗黄褐色土　ローム土主体
　　　　　　　　ローム粒子・ロームブロック
　　　　　　　　僅含
11　暗黄褐色土　ロームブロック主体　ローム
　　　　　　　　土極多
12　黒褐色土　黒色土主体　ロームブロック多
　　　　　　　含

(16)SD002
１　暗褐色土　ローム土・ローム粒子少含
２　黒褐色土　ローム土僅含
３　暗褐色土　ローム土やや多
４　褐色土　ローム土・ローム粒子多含
５　明褐色土　ローム土・ローム粒子・褐色土混

第2︲260図　(16)SD002・(16)SD001・(16)SK001
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道路の発掘調査で、西から東に連続してシシ穴が連なることが確認されており、野馬堀・土手と同様隣接

する市野谷宮後遺跡にそのまま連なっていた。

　遺物が出土したが、大半は縄文土器だった。

(16)SD001・(10)SD002・(16)SD002・(10)SD001野馬堀（第2︲259～261図、図版2︲13･14）

　調査区中央を北西から南東へほぼ直線状に、２条の野馬堀が並行して伸びていた。２条の堀は38Ｋ、38

Ｌ、39Ｌ、39Ｍグリッドに位置し、長さ約100ｍである。第16次と第10次に調査され、北側の堀の遺構番号

を (16)SD001・(10)SD002、南側の堀の遺構番号を (16)SD002・(10)SD001とした。２条の野馬堀をすべて

発掘するのではなく、部分的に表土を除去して堀の位置を確認し、さらにトレンチを数か所設定して堀の

土層断面を観察した。

　２条の野馬堀は、北側の堀が南側と比べ幅や深さの点で、やや規模が大きかった。北側の堀は断面が台

形状で、幅は上面で2.3ｍ～2.6ｍ、底面で0.8ｍ～1.0ｍ、深さは1.4ｍ～1.8ｍであった。Ｃ地点付近では、

平坦な底面の中央に浅い溝が掘られていた。南側の堀は底面が丸底状で、幅は上面で2.3ｍ～2.7ｍ、深さ

は0.8ｍ～1.0ｍであった。南側の堀の西北端で、底面からシシ穴 (16)SK001が検出された。調査区南西端

で検出されたシシ穴列 (12)SX001のように、南側の堀の底面にも連続してシシ穴が掘られた可能性が考え

られるだろう。

　堀の両側に土手の痕跡を見出すのは困難だったが、土手は削平されたのだろう。(16)SD001・(16)SD002

野馬堀の西側は、調査区中央外側へ、小さい道路をはさんで約40ｍの短い範囲で野馬土手が残存してい

た。さらにその西側は工場敷地となっていて、野馬堀・土手が工場敷地内にも続いて伸びているかどうか

は確認できなかった。本遺構は堀の部分しか残っていなかったが、元来土手も築造されて、堀と土手が一

体となって機能していたと思われる。２条の堀の東側は、台地の緩傾斜部分で途切れていた。

　北側と南側の堀は形態的にやや異なり、両者の覆土にもやや異なる堆積状況がうかがえる。また南側に

はシシ穴があった。北側と南側の堀は、同時に掘削されたのではなく、時間差を設けて掘られたのかもし

れない。

　少量の遺物が出土した。

第2︲261図　(10)SD001・(10)SD002
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(10)SD002
１　黒色土　ローム粒・ハードローム
　　　　　　小ブロック多含
２　黒褐色土　ローム粒・ハードロー
　　　　　　　ムブロック多含
３　黒色土　ハードロームブロック含　　
４　黒褐色土　ローム粒極多含
５　暗褐色土　ローム粒少含
５′暗褐色土　ハードローム小ブロッ
　　　　　　　ク多
６　黒色土　ローム粒・ロームブロッ
　　　　　　ク多含
７　暗黄褐色土　ブロック状のローム
　　　　　　　　粒・黒色土混
８　黒褐色土　ローム粒・極小ローム
　　　　　　　ブロック多含
９　暗黄褐色土　ブロック状のローム
　　　　　　　　粒多
10　暗黄褐色土　ローム粒主体
11　暗黄褐色土　小ロームブロック多
　　

(10)SD001
１　黒褐色土　黒色土・暗褐色土混
２　黒褐色土　ローム粒・ロームブロック多含
３　暗黄褐色土　ローム粒・ハードロームブロック
　　　　　　　　暗褐色土混
４　暗褐色土　黒色土粒多含
５　暗黄褐色土　ハードローム小ブロック含
６　褐色土　暗褐色土・ローム粒混
７　黄褐色土　ローム粒・ロームブロック主体
８　黄褐色土　暗褐色土多
９　褐色土　ローム粒・小ロームブロック含
10　黄褐色土　ローム粒・ロームブロック主体
11　暗黄褐色土　暗褐色土・ローム粒混
12　暗黄褐色土　暗褐色土・ローム粒混

0 4m(1/80)
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２．シシ穴

　シシ穴は、馬の屍体を埋納したと思われる墓坑であるが、馬骨が残存していた事例は少ない。本遺跡か

らは９基検出された。そのうち２基は単独に検出され、残り７基は列をなして並んでいた。

(1)SK003シシ穴（第2︲262図、図版2︲14）

　調査区北側の34Ｎ－22～23グリッドに位置する。北西約５ｍの地点に縄文時代の遺構 (3)SK010がある

が、周辺に近世の遺構がなく、孤立した存在である。長軸1.95ｍ、短軸1.05ｍ、深さ約30㎝の楕円形状の

土坑の中から、１頭分の馬骨が検出された。馬骨の遺存状態は比較的良好で、各部位を明瞭に識別できた。

　整理作業中に遺存状態の良好な馬骨の長さを計測すると、大腿骨が29.0㎝、腓骨が32.5㎝、脛骨が33.0

㎝、中足骨が27.0㎝であった。近代以前の日本の在来種は体高が約130㎝で、現在のポニーよりも小さ

かったと言われている。遺跡出土の馬骨の計測数値をみると、大腿骨、腓骨、脛骨、中足骨はいずれも

100㎝を超えていた。これらの馬は成獣だったと見てよかろう。本遺構出土の馬骨は、成獣と思われる馬

骨よりもかなり短いので、成獣ではなく幼獣だったと考えられる。

(16)SK001シシ穴（第2︲260図、図版2︲14）

　調査区中央の (16)SD002野馬堀の西端から検出され、38Ｋ－45～46グリッドに位置する。長軸2.60ｍ、

短軸1.50ｍ、深さ3.2ｍであった。調査中に底面から水が湧いた。壁面がほぼ垂直の角度で直線状になる

ように掘られている。長軸が (16)SD002野馬堀の底面にすっぽりと収まるように配置されているので、野

馬堀の掘削とほぼ同時か、あるいは野馬堀が埋没する前に本遺構が掘られたと思われる。

　(16)SD002野馬堀の発掘は部分的調査だったので、シシ穴が１基しか検出されなかった。しかし調査区

南西端に位置する (12)SX001のように、野馬堀の底面に連続してシシ穴が掘られていたかもしれない。

(12)SX001シシ穴列（第2︲263･264図、図版2︲14･15）

　調査区南西端の41Ｆグリッドに位置する。(12)SD001野馬堀・土手から直行して東側へ、直線状の溝状

第2︲262図　(1)SK003
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遺構を基準にして、７基のシシ穴が並んで検出された。溝状遺構を（ａ）、シシ穴を東から西へ（ｂ）か

ら（ｈ）の記号を付けて調査した。

　シシ穴を相互に結ぶ溝状遺構の（ａ）は、長さ約27.0ｍ、幅1.2ｍ～2.1ｍ、深さ約50㎝であった。シシ

穴の形状や大きさはそれぞれやや異なる。（ｂ）の形状は正方形に近い隅丸長方形で、長軸3.80ｍ、短軸

3.10ｍ、深さ2.9ｍ、底面の長軸は1.20ｍ、短軸0.50ｍで狭かった。壁面はやや緩い傾斜で、数段にわたっ

て傾斜を変化させていた。（ｃ）の形状は楕円形で長軸2.80ｍ、短軸1.80ｍ、深さ2.2ｍ、底面の長軸は

1.90ｍ、短軸0.70ｍだった。壁面は急な角度で直線状に傾斜していた。（ｄ）の形状は楕円形で長軸3.90

ｍ、短軸2.90ｍ、深さ2.5ｍ。底面の長軸は2.20ｍ、短軸1.50ｍで比較的広かった。壁面はやや緩い角度で

傾斜し直線状だった。（ｅ）の形状は楕円形で長軸2.40ｍ、短軸1.70ｍ、深さ2.4ｍ、底面の長軸は1.20ｍ、

短軸1.30ｍだった。（ｄ）と（ｅ）は隣接し切り合い関係にある。土層断面を見ると（ｅ）が古く、（ｄ）

が新しい。

　（ｆ）の形状は楕円形で長軸3.90ｍ、短軸2.80ｍ、深さ2.9ｍ。底面の長軸は1.40ｍ、短軸0.60ｍで狭かっ

た。壁面はやや緩い角度で傾斜し直線状だった。（ｇ）の形状は正方形に近い隅丸長方形で、長軸2.20ｍ、

短軸1.70ｍ、深さ2.2ｍ、底面の長軸は0.50ｍ、短軸0.40ｍで狭かった。壁面はやや急な角度で直線状に傾

斜していた。（ｈ）の形状は楕円形で、長軸2.50ｍ、深さ2.2ｍ、底面の長軸は0.80ｍ、短軸0.40ｍだった。

壁面はやや急な角度で直線状に傾斜していた。

　７基のシシ穴は、長軸の方向が一様に北東－南西に向く以外、形状や規模に顕著な規格性を見受けられ

なかった。つまりシシ穴はほぼ同時に掘られたというよりも、個々別々に時期を違えて掘られた可能性が

考えられる。

　シシ穴列は、西北端から調査区外にも連続して並んでいるかどうかは不明である。南東については、本

第2︲263図　(12)SX001①
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遺跡の南側に隣接する市野谷宮後遺跡で、本遺跡南端の道路部分の調査でシシ穴列が確認された。シシ穴

列は、少なくとも本遺跡の南端にそって北西から南東へ伸びていたといえるだろう。

　(12)SX001の西北端で (12)SD001野馬堀と交差する。両遺構の切り合い関係を、Ｂ－Ｂ′の土層断面で確

認した。それによると、(12)SX001の土層の上に (12)SD001の土層が堆積していたので、(12)SX001が古く、

(12)SD001が新しいと解釈された。すなわち北西から南東へ横方向に伸びるシシ穴列の後に、北東から南

西へ向かう野馬堀が造られた可能性がある。ただしシシ穴列の形成には、ある程度の時間幅が想定される

ので、野馬堀との明確な新旧関係を断言するのは困難である。

　少量の遺物が出土した。

３．火葬墓・土坑

　火葬墓１基と土坑６基が検出された。共伴する遺物が僅少だったため、年代について判断の困難な遺構

もあったが、一応近世の遺構として報告しておく。

(20)SK001（第2︲265図、図版2︲15）

　調査区中央のやや西端、37Ｈ－46・56グリッドに位置する。西側約10ｍの地点で (8)SD001野馬堀・土手

が南北に走っていた。そのほか周辺に遺構はなく、孤立した存在だった。形状は浅く掘られた十字形で、

長軸2.25ｍ、短軸2.00ｍ、深さ40㎝であった。覆土中には木炭の小塊が層をなして堆積していた。形状と

土層の堆積状況から火葬墓と考えられる。

　遺物は出土しなかった。

(12)SK017（第2︲265図、図版2︲15）

　調査区南側の西端、39Ｆ－99～39Ｇ－90グリッドに位置する。西側に (12)SD001野馬堀・土手が隣接して

いるが、そのほか周辺に遺構はなく、孤立した存在だった。形状は隅丸正方形で、１辺の長さ1.36ｍ、深

さ57㎝だった。壁面は直線状でほぼ垂直に立ち上がる。(12)SD001野馬堀・土手と関連性があるのかもし

れない。

　少量の遺物が出土した。

(12)SK019（第2︲265図、図版2︲15）

　調査区の南西端、40Ｆ－84グリッドに位置する。西側約１ｍに (12)SD001野馬堀・土手、東側約３ｍに

(12)SK018がある。形状は長方形で、長軸1.85ｍ、短軸1.05ｍ、深さ2.0ｍで、底面は長軸1.18ｍ、短軸0.40

ｍであった。壁面は直線状でほぼ垂直に立ち上がる。野馬堀・土手に隣接し、深さ２ｍを超える深い土坑

なので、小型のシシ穴の可能性も考えられるだろう。

　少量の遺物が出土した。

(12)SK018（第2︲265図、図版2︲15）

　調査区の南西端、40Ｆ－85グリッドに位置する。西側約３ｍに (12)SK019がある。形状は円形で、長軸

1.14ｍ、短軸1.04ｍ、深さ25㎝であった。浅いすり鉢状の土坑であった。

(12)SK016（第2︲265図、図版2︲15）

　調査区の南西端、41Ｆ－04～05、14～15グリッドに位置する。北西側約５ｍに (12)SK014、南側約５ｍ

に (12)SX001シシ穴列がある。形状は隅丸長方形で、長軸2.20ｍ、短軸1.60ｍ、深さ2.0ｍで、底面は長軸

1.86ｍ、短軸0.90ｍであった。底面には直径８㎝～15㎝、深さ５㎝～10㎝の小ピットが７か所あった。壁
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第2︲265図　土坑①
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(20)SK001
１　暗褐色土
２　黒色土　木炭小塊充填層
３　黄褐色土
４　暗黄褐色土

(12)SK019
１　暗褐色土
２　黒褐色土　褐色土粒含
３　黒褐色土
４　黒褐色土　褐色土ブロック状に含

５　暗褐色土
６　暗褐色土　黒色土にローム粒・ロームブロック多含
７　黄褐色土　小ロームブロック主体
８　黒褐色土　ローム粒・ロームブロック多含
９　黒色土

(12)SK017
１　暗褐色土
２　黒褐色土
３　暗褐色土
４　暗褐色土　ブロック状
５　暗褐色土　ローム粒僅含

(12)SK018
１　暗褐色土
２　暗黄褐色土　ローム粒・ロームブロック多含

(12)SK016
１　暗褐色土　黒色土粒少
２　黒褐色土　暗褐色土粒多
３　黒褐色土　暗褐色土粒少
４　黒褐色土　ローム粒・小ロームブロック含
５　暗黄褐色土　ローム粒・小ロームブロック主体
６　暗黄褐色土　ローム粒多含
７　暗黄褐色土　大ロームブロック多含
８　黒色土　ローム粒含
９　黄褐色土　ローム粒・ロームブロック含
10　暗黄褐色土　貼床状　大ロームブロック主体
　　　　　　　　炭化物粒・焼土粒多含
11　暗褐色土　黒色土粒多含
12　黄褐色土　ローム粒主体
13　暗褐色土　黒色土粒・ローム粒含
13′暗黄褐色土　ローム粒多含

0 2m(1/40)
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はほぼ垂直に立ち上がるが、壁面にやや凹凸があり、一部オーバーハングしていた。

　覆土土層で底面から約50㎝までは粗い版築状をしていた。９層・10層の上面は貼り床のようになってい

て、２次的利用あるいは荒掘り後の埋戻し整形の可能性が高い。

　形状や遺構の位置から (12)SX001シシ穴列との関連性が想定されるが、埋土の様子はシシ穴列と明らか

に異なり、やや古い時期の遺構と考えられる。

　少量の遺物が出土した。

(12)SK014（第2︲266図、図版2︲15）

　調査区の南西端、41Ｆ－06グリッドに位置する。南東側約５ｍに (12)SK016がある。形状は正方形に近

い隅丸長方形で、長軸1.80ｍ、短軸1.45ｍ、深さ86㎝。底面は長軸1.45ｍ、短軸1.21ｍであった。北側の

壁が中ほどから外側へ張り出していた。壁は、ほぼ垂直に直線状に立ち上がる。

　少量の遺物が出土した。

(12)SK015（第2︲266図、図版2︲15）

　調査区の南西端、41Ｇ－22グリッドに位置する。東側約６ｍに (12)SK012、南側約３ｍに (12)SK013、

南東側約２ｍに (12)SK006がある。しかし周辺の遺構はすべて縄文時代のもので、同時代の近世の遺構は

ないため、孤立した存在である。形状は正方形に近い隅丸長方形で、長軸1.20ｍ、短軸1.15ｍ、深さ45㎝

であった。底面にはやや凹凸があり、長軸1.05ｍ、短軸0.92ｍであった。壁は直線状に、ほぼ垂直に立ち

上がる。

　少量の遺物が出土した。

第2︲266図　土坑②
A
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(12)SK014
１　褐色土　ハードローム
　　　　　　粒・ハードロ
　　　　　　ームブロック
　　　　　　含
１′褐色土　黒色土粒多含
２　黒褐色土　黒色土粒・
　　　　　　　褐色土粒混
２′黒褐色土　褐色土粒多
３　暗褐色土　小ハードロ
　　　　ームブロック極多
４　暗黄褐色土　ソフトロ
　　　ーム粒・褐色土粒含
５　黄褐色土　ソフトローム粒主体

(12)SK015
１　黒色土　ローム粒・小ロームブロック多含
２　黒褐色土　ブロック状の褐色土多含
３　暗褐色土　ローム粒・小ロームブロック多含
４　暗黄褐色土　ローム粒・小ロームブロック極多含
５　黒褐色土　黒色土粒多含
６　暗褐色土　ローム粒・小ロームブロック極多含
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４．近世の遺物（第2︲267図）

　銭貨、泥メンコ、陶磁器片など、少量の近世の遺物が、おもに野馬堀、シシ穴列、グリッドから出土し

た。そのうち古銭と泥メンコを図化した。

　銭貨は11枚出土した。渡来銭３枚と寛永通宝７枚、そして緑青と汚損で文字の判読不可能な銭が１枚

あった。１は北宋銭の景祐元宝で、真書で文字が書かれている。1034年に始鋳された。２は明銭の洪武通

宝で、1368年に始鋳された。３も明銭で、おもに1411年から鋳造された永楽通宝である。

　７の寛永通宝は、裏面上部に元の文字のある「元の字銭」である。大坂高津銭座で1741年から45年まで

鋳造された。８と９は鉄一文銭で、18世紀中頃から鋳造され始めた。

　11はトレンチから出土した泥メンコで、長さ24.2㎜、横19.8㎜、厚さ7.5㎜、重さ3.0ｇだった。模様は

ひょっとこの顔である。

　そのほかに少量の陶磁器片が出土した。瀬戸美濃の擂鉢の破片、鮮やかなコバルト色で染付された近代

以降の製作と思われる猪口などがあった。

第2︲267図　近世出土遺物

1
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2

6

3 4 5

0 3cm(1/1)

0 5cm(1/2)
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第５節　まとめ

１．旧石器時代（第2︲268～271図）

　石器出土総点数が2,878点で、46か所のブロックが検出された。５枚の文化層の石器群と単独出土石器

９点が検出された。文化層の概要については、第2︲3図の文化層別ブロック・ユニット位置図、第2︲1･2表

の文化層別器種・石材組成を参照していただきたい。本項においては、文化層別に主要石器を掲載した第

2︲268～271図を中心にして、文化層別の石器群の様相をまとめ、石器群の編年的位置付けを行う。

（１）第１文化層（第2︲268･269図）

　Ⅹ層上部～Ⅸｃ層下部（Ⅸ層最下部）に生活面をもつと考えられる石器群である。出土層位のピーク

は、Ⅹ層とⅨ層の境界付近であることから、Ⅹ層上面と捉えられる。総計1,684点出土した。第１ブロッ

クから第19ブロックの19か所の集中地点と単独出土８点で構成される。第１～19ブロックは、ブロック間

接合が頻繁で、中央の円環状部分は南北30ｍ×東西30ｍの環状ブロック群（周辺のブロック群を含めると

全体で南北45ｍ×東西68ｍ）が形成されている。

　環状ブロック群からは、総計1,676点の石器が出土した。主要器種組成は、局部磨製石斧１点、打製石

斧１点、台形様石器６点、ナイフ形石器１点である。製品の占める割合は低い。石材は、ガラス質黒色安

山岩を主体（48％）としており、トロトロ石・ホルンフェルス・玉髄・嶺岡産珪質頁岩・黒曜石・緑色凝

灰岩が用いられている。黒曜石は、高原山甘湯沢群の割合が高く（67％）、蓼科冷山群・箱根畑宿群・和

田土屋橋南群の４つの異なる産地のものが用いられている。

　１・２は大型の局部磨製石斧を石器再生（リダクション）したことを示す接合資料である。ホルンフェ

ルスが用いられている。１は石器再生前の局部磨製石斧の残存面が、表面では中央部と右側、裏面では右

半部に残されており、この残存面には研磨痕が見られる。そのほかの部位は、すべて石器再生が行われて

いる。上面と左面に折断面が見られることから、石器再生前の局部磨製石斧はかなり大型のものであった

と推察される。石器再生は、主に器体の厚みを減少させる調整加工が施されている。２は大型の局部磨製

石斧を再加工している。内核部の小型になった局部磨製石斧が、ほかの遺跡に持ち出され（横断面図から

も内核部の小型になった局部磨製石斧の形状を推定復元することが可能）、外縁部の局部磨製石斧調整剥

片が本遺跡に残されたことを示す接合資料である。局部磨製石斧の調整剥片である３・４は、表面に局部

磨製石斧の研磨面が取り込まれ、鋭利な縁辺が形成されている。このように、石器再生は、局部磨製石斧

を再生加工することだけを目的とするのではなく、これらの鋭利な縁辺を持つ剥片を目的として剥離した

可能性が高いと思われる。５は打製石斧を含む接合資料である。厚みのある大型横長剥片を分割して、６

の打製石斧と14の二次加工のある剥片（打製石斧の未成品の可能性がある）が製作されている。７～12は

台形様石器である。平行四辺形（７）、ペン先形（９）、撥形（８・10～12）の形態のものが見られ、撥形

が主体を占める。折断により成形加工が行われている。13は第１文化層から出土した唯一のナイフ形石

器であるが、鋭利な縁辺部が残されていないことから、台形様石器と分類可能である。15～18は削器、19

～21は楔形石器、22～29は二次加工のある剥片である。削器・楔形石器・二次加工のある剥片のほとんど

のものは、厚みのある剥片を素材として、折断した後に調整加工が施されており、台形様石器の製作技

術と共通する点が多いことから、台形様石器の未成品として捉えることも可能である。30～32は石核であ

る。基本的に打面転移を頻繁に行いながら横長剥片を剥離している石核が多い。33・34は接合資料である。

33・34などのように大型の楕円形礫を持ち込んで、打面を入れ替えながら横長剥片を剥離するものが主体
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を占める。35～41は敲石である。大型で比較的扁平な楕円形礫が多く用いられている。42は台石である。

43は磨石である。敲石と台石は、外縁部から出土する傾向が見られ、台形様石器・楔形石器・剥片・石核

などの剥片石器が円環状ブロック群から出土しており、対照的な分布状況を示すことが特徴といえよう。

　44～46は第１文化層に帰属するが単独で出土したものである。44のナイフ形石器は環状ブロック群から

南側約30ｍの地点から出土している。斜面部から出土しているため出土層位が明確でないため、ほかの文

化層に帰属する可能性もある。

　次に第１文化層環状ブロック群の編年的位置付けを行うことにしよう。出土層位がⅩ層上面付近にピー

クを持ち、環状ブロック群を形成する石器群としては、成田市東峰御幸畑西遺跡第１文化層エリア３1) と

袖ケ浦市関畑遺跡第１ａ文化層2) が類似する石器群としてあげられる。本文化層と最も類似する内容を持

つものは、前者の東峰御幸畑西遺跡第１文化層エリア３である。径25ｍの中規模の環状ブロック群で、台

形様石器と楔形石器を特徴とし、局部磨製石斧・打製石斧・大型敲石を伴う。嶺岡産珪質頁岩を主体と

し、トロトロ石・ホルンフェルス・チャート・ガラス質安山岩が用いられている。関畑遺跡第１ａ文化層

は、接合関係の見られる２か所の環状ブロック群（径13ｍと径20ｍの規模）で構成される。台形様石器・

楔形石器を主体とし、ナイフ形石器・局部磨製石斧・大型敲石を伴う。石材は、嶺岡産珪質頁岩を主体と

し、ガラス質黒色安山岩・チャート・玉髄・トロトロ石・ホルンフェルスが用いられている。これら３遺

跡（本遺跡も含める）の石器群において、共通する特徴は次のことがあげられる。

　a. 環状ブロック群の中央部に明確な空白地帯が見られないこと。

　b. 環状ブロック群は、径13ｍから径30ｍの小・中規模のもので構成される。

　c. 台形様石器・楔形石器が製品の主体と占め、局部磨製石斧・打製石斧・大型敲石を伴う。

　d. 主要石材が、ガラス質黒色安山岩・嶺岡産珪質頁岩・トロトロ石・ホルンフェルス・玉髄である。

　環状ブロック群の変遷過程を検討するにあたって、比較的初期段階にあたるⅩ層上面にピークを持つこ

れらの石器群において、上記のような共通する特徴を抽出できた成果は大きい。次の段階のⅨ層下部から

Ⅸ層中部段階においては、径50ｍ以上の大規模で、中央部に明白な空白地帯が見られる環状ブロック群が

出現するようになる3)。このように、本文化層の石器群は、環状ブロック群の初期段階の様相を顕著に示

す石器群として位置づけられる。

（２）第２文化層（第2︲270図47～59）

　Ⅶ層～Ⅵ層下部に生活面をもつと考えられる石器群である。総計119点出土した。第20ブロックから第

24ブロックの５か所の集中地点で構成される。主要器種組成は、ナイフ形石器４点、有樋石刃５点、削

片２点である。第22・23ブロックは黒色頁岩を主体とし、下総型石刃再生技法を技術基盤とする。第20・

21・24ブロックは黒曜石を主体とする。いずれのブロックも、石刃と石刃素材石器が搬入されている。黒

曜石は和田エリアのものが用いられている。47～50はナイフ形石器である。石刃を縦位に用いている。中

型で形態的にまとまりがみられる。51～54は二次加工のある剥片、55は石刃、56は楔形石器である。57～

59は下総型石刃再生技法に関連する接合資料である。いずれも黒色頁岩が用いられている。58は大型石刃

を３分割して樋状剥離を行っている。黒色頁岩を主体とした下総型石刃再生技法を有する石器群に類似す

るものとしては、市野谷向山遺跡第２文化層4)、鎌ケ谷市東林跡遺跡Ⅶ層出土石器群5) があげられる。

（３）第３文化層（第2︲270･271図60～95）

　Ⅴ層～Ⅳ層下部に生活面をもつと考えられる石器群である。総計921点出土した。第25ブロックから第
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第2︲268図　文化層別主要石器（1）

第１文化層環状ブロック群〔Ⅹ層上部～Ⅸc層下部（Ⅸ層最下部）〕

1 第16・17ブロック接合資料
ホルンフェルス1006

2 第６・９ブロック接合資料
ホルンフェルス1004

4 第９ブロック
ホルンフェルス1004

6 第９ブロック
緑色凝灰岩1001

3 第９ブロック
ホルンフェルス1004

5 第９ブロック
緑色凝灰岩1001

7 第４ブロック
黒曜石1005
[蓼科冷山群]

8 第13ブロック
黒曜石1011　
[高原山甘湯沢群]

9 第10ブロック
トロトロ石1030

10 第14ブロック
トロトロ石1034

17 第４ブロック
トロトロ石1031 18 第２ブロック

トロトロ石1033

16 第12ブロック
トロトロ石1035

11 第12ブロック
ガラス質黒色安山岩1101

12 第10ブロック
ガラス質黒色安山岩1110

15 第７ブロック
ガラス質黒色安山岩1007

21 第19ブロック
ガラス質黒色安山岩1008

13 第15ブロック
嶺岡産珪質頁岩1004

19 第15ブロック
嶺岡産珪質頁岩1003

14 第９ブロック
緑色凝灰岩1001

20 第７ブロック
トロトロ石1032

局部磨製石斧（1・2）

局部磨製石斧調整剥片（3・4）

台形様石器（7～12）

打製石斧（6）

楔形石器（19～21）

削器（15～18）

接合資料〔６の打製石斧を含む〕（5）

ナイフ形石器

二次加工のある剥片

0 10cm(1/3)
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第１文化層環状ブロック群〔Ⅹ層上部～Ⅸc層下部（Ⅸ層最下部）〕

第１文化層単独出土
〔Ⅹ層上部～Ⅸc層下部（Ⅸ層最下部）〕

二次加工のある剥片（22～29）

接合資料（33・34）石核（30～32）

敲石（35～41）

石核（45・46）

22 第２ブロック
ガラス質黒色安山岩1105

26 第12ブロック
ガラス質黒色安山岩1124

30 第14ブロック
黒曜石1001
[高原山甘湯沢群]

32 第９ブロック
砂岩1001

35 第８ブロック
砂岩1004

36 第18ブロック
砂岩1003

37 第17ブロック
安山岩1007

38 第８ブロック
砂岩1005

44 41K-66グリッド
チャート

45 35Q-14グリッド
ガラス質黒色安山岩

46

43

42

35Q-14グリッド
玉髄

41 第19ブロック
安山岩1001

39 第17ブロック
安山岩1008

40 第15ブロック
安山岩1006

台石

ナイフ形石器

第15ブロック
流紋岩1001

磨石 第１ブロック
砂岩1002

31 第７ブロック
黒曜石1001
[高原山甘湯沢群]

33 第１～６・12ブロック接合資料
玉髄1001

34 第３・７・19ブロック接合資料
ホルンフェルス1003

※22～34

27 第19ブロック
チャート1001 28 第７ブロック

ガラス質黒色安山岩1110

29 第９ブロック
緑色凝灰岩1001

23 第13ブロック
ガラス質黒色安山岩1063

24 第６ブロック
ガラス質黒色安山岩1132 25 第19ブロック

ガラス質黒色安山岩1113

0 10cm(1/3)

※35～41
0 10cm(1/4)

※44～46
0 10cm(1/3)

※42・43
0 20cm(1/6)

第2︲269図　文化層別主要石器（2）
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第2︲270図　文化層別主要石器（3）

第２文化層〔Ⅶ層～Ⅵ層下部〕

第３文化層 ３aユニット〔Ⅴ層～Ⅵ層下部〕

第３文化層 ３bユニット
〔Ⅴ層～Ⅵ層下部〕

ナイフ形石器（47～50） 二次加工のある剥片（51～54）

ナイフ形石器（60～62）

ナイフ形石器（72・73）

角錐状石器（63～65） 二次加工のある剥片（66～68）

二次加工のある剥片（74～76）

敲石（69～71）

有樋石刃接合資料（58・59）

石核（77・78）

石刃

接合資料
楔形石器

47 第23ブロック
チャート2001

49 第21ブロック
黒曜石2005
[和田小深沢群]

50 第21ブロック
黒曜石2010
[和田鷹山群]

58（a～c）第23ブロック
黒色頁石2001

60 第27ブロック
黒色頁岩3001

61 第27ブロック
珪質頁岩3007

62 第26ブロック
トロトロ石3002

72 第33ブロック
嶺岡産珪質頁岩3003

63 第25ブロック
チャート3009

64 第26ブロック
ガラス質黒色安山岩3028

65 第25ブロック
ガラス質黒色安山岩3029

66 第25ブロック
チャート3008

67 第29ブロック
チャート3017

73 第33ブロック
チャート3004

74 第32ブロック
黒曜石3009
[蓼科冷山群]

77 第31ブロック
黒曜石3007
[箱根畑宿群]

78 第33ブロック
チャート3004

75 第30ブロック
黒曜石3007
[箱根畑宿群]

76 第31ブロック
黒曜石3007
[箱根畑宿群]

68 第29ブロック
玉髄3005

70 第26ブロック
安山岩300269 第26ブロック

安山岩3003

71 第26ブロック
ホルンフェルス3007

53 第20ブロック
黒曜石2011
[和田鷹山群]

54 第20ブロック
黒曜石2002
[和田小深沢群]

56 第20ブロック
黒曜石2008
[和田小深沢群]

59a 第22ブロック
黒色頁岩2002

58a 第23ブロック
黒色頁岩2001

58b 第23ブロック
黒色頁岩2001

58c 第23ブロック
黒色頁岩2001

59b 第22ブロック
黒色頁岩2002

59（a+b）第22ブロック
黒色頁岩2002

48 第20ブロック
黒曜石2009
[和田鷹山群]

51 第22ブロック
黒曜石2001
[和田小深沢群] 52 第20ブロック

黒曜石2006
[和田小深沢群]

55 第22ブロック
黒色頁岩2011

57 第23ブロック
黒色頁岩2004

※69・70

※47～68・71～78

0 10cm(1/4)

0 10cm(1/3)

a

a

b

b

c
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第３文化層3cユニット〔Ⅴ層～Ⅳ層下部〕

第３文化層 第39～42ブロック〔Ⅴ層～Ⅳ層下部〕

第４文化層〔Ⅳ層上部〕

第５文化層〔Ⅳ層上部～Ⅲ層下部〕

81 第36ブロック
黒曜石3020
[高原山甘湯沢群]

79 第38ブロック
ガラス質黒色安山岩3012

90 第42ブロック
ガラス質黒色安山岩3032

82
第36ブロック
ガラス質黒色安山岩3011

83 第34ブロック
ガラス質黒色安山岩3017

85

第36ブロック
砂岩3002

86

第38ブロック
砂岩3001

80 第38ブロック
玉髄3004

88 第40ブロック
玉髄3003

87 第41ブロック
流紋岩3001

84 第36ブロック
珪質頁岩3006

92 第41ブロック
嶺岡産珪質頁岩3009

91 第41ブロック
嶺岡産珪質頁岩3007

89 第41ブロック
嶺岡産珪質頁岩3006

96 第44ブロック
嶺岡産珪質頁岩4003

97 第44ブロック
黒曜石4014 98 第43ブロック

黒曜石4015
99 第45ブロック

黒曜石4013

100 第44ブロック
黒曜石4008

104 第46ブロック
黒曜石5003
[諏訪星ヶ台群]

105 第46ブロック
黒曜石5003
[諏訪星ヶ台群]

108 第46ブロック
黒曜石5001

106 第46ブロック
黒曜石5006
[諏訪星ヶ台群]

110

第46ブロック
黒曜石5007
[諏訪星ヶ台群]

101 第45ブロック
珪質頁岩4009

102 41G-45グリッド
珪質頁岩4004

103 41G-79グリッド
硬質頁岩4001

112 41F-46グリッド
嶺岡産珪質頁岩

113 41F-15グリッド
黒色頁岩

107 第46ブロック
硬質頁岩5001 109 第46ブロック

硬質頁岩5001 111 36P-61グリッド
珪質頁岩

93 第41ブロック
嶺岡産珪質頁岩3005

94 第41ブロック
嶺岡産珪質頁岩3008

95 43K-77グリッド
嶺岡産珪質頁岩

石核（82・83）

ナイフ形石器（87・88）

彫器

尖頭器

掻器

ナイフ形石器（97～101）

削片（104～107）

石刃（112・113）

微細剥離痕のある剥片（108・109）

二次加工のある剥片

二次加工のある剥片（89～91）

ナイフ形石器（79・80）

敲石（85・86）

掻器（92・93） 角錐状石器

ナイフ形石器

削器

接合資料

0 10cm(1/3)

第３文化層単独出土
〔Ⅴ層～Ⅳ層下部〕

第４文化層単独出土
〔Ⅳ層上部〕

第５文化層単独出土
〔Ⅳ層上部～Ⅲ層下部〕

単独出土石器

削器

第2︲271図　文化層別主要石器（4）
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42ブロックの18か所の集中地点で構成される。調査区全域に分布しており、ブロック間接合や石器群の

内容を加味して、３か所のブロック群（３ａ・３ｂ・３ｃユニット）が捉えられた。出土点数の少ない第

33・40ブロック以外のすべてのブロックにおいて、礫・礫片が出土している。主要器種組成は、ナイフ形

石器９点、角錐状石器３点、削器１点、掻器２点である。礫・礫片の主要石材は、流紋岩・砂岩・チャー

トである。剥片石器類の石材は、チャートと黒曜石が主体を占める。黒曜石は、ブロックごとに産地が異

なっており、高原山・和田・蓼科・箱根の４つの広範なエリアのものが用いられている。

　３ａユニットの石器群は、調査区中央部から出土した。60～62はナイフ形石器である。厚みのある剥片

が用いられ、一側縁と片側の基部にやや粗い調整加工が施されている。63～65は角錐状石器である。ナイ

フ形石器と同様に厚みのある剥片が用いられ、鋸歯状の調整加工が施されている。二次加工のある剥片は

66～68である。ナイフ形石器や角錐状石器の未成品と捉えられるものも見られる。69～71は敲石である。

第26ブロックからまとまって出土している。３ｂユニットの石器群は、調査区南西部から出土した。72・

73はナイフ形石器である。３ａユニットのナイフ形石器と同様に、一側縁と片側の基部に調整加工が施さ

れている。73は切出形の形態を呈する。74～76は二次加工のある剥片、77・78は石核である。３ｃユニッ

トの石器群は、調査区南東部から出土した。79・80はナイフ形石器である。79は３ａ・３ｂユニットと同

様の形態をしている。81は二次加工のある剥片、82・83は石核、84は接合資料である。85・86は敲石である。

球形に近い形態をしている。３ａユニットのものが扁平な楕円形礫を用いており、形態的にやや異なって

いる。ユニットを設定できなかった第39～42ブロックから出土したものは87～94である。87・88はナイフ

形石器である。87は切出形の形態を呈し、88は一側縁と片側の基部に調整加工が施されている。89～91は

二次加工のある剥片である。ナイフ形石器と角錐状石器の未成品の可能性がある。92・93は掻器である。

厚みのある縦長剥片を素材として、素材の末端部に調整加工が施されている。94は削器である。掻器と分

類可能である。第３文化層単独出土として、95の角錐状石器が43Ｋ－77グリッドから出土している。

（４）第４文化層（第2︲271図96～103）

　Ⅳ層上部に生活面をもつと考えられる石器群である。総計53点出土した。第43ブロックから第45ブロッ

クの３か所の集中地点で構成される。この３か所の集中地点の周辺から単独出土石器が出土している。主

要器種組成は、ナイフ形石器６点、彫器１点、削器１点である。石刃技法を基盤とする石器群で、いわゆ

る「砂川期」の石器群に対比される。石材は珪質頁岩と黒曜石が主体を占める。96は彫器である。石刃を

素材として、素材の末端部から中間にかけて彫刀面作出作業が繰り返しおこなわれた「上ケ屋型彫器」と

捉えられる。嶺岡産珪質頁岩が用いられている。97～102はナイフ形石器である。形態やサイズが豊富で

あることが特徴といえる。二側縁加工（97）、一側縁加工（98）、基部加工（101）、部分加工（99・100・

102）の４種がそろっている。素材は、石刃（99～102）を主体とするが、横長剥片（97）、縦長剥片（98）

が用いられている。サイズは、中型（98・99・102）と小型（97・100・101）のもので構成される。103は

大型の石刃を素材として両側縁に調整加工が施された削器である。

（５）第５文化層（第2︲271図104～111）

　Ⅳ層上部～Ⅲ層下部に生活面をもつと考えられる石器群である。総計92点出土した。第46ブロックのみ

で構成される。そのほか、第５文化層単独出土石器として尖頭器が１点出土している。主要器種組成は、

尖頭器１点、掻器１点、削片４点である。石材は、黒曜石（すべて諏訪星ヶ台群）とチャートが主体を占

める。出土点数が少ないが、石刃技法を技法を基盤とする石器群と思われる。104～107は削片である。彫
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器が出土していないことから明確なことはいえないが、削片の形状から判断して、素材石器は、おそらく

第５文化層単独出土である111の尖頭器のような形状をしていたものと思われる。108・109は石刃を素材

とした微細剥離痕の剥片である。110は円形掻器である。第４文化層よりも出土層位がわずかに上位であ

ることから、第４文化層と同一段階の石器群である可能性がある。砂川期の石器群に対比され、類似する

石器群は印西市荒野前遺跡第５文化層6)、市原市武士遺跡7) があげられる。

（６）単独出土石器（第2︲271図112・113）

　単独で出土し、いずれの文化層に帰属するのか明確でないものを単独出土石器として取り扱った。総計

９点出土した。112・113の石刃は、第２文化層に帰属する可能性がある。

注１　永塚俊司ほか　2000『新東京国際空港埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅢ―東峰御幸畑西遺跡（空港№61遺跡）―』（財）
千葉県文化財センター

　２　新田浩三ほか　2004『東関東自動車道（千葉・富津線）埋蔵文化財調査報告書13―袖ケ浦市関畑遺跡―』（財）千葉
県文化財センター

　３　新田浩三　2005『東関東自動車道水戸線酒々井 PA埋蔵文化財調査報告書１―酒々井町墨古沢南Ⅰ遺跡　旧石器時
代編―』（財）千葉県文化財センター

　　　山岡磨由子　2011『千葉ニュータウン埋蔵文化財調査報告書ⅩⅩⅢ―印西市泉北側第３遺跡（下層）―』（財）千葉
県教育振興財団

　４　新田浩三ほか　2011『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書５―流山市大久保遺跡（下層）・市野谷向山遺跡
（下層）・東初石六丁目第Ⅰ遺跡（下層）・東初石六丁目第Ⅱ遺跡・十太夫第Ⅱ遺跡―』（財）千
葉県教育振興財団

　５　織笠明子　2010「東林跡遺跡」『鎌ケ谷市史―資料編（考古）―』鎌ケ谷市教育委員会
　６　新田浩三ほか　2012『千葉ニュータウン埋蔵文化財調査報告書ⅩⅩⅤ―印西市荒野前遺跡（下層）―』（財）千葉県教

育振興財団
　７　田村　隆　1996『福増浄水場建設埋蔵文化財調査報告書―市原市武士遺跡１―』（財）千葉県文化財センター

２．縄文時代

　縄文時代の竪穴住居跡は５軒検出されたが、(20)SI001を除く４軒の住居から前期中葉・黒浜式期の土

器が出土している。合わせて、住居跡周辺グリッドの出土遺物も黒浜式の土器片が多くなっている。北に

隣接する市野谷宮尻遺跡においても29Ｎグリッドに黒浜式期の住居跡があり1)、何らかの関連性が窺える。

　前期以外の遺物としては、39Ｊ・41Ｆ・41Ｇ・42Ｇグリッドから後期の土器片が比較的多く出土している。

41Ｇグリッドには陥穴が集中している。陥穴及び土坑については、遺物の出土がないか、あっても少量で

あり、詳細時期が不明なものがほとんどである。

　本遺跡の北東に接する市野谷入台遺跡では、本遺跡に近い斜面部に陥穴２基と土坑４基が所在する2)。

本遺跡の北側にややまとまってみられる遺構群との関連が窺える。本遺跡と市野谷宮尻遺跡、市野谷入台

遺跡からは、早期ないし前期初頭～晩期までの土器が出土しているが、住居跡等の帰属時期から主体は前

期黒浜式期と思われる。前期の遺跡としては、本遺跡の西に位置する三輪野山地区から良好な遺構・遺物

が検出されている。

注１　栗田則久　2006『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書１―流山市市野谷宮尻遺跡―』（財）千葉県文化財センター
　２　伊藤智樹・新田浩三・安井健一　2008『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書３―流山市市野谷入台遺跡―』

（財）千葉県文化財センター

３．近世

　近世の遺構として野馬堀・土手、シシ穴、土坑などが検出された。これらの遺構は牧に関連していたと

考えられる。広い調査範囲および遺構にともなって出土した近世の遺物は僅少で、人々の日常生活の痕跡

が残らない、また普段人の出入りがほとんどなかった場所だったと想定される。



－　　－352

第２章　市野谷芋久保遺跡

　江戸幕府直轄の牧として千葉県には小金牧、佐倉牧、嶺岡牧があり、下総の西側に小金牧、東側に佐倉

牧があった。小金牧は、高田台牧、上野牧、中野牧、下野牧、印西牧で構成され、小金五牧とよばれた。

上野牧は、北西から南東に細長くのびる小金牧のほぼ中間に位置していた。市野谷芋久保遺跡は上野牧の

中央西端付近に相当し、周辺の市野谷宮後遺跡、市野谷立野遺跡、大久保遺跡などでも牧に関連する野馬

堀・土手が検出されている。市野谷芋久保遺跡の約１㎞南側を諏訪道が東西に通っている。諏訪道は、現

在の流山市役所付近の江戸川沿岸にあった矢河原（やっから）の渡しから、東方へ流山駒木に位置する諏

訪神社を通って、利根川沿いの柏布施弁天までを結ぶ鮮魚運搬ルートだった。そもそもは諏訪道は諏訪神

社への参道だったとも言われている。そして市野谷芋久保遺跡の北東約500ｍを、日光東往還が南東から

北西へと向かっていた。諏訪道と日光東往還の交差する市野谷付近に、牧への出入口である木戸が、かつ

て設けられていたと伝えられている。

　市野谷芋久保遺跡は、主要街道からやや奥まった後背地の場所に相当する。市野谷芋久保遺跡で検出さ

れた野馬堀・土手は、馬の飼養を伴う牧の設備の一部だったと考えられる。調査区中央を北西から南東へ

横方向に向かう堀と、調査区西端を北から南西へと縦方向に向かう野馬堀・土手があった。これらの野馬

堀・土手は、さらに調査区外へと伸びていて、隣接する遺跡などでも野馬堀・土手が確認されている。付

近に集落や人家がないので、家屋や菜園、畑へ野馬の侵入を阻止するため野馬堀・土手が築造されたとは

考えられない。何らかの飼養目的で牧内部を区画するために野馬堀・土手が造られたのだろう。

　芋久保には、馬の墓場があったと伝えられている。市野谷芋久保遺跡の北東300ｍの地点に高く盛り上

がった牛飼沢があり、その北側に湧水池がある。この池は今でも水をたたえ、古くから水飲み場だった。

湧水地の南西側付近の小字芋久保に、小金牧の斃馬捨て場があったという。三輪野山村、市野谷村、大畔

新田（今の西初石）の村境だった。その西側、市野谷と三輪野山との境に土手が走り、その西（村側）に

も馬捨て場があったという。三輪野山の馬捨て場は、農家が飼っていた馬を死んだときに埋めた墓で、東

側の芋久保の斃馬捨て場は、小金牧の野馬の埋め墓であった1)。両者は異なるタイプの馬の墓場だった。

市野谷芋久保遺跡で３か所からシシ穴が検出された。調査区北側から、馬の幼獣の骨が小規模で浅い土坑

から出土した。周辺にはほかに遺構がなく、単独のシシ穴だった。通常牧の斃馬は捨て場まで運ばれたか

ら、このシシ穴は、特殊な事情で死亡した幼い馬が埋められたものだろう。

　調査区西端で北から南西へと野馬堀・土手が走り、さらに隣接する市野谷宮後遺跡にも野馬堀・土手が

続いていることが確認されている。調査区外西側には三輪野山の住宅街が広がっているので、この野馬

堀・土手は、市野谷と三輪野山との境の土手であった可能性が高い。調査区南端で、この野馬堀・土手に

直交するようにしてシシ穴列が検出され、さらに調査区外南端の東西の道路にもシシ穴列は続いているこ

とが確認されている。つまり調査区南端のシシ穴列は、農民たちの馬の墓場であった可能性が考えられる。

　調査区中央を北西から南東へ横方向に向かう堀の底面から、シシ穴が１基検出された。調査区南端のシ

シ穴列と同様に、さらに連続してシシ穴が堀の底面に掘られていたとも考えられるが、確証がないので、

複数の馬を埋めた墓場と推測するのは困難だろう。市野谷芋久保遺跡で検出された野馬堀・土手とシシ穴

から、両者の密接な関連性がうかがえる。

注１　青木更吉　2003『小金牧を歩く』崙書房　67～69頁
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第３章　市野谷中島遺跡

第１節　遺跡の概要（第3︲1･2図）
　市野谷中島遺跡は江戸川の支流坂川によって開析された小支谷に臨む、標高16ｍほどの台地上に立地す

る。本遺跡の北西、同一台地上には旧石器・縄文時代の遺構が検出された市野谷芋久保遺跡が所在する。

また、北東側には小支谷を挟んだ台地先端部に、同じく旧石器・縄文時代を主要な時期とする市野谷二反

田遺跡、南東の坂川の対岸には旧石器・縄文時代と古墳時代中期を主要な時期とする市野谷向山遺跡な

ど、周辺には多くの遺跡が展開している。

　市野谷中島遺跡の調査状況は、第3︲1図のとおりである。今回は遺跡範囲の北側部分の報告を行う。な

お、下層については『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書６』において報告済みである。本遺跡か

らは縄文時代前期の埋甕炉１基、土坑２基、奈良時代の竪穴住居跡３軒、土坑１基、中・近世の溝10条が

検出された。主要な遺構は谷の奥にあたる遺跡北東部に集中している（第3︲2図）。縄文時代の遺構・遺物

は、隣接するほとんどの遺跡で見られるが、奈良時代の遺構は数少ない。奈良・平安時代の遺構は本遺跡

以西の台地平坦部、江戸川により近い加地区が中心となっている。

第２節　縄文時代

１．埋甕・土坑

(2)SP005（第3︲3図、図版3︲1･3･4）

　42Ｐ－19グリッドに位置する埋甕炉である。遺跡北東部、舌状台地先端部の北側で検出された。小さな

ピット中に正位で埋設され、口縁部・底部を欠損している。周囲の覆土は茶褐色土、埋甕内の覆土は粘性

の強いローム土混じりの暗褐色土である。埋設された土器は胴部がくびれたキャリパー型で、くびれ部よ

り下20㎝ほどが埋まっていた。

出土遺物　１は炉体土器として埋設されたもので、口縁部下から胴部中位にかけて遺存する。胎土に繊維

を含み、全面に無節Ｌを施す。２～５は胴部片である。２・３は単節 RL、４・５は単節 LRが全面に施

される。黒浜式期の土器群である。６は石鏃である。チャートが用いられ、脚部の抉りは浅い。

(7)SK001（第3︲3図、図版3︲1）

　43Ｎ－76グリッドに位置する。平面形は長楕円形で、長軸方向はＮ－51°－Ｅ、規模は長軸1.00ｍ、短軸

0.80ｍ、確認面からの深さ101㎝である。陥穴と思われる。

(7)SK002（第3︲3図、図版3︲1･3）

　遺跡西端、44Ｌ－24グリッドに位置する。平面形は楕円形で、長軸方向はＮ－21°－Ｅ、規模は長軸1.00

ｍ、短軸0.80ｍ、確認面からの深さ16㎝である。覆土は黒褐色土の単一層である。覆土上層から縄文時代

前期の土器が出土している。

出土遺物　１・２は同一個体と思われ、全面に附加条縄文が施される。１は口縁部片で、口唇部形態は角

頭気味となる。３は胴上部片で、反撚り LLが施される。４は附加条縄文、５は無節Ｌを全面に施す。黒

浜式期の土器群である。
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第3︲1図　市野谷中島遺跡調査状況
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２．グリッド出土の縄文土器

　本遺跡からは前期と後・晩期の土器が確認された。それらを５群に分類し、48点を図示した。

第１群土器（第3︲4図1～37･46～48、図版3︲3）

　本遺跡出土縄文土器の主体を占める前期中葉黒浜式を一括した。１・２は単節RLのループ文、３・６

は直前段合撚RLを地文とする。４・５・７・８・18は半截竹管による爪形文が施される。４・５・７は

口縁部片で、いずれも波状口縁となる。４には補修孔がみられる。９は波頂部に小突起を付すもので、附

加条縄文を地文とする。

　10～17・37は多截竹管による葉脈状文・肋骨文を施すものである。このうち17は胴部下半～底部付近の

破片で、ややランダムな格子目状を呈する。地文を有するものは13～15で、いずれも単節RLである。37

のみ胎土に繊維を含まない。

　19・20はフネガイ科のハイガイによる貝殻背圧痕を地文とするもので、19は口縁部である。

　21～36は地文縄文のみを施したものである。このうち21～25は結束による羽状縄文で、21～23が単節

LR・RL、24が無節Ｌ・単節RL、25が無節Ｒ・Ｌである。26～31は斜縄文となる。26・27は単節 LR、

28・31は単節 RL、29・30は無節Ｌである。32～35は附加条２条による菱形文を施したもの、36は反撚り

RRの結節文を施したものである。

　46～48は底部片をまとめた。46・48は上げ底、47は若干上げ底気味である。地文は46が単節 LR、47は

単節 RLである。

第3︲2図　市野谷中島遺跡遺構集中地点
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第3︲3図　(2)SP005・(7)SK001・(7)SK002
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第２群土器（第3︲4図38、図版3︲3）

　前期後葉浮島式を本群とした。38はハマグリによる変形爪形文を、横位に重畳施文する。浮島Ⅱ式に相

当する。

第３群土器（第3︲4図39～42、図版3︲3）

　後期初頭称名寺式を本群とした。39は条線を施した条線文系粗製土器である。40・41は磨消縄文でＪ字

文などの基幹文様を描くもので、単節LRを充填する。42は単沈線を描線として基幹文様を施すが、縄文、

列点及び条線のいずれも充填されない。

第４群土器（第3︲4図43･45、図版3︲3）

　後期中葉加曽利Ｂ式を本群とした。43は縄文系粗製土器で、単節 RLを地文とする。45は紐線文系粗製

土器の胴部片である。撚りの粗い単節 LRを地文として施した後、多截竹管による平行沈線を引いてい

る。時期的な細分は、ともに加曽利Ｂ２式に相当するであろう。

第５群土器（第3︲4図44、図版3︲3）

　晩期安行式を本群とした。44は紐線文系粗製土器の口縁部である。複合口縁の下部に密接施文した刻文

を巡らせる。頸部には単沈線による弧線文を描く。地文は施されていない。時期的な細分は安行３ｂ式に

相当しよう。

第3︲5図　グリッド出土縄文石器
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３．グリッド出土の縄文石器（第3︲5図、図版2︲31）

　出土点数は少なく、図示したものは５点である。１～３（ａ＋ｂ）は44Ｏ－04グリッドから出土した。

１はチャート製の尖頭器である。器体の中央部から破損し、尖端部のみが残存しているため全体形状が不

明である。石鏃の先端部の可能性もある。２は微細剥離痕のある剥片である。厚みのある幅広の剥片を素

材としている。３（ａ＋ｂ）は接合資料である。厚みのある剥片を素材として、左側縁と下端部に調整加

工が施されている。下端部からの調整加工の際に剥片３ｂが剥離されている。３ａは二次加工のある剥片

である。４は43Ｏ－73グリッドから出土した。安山岩製の凹石である。破損しており全体形状は不明であ

る。表裏両面にそれぞれ１か所の凹み痕が見られる。

第３節　奈良時代～中・近世

１．竪穴住居跡

　本遺跡から検出された竪穴住居跡は３軒である。いずれも遺跡北東部に位置し、出土した土師器・須恵

器等の遺物から奈良時代と思われる。

(1)SI001＋ (3)SI001（第3︲6図、第3︲1表、図版3︲1･4）

　41Ｐ－33グリッド周辺に位置する。遺構の北東側を第１次調査で、南西側を第３次調査で検出した。平

面形は東西にやや長い方形を呈し、主軸方向はＮ－61°－Ｗを指す。規模は長軸4.18ｍ、短軸3.58ｍ、確

認面からの深さ43㎝を測る。東側部分を調査した際、床面に硬化面は見られず、一部に灰白色粘土塊が分

布していた。西側部分では、中央に炭化材と焼土が検出され、床面全体が硬化していた。カマドは南東壁

中央に設置される。遺存状態が良く、煙道部も確認できた。柱穴は５基検出され、深さは P1が28㎝、P2

が20㎝、P3が28㎝、P4が14㎝、P5が15㎝であった。北東隅の P1と南西隅の P2は主柱穴、北西壁中央の

P3はカマドと向かい合う位置にあり、出入り口ピットと思われる。壁溝は確認されなかった。

　遺物の量は少なく、ほとんどが覆土中からの出土である。１の土師器杯はカマド天井部から出土した破

片と、住居北東隅の覆土上層から出土した破片が接合した。他にカマド右袖西側から須恵器杯、須恵器

甕、住居中央付近から須恵器蓋などが出土しているが、いずれも小片である。

出土遺物　１は土師器杯である。浅く扁平な丸底で、底部外面に木葉痕をもつ。口唇部は内側にやや肥厚

する。内面の調整はナデのち多方向の粗いミガキで、底部は放射状に近く、口縁部～体部は横方向に施さ

れる。口縁部に煤が付着している。

　２・３は口縁端部が短く折り曲げられる須恵器蓋である。２は小片のため、口径・傾きともに正確さを

欠く。

　４は須恵器杯である。底径と口径の差が小さく、体部が直線的に開く。底部外面は全面に手持ちヘラケ

ズリが施されており、切り離し方法は不明である。外面体部下端の調整は手持ちヘラケズリである。外面

に火襷が見られる。胎土に雲母を含む。

　５は土師器甕である。胴部が内湾しながら立ち上がる器形で、内面にはヘラナデの工具痕が見られる。

　６は須恵器甕の胴部片である。外面に叩きが施され、釉が付着している。内面には同心円状の当て具痕

が残る。気泡による膨らみが見られる。東海産の可能性がある。

(1)SI002（第3︲7図、第3︲1表、図版3︲1･2･4）

　41Ｐ－45グリッド周辺に位置する。平面形は方形、主軸方向はＮ－69°－Ｗである。規模は長軸3.58ｍ、
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短軸2.38ｍ、確認面からの深さ36㎝を測る。床面は全体に硬化しており、中央部には炭化材が見られた。

カマドは東壁南寄りに設置される。右袖は壊されていたが、左袖は土師器甕の完形品や破片を利用して構

築されている。壁溝は幅10㎝～20㎝、深さ４㎝と浅く、カマド以外全周する。柱穴は住居四隅に１本ずつ

４基検出され、深さは18㎝～20㎝で、主柱穴と思われる。出入り口ピットは確認されなかった。

　遺物は比較的形を保った杯や甕などが、カマドと壁際に点在していた。カマド燃焼部から土師器小型甕

が倒位で出土したほか、左袖からは半截された土師器甕が口縁部を東壁方向に向けた状態で横位に置かれ

ていた。北壁際から土師器杯１点、カマドと向かい合う西壁側からほぼ完形の土師器杯、土師器椀が検出

されている。南壁側から出土した土師器甕は、カマドから出土した破片と接合した。床面中央より南西寄

りの床面からは須恵器杯が出土している。

第3︲6図　(1)SI001＋ (3)SI001
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出土遺物　１は土師器椀である。底部は平坦だが体部との境は曖昧で、中心部に僅かに木葉痕が見られ

る。外面の調整は、口縁部ヨコナデの後体部ヘラケズリで、口縁部と体部の境に弱い稜をもつ。内面はナ

第3︲7図　(1)SI002
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デ後粗いミガキである。

　２・３は土師器杯である。浅く扁平な丸底で、底部外面に木葉痕をもつ。外面は口唇部直下までヘラケ

ズリ、内面は粗いミガキが施されている。内外面に煤が付着している。

　４は須恵器杯である。体部が直線的に開き、体部下端から底部全面に手持ちヘラケズリが施される。底

部の切り離しは回転ヘラ切りであろう。胎土に雲母を多く含むことから、新治産の須恵器と思われる。体

部の割れ口が摩滅しているため、意図的に打ち欠いた可能性がある。

　５は土師器小型甕である。胴部中位に最大径をもち、18.0㎝を測る。口縁部は肥厚しながら外反し、端

部に稜を形成する。胴部外面の調整はヘラケズリ後ナデで、胴部にヘラケズリを施した際の工具痕が頸部

に見られる。また、内面胴部上端と下位にはヘラナデの工具痕が多数残っている。被熱による赤化、器面

の剥離等も見受けられる。

　６～８は土師器甕である。６は胴部上位に最大径をもつ倒卵形で、肥厚しながら強く外反する口縁部

は、端部が僅かに摘み上げられる。底面に木葉痕が残る。外面胴部上半はナデ、下半は横方向のヘラケズ

リが施される。内面はヘラナデで、工具の当たりが多数見られる。にぶい黄橙色を呈し、胎土に多量の雲

母と長石を含む。外面の調整が甘く、胎土中の混入物が表面に出てきている。７は常陸型の甕で、底部を

欠損する。口縁部は弱いＳ字状を描く。外面胴部上位に特徴的な工具痕を有し、胴部下位にヘラケズリと

粗いミガキが施される。内面はヘラナデで、所々輪積み痕が残る。胎土に多量の白色粒子・白色礫を含む

が、雲母は混入していない。８は強く張る肩部に肥厚しながら緩やかに外反する口縁部が付く。

(2)SI003（第3︲8図、第3︲1表、図版3︲2･4）

　41Ｐ－95グリッド周辺に位置する。主軸方向はＮ－27°－Ｅ、規模は長軸2.99ｍ、短軸2.85ｍ、確認面か

らの深さ38㎝である。平面形は東西方向にやや長い長方形で、西南隅に張り出しの貯蔵穴を有する。貯蔵

穴を含めた幅は3.55ｍとなる。カマドは北壁中央に設置される。カマド内からは支脚が設置されたままの

状態で出土している。貯蔵穴の規模は南北1.08ｍ、東西0.82ｍ、住居床面からの深さは21㎝である。柱穴

は南壁中央に１基のみ確認された。深さは33㎝で、出入り口ピットと思われる。住居東側中央に間仕切り

溝が１条あり、長さ86㎝、幅12㎝、深さ５㎝である。壁溝は検出されなかった。ほかに、床面中央東寄り

にやや不整な方形の掘り込みが見られる。南北長60㎝、東西幅35㎝、深さ11㎝で、カマドと出入り口ピッ

トを結ぶ住居の主軸上に位置する。近接して床面小溝があり、本住居跡に伴う何らかの性格をもった遺構

と思われる。

　遺物の出土は少なく、南壁際床面から須恵器杯１点、床面西側と東側から須恵器甕片が出土している。

出土遺物　１・２は須恵器杯である。１は口縁部のみの遺存で、体部が直線的に開く。暗灰黄色を呈し、

胎土に雲母・白色粒子を含む。２は口径に比して器高が低い。体部が僅かに内湾しながら開き、口縁端部

で外反する。底部は回転ヘラ切りの後全面手持ちヘラケズリが施される。胎土に雲母を含むことから、常

陸産と思われる。

　３・４は須恵器甕の胴部片である。外面は叩き、内面には同心円状の当て具痕が見られる。

　５は非ロクロ成形の土師器杯である。底部を欠損するが、丸底になると思われる。色調は明赤褐色、体

部外面に煤が付着している。

　６は支脚である。断面円形で、基部に向かって広がっている。スサを多く含む。基部底面に焼けた山砂

が付着している。
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２．土坑

　遺跡北東部から１基のみ検出された。周辺から縄文時代前期の土器や凹石が採集されたが、遺構に伴う

遺物が検出されなかったため、詳細な時期は不明である。

(2)SK004（第3︲9図、図版3︲2）

　41Ｐ－83グリッドに位置する。平面形は楕円形で、長軸方向はＮ－５°－Ｗ、規模は長軸1.12ｍ、短軸

0.87ｍ、確認面からの深さ20㎝である。

３．溝状遺構

　本遺跡からは、中世～近世の溝状遺構が10条検出されている。トレンチ調査による部分的な調査で、詳

細は明らかでないが、台地縁辺に沿って北東・南西方向に延びる溝状遺構が大半を占める。

第3︲8図　(2)SI003
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３　暗灰色砂質土　焼土塊、炭化物少含
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６　淡黄色砂質土　被熱・赤色化
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(2)SI003
１　黒褐色土　ローム土含
２　黒褐色土　ハードロームブロック含
３　暗茶褐色土　ローム土含　床面中央部焼土、炭化物
４　黒色土　ローム土含
５　ローム土主体層
６　暗茶褐色土　ローム土、黒色土含
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(1)SD003（第3︲2図）

　調査区の北東端、41Ｐ－05グリッド周辺に位置する。北東～南西方向へ直線的に延び、両端とも調査区

外へ続く。検出された部分の長さは29.0ｍ、幅約0.3ｍ、深さ20㎝で、覆土は黒褐色土を主体とする。遺

物が出土していないため、詳細な時期は不明であるが、南西端で (1)SI001を切っていること等から中世以

降の溝と思われる。

(2)SD001（第3︲9図）

　調査区の北東、41Ｐ－75グリッド周辺に位置する。北西～南東方向へ直線的に延び、北西端は調査区外

へ続く。検出された部分の長さ22.5ｍ、幅0.8ｍ～1.2ｍ、深さは北西端で14㎝、中央で29㎝、南東端で11

㎝である。溝周囲や覆土上層から縄文土器片、陶器片が出土しているが、小片のため図示したものはな

い。遺構の時期は検出状況から中世～近世と思われる。

(2)SD002（第3︲9図、図版3︲2）

　調査区の東端、42Ｐ－37グリッド周辺に位置する。北東～南西方向へ直線的に延びた後、南西端で鍵の

手状に曲がる。北東端は調査区外へ続く。検出された部分の長さ4.2ｍ、幅0.8ｍ～1.2ｍ、深さは西端で13

㎝、中央で36㎝、北東端で18㎝である。床面は深さ15㎝ほどのピットが連なっている。覆土は黒褐色土を

主体とする。

(3)SD001（第3︲9図）

　調査区の南端、45Ｍ－70グリッド周辺に位置する。北東～南西方向へ直線的に延び、両端とも調査区外

へ続く。検出された部分の長さ15.0ｍ、幅0.8ｍ～1.2ｍ、深さは南西端で13㎝、中央で36㎝、北東端で28

㎝である。覆土は暗褐色土を主体とする。

(4)SD001（第3︲9図、図版3︲2）

　調査区の西側、43Ｎ－80グリッド周辺に位置する。北東～南西方向へ直線的に延び、両端とも調査区外

へ続く。検出された部分の長さ7.2ｍ、幅0.5ｍ～1.1ｍとやや不揃いである。深さは南西端で８㎝、中央で

13㎝、北東端で20㎝である。覆土はローム土を多く含む茶褐色土が主体である。

(7)SD001（第3︲9図）

　調査区の西端、43Ｌ－93グリッドに位置する。北東～南西方向へ、僅かにカーブしながら直線的に延び、

両端とも調査区外へ続く。トレンチ調査による一部のみの検出であるが、長さは約32ｍ、幅0.7ｍ、深さ

33㎝である。覆土は暗褐色土を主体とする。

(7)SD002（第3︲9図）

　調査区の中央、42Ｏ－90グリッド周辺に位置する。北東～南西方向へ直線的に延びる。トレンチ調査に

よる一部のみの検出であるが、長さは約38ｍ、幅0.7ｍ、深さ22㎝である。新旧２条の溝が重なっている

ようで、北西側の溝がより新しい。旧溝の覆土は暗褐色土、新溝の覆土は黒褐色土を主体とする。

(7)SD003（第3︲9図）

　調査区の南、44Ｎ－66グリッド周辺に位置する。北西～南東方向へほぼ直線的に延びる。トレンチ調査

による一部のみの検出であるが、長さは約29ｍ、幅1.2ｍ、深さ20㎝である。覆土は黒褐色土を主体とす

る。本遺構の南には (7)SD004があり、最も近接する東端で４ｍ、西側では15ｍの距離である。

(7)SD004（第3︲9図、図版3︲2）

　調査区の南、44Ｎ－84グリッド周辺に位置する。東西方向に曲線を描きながら延びる。トレンチ調査に
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第3︲9図　土坑・溝状遺構
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(2) SD002
１　暗褐色土　ローム土含
２　黒褐色土　ローム土含
３　茶褐色土　黒褐色土含

(4)SD001
１　表土層
２　暗褐色土　黄褐色土含
３　暗褐色土　ローム土含
４　暗褐色土
５　茶褐色土　ローム土多含

(3)SD001
１　暗褐色土　砂質　ローム土含
２　暗褐色土　砂質　小ハードロームブロック含
３　暗褐色土
４　黄褐色ローム土主体層

(7)SD002
１　黒褐色土　ローム粒子僅含
２　黒褐色土　ローム粒子多含
３　暗褐色土　ローム粒子多・ロームブロック少含

(7)SD003
１　暗褐色土　ロームブロック・ローム粒子少含
２　暗褐色土　褐色土ブロック少含
３　暗褐色土　ロームブロック少含

(7)SD001
１　暗褐色土　褐色土ブロック少含
２　暗褐色土　ロームブロック多含

(8)SD001
１　暗褐色土　ローム粒少含
２　暗褐色土　ローム粒少含

(7)SD004
１　黒褐色土　ロームブロック僅含

(2)SK004
１　暗褐色土　ローム土含
２　黒褐色土　ローム土含

(2)SD001　B－B′
１　黒褐色土　ローム土含
２　暗茶褐色土　ローム土含
３　暗褐色土　ローム土含
４　暗褐色土　ハードローム
　　　　　　　ブロック含

(2)SD001　A－A′
１　暗茶褐色土　焼土粒、ローム粒含
２　暗茶褐色土　ローム土、ローム粒含
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よる一部のみの検出であるが、長さは約48ｍ、幅0.7ｍ～1.0ｍ、深さ23㎝である。覆土は暗褐色土を主体

とする。

(8)SD001（第3︲9図）

　調査区の中央西側、42Ｎ－46グリッド周辺に位置する。遺跡北側の谷部に向かって直線的に延びると思

われる。トレンチ調査による一部のみの検出であるが、長さは約８ｍ、幅1.3ｍ、深さ34㎝である。覆土

は暗褐色土を主体とする。

第４節　まとめ

　市野谷中島遺跡では旧石器時代、縄文時代、奈良時代、中・近世の遺構・遺物が検出された。旧石器時

代に関しては、『流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書６』千葉県教育振興財団調査報告書第706集に収

録されている。本報告書では縄文時代以降の遺構・遺物を収録した。

　縄文時代の遺構は非常に希薄で、遺跡の北東端から埋甕炉が１基、中央から陥穴が１基、南西端から土

坑が１基検出されたのみであった。陥穴からは遺物が出土していないため、詳細な時期は不明であるが、

埋甕炉、土坑からは前期中葉黒浜式の土器が出土している。遺跡全体を見ても黒浜式の出土が多く、他は

前期後葉の浮島式、後・晩期の土器が散見する程度である。

　奈良時代の遺構は竪穴住居跡が３軒検出された。いずれも遺跡北東部に位置し、東側に小支谷を臨む台

地先端部に立地する。規模は３ｍ～４ｍの長方形ないし正方形で、３軒のうち、やや近接する (1)SI001＋

(3)SI001と (1)SI002は南東壁にカマドが設置される。２軒の竪穴住居跡より南に位置する (2)SI003は北東

壁にカマドをもつ。出土した遺物から８世紀第３四半期頃の時期が想定される。遺物にはさほど時期差を

認めないが、わずかに (2)SI003が先行するかも知れない。いずれにせよ、ごく限られた期間にのみ生活が

営まれていたようである。

　中世から近世にかけての遺構は、10条の溝状遺構が検出されている。幅１ｍ前後、深さ11㎝～36㎝で、

北東から南東方向へ直線的に延びるものが多い。トレンチ調査による部分的な調査であり、遺物の出土も

少ないことから、詳細な時期は不明である。

第3︲1表　出土土器観察表
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