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序

 本書は、財団法人山形県埋蔵文化財センターが平成5年度と同6年度に発掘調査

 を実施した、富沢1遺跡の調査成果をまとめたものです。

 .富沢1遺跡は、山形県のほぼ中央部に位置する寒河江市にあります。寒河江市は

 北に葉山、北西に月山を望み、南の最上川と寒河江川との問に平野が開けた緑豊か

 な街です。初夏には桜桃がたわわにみのり、「さくらんぼの里」として全国にその

 名を知られています。

 この度一般国道112号白岩バイパス改築事業に伴い、工事に先立って富沢1遺跡

 の発掘調査を実施しました。

 調査では、縄文時代中期から後期の集落跡と、縄文時代から室町時代にかけての

 土器や石器などが発見されました。道路工事に係わる調査のため発掘面積は多くあ

 りませんが、縄文時代の集落を理解するうえでよい資料を得ることができました。

 近年、高速自動車道やバイパス、農業基盤整備事業など国県等の事業が増加して

 いますが、これに伴い事業区域内で発掘調査を必要とする遺跡が増加の傾向にあり

 ます。これらの埋蔵文化財は祖先が長い歴史の中で創造し、育んできた貴重な国民

 的財産のといえます。この祖先から伝えられた文化財を大切に保護するとともに、

 祖先の足跡を学び、子孫へと伝えていくことが、私たちの重要な責務と考えます。

 その意味で、本書が文化財保護活動の啓発・普及、学術研究、教育活動などの一助

 となれば幸いです。

 最後になりましたが、調査においてご協力いただいた関係各位に心から感謝申し

 上げます。

 平成8年3月

 財団法人山形県埋蔵文化財センター

理事長木場清耕





例 口

 1本書は建設省東北地方建設局国道112号白岩バイパス改築工事に係る「富沢1遺跡」

 の発掘調査報告書である。

 2調査は建設省東北地方建設局山形工事事務所の委託により、財団法人山形県埋蔵文化

 財センターが実施した。

 3調査要項は下記のとおりである。

 遺跡名富沢1遺跡(CSGTZI)遺跡番号昭和62年度登録

 所在地山形県寒河江市大字清助新田字富沢107-1他

 調査期間発掘調査平成5年11月1日～平成7年3月31日

 第1次現地調査平成5年11月24日～平成5年12月10日

 第2次現地調査平成6年6月22日～平成6年10月7日

 資料整理平成6年12月1日～平成8年3月31日

 調査主体財団法人山形県埋蔵文化財センター

 発掘調査・資料整理担当者

 調査研究課長佐々木洋治(第1・2次調査)*現調査第一課長

 主任調査研究員佐藤庄一(第1・2次調査)*現調査第二課長

 調査研究員氏家信行(第1次調査)

 伊藤邦弘(第1次調査)

 黒坂雅人(第2次調査)

 4発掘調査及び本書を作成するにあたり、建設省東北地方建設局山形工事事務所、寒河

 江市教育委員会、寒河江市西部地区公民館等関係機関の協力を得た。

 5本書の作成・執筆は、佐藤庄一、黒坂雅人が担当した。編集は尾形與典、須賀井新人

 水戸弘美、真壁建が担当し、全体について佐々木洋治が監修した。

 6委託業務は下記のとおりである。

 遺物実測の一部については、株式会社シン技術コンサルに委託した。

 7出土遺物、調査記録類については、財団法人山形県埋蔵文化財センターが一括保管し

 ている。



凡例

 1本書で使用した遺構・遺物の分類記号は下記のとおりである。

 SG…河川跡SK…土墳SX…性格不明遺構EP…柱穴

 RP…一括土器RQ…石器S…礫

 2遺構番号は、現地調査段階での番号をそのまま報告書での番号として踏襲した。

 3報告書執筆の基準は下記のとおりである。

 (1)遺跡概要図・遺構配置図・遺構実測図中の方位は磁北を示している。

 (2)グリッドの南北軸は、N-34。50'一Wを測る。

 (3)遺構実測図は1/40・1/200縮図で採録し、各挿図毎にスケールを付した。

 (4)遺構観察表中の()内の数値は、検出部分の計測値を示している。

 (5)遺構実測図中の▲印は縄文土器、●印は石器の出土場所を示している。

 (6)遺物実測図・拓影図は1/2・1/3で採録し、各々スケールを付した。

 (7)土器拓影図で、外面部分は左側、内面部分は右側に表示している。

 (8)本文中の遺物番号は、遺物実測図・遺物観察表・遺物図版とも共通のものとした。

 ただし、石器図版については別途番号を付しているものもある。

 (9)遺物観察表中の()内の数値は、図上復元による推定値、または残存値を示して

 いる。また、出土地点欄の層位で、Fは遺構覆土内出土、ローマ数字(1～V)は

 遺跡を覆う土層(基準層序)を示している。

 ⑩SG2河川跡の遺物は、覆土が多岐にわたるため、便宜上大まかに上からF1～4

 として取り上げている。

 OD遺構覆土の色調の記載については、1987年版農林水産省農林水産技術会議事務局監

 修の「新版標準土色帳」に拠っ牽。



目次
 1調査の経緯

 1調査に至る経過…………一……一………………一・…………一……・一………………一……………1
 2第1次発掘調査の経過…………………………一………・…・………一…・………・…・……・……1
 3第2次発掘調査の経過…一……………・………………一・・……………・…・…・…・…………・……3

 11遺跡の立地と環境

 1地理的環境…一……………・……………一…・……………一…・……一…∵……一・……一…………・一5
 2歴史的環境………一……・…………一……・……………一…・……………一…・…一……………・…5

 皿遺構と遺物の分布
 1A区……………一・…一……………・一………………・……………・・…・…………一……・………6
 2B区・……………・…・……………・…・・…一……………・………一………・……………一…・………7
 3C区一………………・………………一・……………・…・・……………一…・…一・…………・………8

 1V検出遺構
 1A区の遺構・………………・・………………一・・…・……………・…・・……………・…………一……・…9
 2C区の遺構…一……………・一………一…・・…一…………・…………一一・……………・…・・…13
 3B区の遺構……………一…・一………………・……一…………・……一…………・………・……・…・…14

 V出土遺物
 1縄文土器…………・・……・……・……………………………・・………・…・……・……………・・…・……28
 2縄文土器の底部一………………・…一……………`……一…………・………………一・……………47
 3土製品・石製品…一…………・…一……………・・……・…………・……一…………・……………54
 4石器………一………・一……………・…一……………・……………………………一…・………56
 5弥生時代以降の遺物………………一・…・……・………・一………………・……………・…・`………89

 VI調査のまとめ
 1縄文土器群について・・………………`・……・…………・…………・・……・……一…………・………94
 2石器について…一…………`………………一・……・一………`……………一・……一…・……・…95
 3遺構について……………・…・一………………・………・・………・…………一一・一一…………・・96

 参考文献一…………・…・…………一……・…………・……・`…………一……・…………・・……・……………97
 遺跡抄録…一……………・………一…一・…………・…・…・………一………・…一……………・……………98

表
 表1土墳等観察表……・…………・・………………・・………………一`…一………………………一……・・27
 表2縄文土器観察表一……………・…・…………・…・……・…・………・……・…・………・……………32
 表3縄文土器底部観察表………・・………・………・…・……・……一…………・・……・…………・………53
 表4土製品・石製品観察表…・…一………・・……・…………・………………一・一………………・……54
 表5石鎌属性表・………・………・・………………・・………・…・……・………………一・・………………・・…67
 表6石錐属性表…一……………・………・………・・……一…………・…………一…・………一………・…68
 表7尖頭器属性表………・………・……・………・…・…………一……・……………一・…………一……・・69
 表8石匙属性表・・………………・……………一…・一………………・一………………・・……………・…・…69
 表9石箆属性表…・…………・…一・………………・・一………………・一………………・………………一・…70
 表10掻器属性表……………一・…一……一…・……一……一・……………一…・……………一…・…71
 表11削器属性表…………………………一……・…………一…・…・……一……・………一………・…71
 表12ピエス・エスキーユ計測表・……・…………・一……………・・……一・………・・…一…………・71
 表13磨製石斧計測表一……………・一………………・…………一……・…・一……一`……………71
 表14母岩1・接合剥片属性表………一………・一………………・………………一・………一………・…78
 表15磨石計測表……………一・…一…………・・一………………・……一…………・…・…………・…・…83
 表16凹石計測表……………一…`…一一一…・・∴………………・………………一・……………・・……83
 表17須恵器等観察表……一………・・……………一・・…・………一…・……一…………・……………90



挿図

 第1図遺跡位置図………………・`・…・……………・…・…・…………・一………………・……………一・・2
 第2図第1次調査概要図・…………・……・……一…………・……・…・………`…………………………4
 第3図第2次調査概要図………………∴`・………………・・……・…・………・………一……・……一4
 第4図A区遺構配置図………・……・…・………………一・………一……・…………一…・…………6
 第5図B区遺構配置図……・……・……・……………一…・……………………・…………・…・…………7
 第6図C区遺構配置図…………・……・………一………・・………・………・…一……………・・……………8
 第7図A区旧地形復元図・…・……………・……………一・一……………・一……・………・一一10
 第8図SG1河川跡断面図……………一・……………一…・…一・…………・……………一…・一…一11
 第9図SG2河川跡SX4断面図一…一一・一・……………一蜷………………一・………・…・……・15
 第10図土墳等(1)…一………・………………一・……一…………・……………一…・・…一…………・…18
 第11図土墳等(2)……一……・……………一…………………`…一………・…・…一…………・…19
 第12図土壌等(3)……………・……一…………・…一……………・…一…………・…………一…・・…・24
 第13図土墳等(4)………一……・…一……………・一……………・……一…………・……………一…・…25
 第14図土:壌等(5)………・…・…・……・………・……一…………・………一…一・……………一・……・26
 第15図縄文土器(1)…………一・………………一・一……………・……一………・…一…一………・・33
 第16図縄文土器(2)………一…・一………………・…一…………・……一一……・……一…………・34
 第17図縄文土器(3)・………・……・一……………・・……………・…・…………一…・………………一・35
 第18図縄文土器(4)…一…………・一……………・……・一………・…・……一……・…・…………一・36
 第19図縄文土器(5)一……………・……一………・……一………・……………一・………………一帯37
 第20図縄文土器(6)・………………・・一……………・………一………・…一……………・・………………38
 第21図縄文土器(7)…・………・…・……………一・…………一…・…一……………喜…一…………・39
 第22図縄文土器(8)…・……………・・………一…一・……………一…・一……………・・………………・40
 第23図縄文土器(9)…一………・………………一・……・…・………・一………・……・…一……………・41
 第24図縄文土器(10)………………・……………一・一………………・…一……………・…一…………42
 第25図縄文土器(ll)……一……・一………………・一………………・…一一………・………一……・・43
 第26図縄文土器底部(1)…・一………・……一………・…………・…一・…………一……・一……49
 第27図縄文土器底部(2)一………………・……………一・…………一一・……一…………・………50
 第28図縄文土器底部(3)………一…一・・……一……一・………………一・…………・……・・………51
 第29図縄文土器底部(4)・網代痕模式図……一………・………一・……・……………一・……52
 第30図土製品・石製品…………一一・…………一…・……・………・…・…………一……・…………55
 第31図石鎌・尖頭器実測図…一……………・……一………・………一……・………………一・……62
 第32図尖頭器・石錐・石匙実測図…………一・…・・…・……………`一………………・……………63
 第33図石箆実測図………・………・・……・…………・一……………・…………一……・…………一…・・64
 第34図掻器・削器実測図…一……………・……一………・・…………一…・……………一・・………65
 第35図削器・加工痕ある剥片・磨製石斧実測図…………一……………………・一…・……66
 第36図石鎌模式図……・…………・…・………・……・一……・………・一……………・…一…・………・・67
 第37図尖頭器模式図一…・…………・……一………・……………一…………・………・……………69
 第38図石匙模式図……一………・一………………・・……………一・………………一・一……………・・69
 第39図石箆模式図…一一………・…………一…・・…一……………・一・……………・一………………・・70
 第40図母岩1接合剥片実測図(1)…・…………・・………・……一・……………・一・一一…………・74
 第41図母岩1接合剥片実測図(2)・・…一……・・…………一…・……………一…・一一…………・・75
 第42図母岩1接合剥片・石核実測図一……………・……一…・……・………一一…・…………76
 第43図母岩1実測図……・……・……・……・……・……`一……………・…・…………一・……………77
 第44図剥片模式図一一……`・…・…一…………・…………一…・……………一・・……・…………・・78
 第45図母岩2・母岩3実測図………一……・………一……・………一………・……一………・・…79
 第46図母岩4実測図………・・………・一……・………・一……………・……一…一…・……………80
 第47図母岩5実測図…一…………・……………一・…一………・…・……………一・……………81
 第48図磨石・凹石実測図(1)…一………・……・…・………・…………・…・…`…一一………・……84
 第49図磨石・凹石実測図(2)・……………・………一…一・一………………・……一………・・……85
 第50図磨石・凹石・石棒実測図………一………・………一・……・…………………一……………・86
 第51図磨石・凹石・石皿実測図・………………・…一…………・………一………・・…一…………・・87
 第52図石皿実測図一……………・……・一………・……一…………・一………・……・…・・……………・・88
 第53図弥生時代以降の遺物(1)……一………・……一一……・………一………・一……………・…91
 第54図弥生時代以降の遺物(2)一…………・・………一………・・………………・・…一…一……・…92
 第55図弥生時代以降の遺物(3)一…・………・……………一…・………・………・・一……………・…93
 付図1A区遺物分布図
 付図2B区遺構配置図
 付図3C区遺物分布図



図版

 巻頭図版1富沢1遺跡全景(空中写真)
 巻頭図版2SG2河川跡中央畦土層断面

 SK25土墳土器出土状況
 図版1遺跡遠景調査区全景
 図版2A区調査前状況A区完掘状況
 図版3C区調査風景C区完掘状況
 図版4A区調査前状況A区完掘状況
 図版5A・B区作業状況SG1作業

 状況SG1須恵器出土状況
 SG1中世陶器出土状況
 SG1完掘状況

 図版6SG1北畦土層断面
 SG1中央畦土層断面
 SG1南畦土層断面

 図版7C区調査前状況
 C区遺構検出状況

 図版8C区完掘状況
 SK7土層断面
 SG2RP1出土状況
 SG2RP4出土状況
 SG2RP2出土状況

 図版9SG2中央畦土層断面
 SG2中央畦北端部土層断面
 SX4トレンチ土層断面

 図版10B区完掘状況
 図版11B区遺構検出状況

 B区調査風景
 図版12B区西部遺構完掘状況SK21

 土層断面SK22完掘状況
 SK23完掘状況SX43土層断
面

 図版13SK58完掘状況SK59完掘状
況

 図版14SK25検出状況SK25完掘状
 況SK27完掘状況SK28
 完掘状況SK37完掘状況
 SK48縄文土器出土状況SK
 50縄文土器出土状況SK52完
掘状況

 図版15B区南東部遺構完掘状況SK
 29完掘状況SK30完掘状況
 SK32縄文土器出土状況SK
 34完掘状況

 図版16EU77土層断面SK57完掘状
 況SK60RQ6出土状況
 SK66土層断面SK66完掘状
況

 図版17B区北東部完掘状況SK68縄
 文土器出土状況SK70完掘状
 況SK71完掘状況SK78
完掘状況

 図版18SK75完掘状況SX12土層断
面

 図版19縄文土器(1)
 図版20縄文土器(2)
 図版21縄文土器(3)
 図版22縄文土器(4)縄文土器(5)
 図版23縄文土器(6)縄文土器(7)
 図版24縄文土器(8)縄文土器(9)
 図版25縄文土器(10)縄文土器(11)
 図版26縄文土器(12)縄文土器(13)
 図版27縄文土器(14)縄文土器(15)
 図版28縄文土器(16)縄文土器(17)
 図版29縄文土器(18)縄文土器(19)
 図版30縄文土器底部(1)縄文土器底

 部(2)
 図版31縄文土器底部(3)縄文土器底

 部(4)
 図版32縄文土器底部(5)縄文土器底

 部(6)
 図版33土製品石製品
 図版34石鎌・尖頭器
 図版35石錐(1)
 図版36石錐(2)
 図版37石匙
 図版38石箆(1)
 図版39石箆(2)
 図版40石箆(3)
 図版41掻器
 図版42削器(1)
 図版43削器(2)
 図版44ピエス・エスキーユ、加工痕ある

剥片
 図版45石核
 図版46磨製石斧
 図版47磨石・凹石(1)
 図版48磨石・凹石(2)
 図版49磨石・凹石(3)
 図版50磨石・石棒
 図版51石皿(1)
 図版52石皿(2)
 図版53石皿(3)
 図版54石皿(4)
 図版55原石
 図版56母岩1接合剥片(1)
 図版57母岩1接合剥片(2)
 図版58母岩1接合剥片(3)
 図版59母岩1石核
 図版60母岩1接合状況
 図版61弥生土器・土師器・須恵器(1)

 須恵器(2)
 図版62須恵器(3)近世陶磁器
 図版63中世陶器(1)
 図版64中世陶器(2)





 1調査の経緯

 1調査の経緯

 1調査に至る経過

 富沢1遺跡は、山形県教育委員会が昭和62年度に分布調査を行って新たに登録された遺

 跡である。寒河江市の富沢地内からは本遺跡の100m東にもう1ヶ所遺跡が発見されたた

 め、西側からそれぞれ「富沢1遺跡」、「富沢II遺跡」と名付けている。この時は、遺跡

 の概要として、旧国道の両側の畑地に石器が多数、土器片が若干散布すると報告されてい

 る(文献1)。

 平成2年度に国道112号白岩バイパス改築工事が計画され、富沢1遺跡が工事に含まれ

 ることとなったため、それに先立ち同年10月と12月に遺跡の内容把握と開発計画の調整を

 図る目的で試掘調査を行った結果、縄文時代と平安時代の複合遺跡であることが明らかに

 なった(文献2)。縄文時代のものは、後期の土器・石器と土壙等が検出されている。な

 お、遺跡の北東部は以前のほ場整備により地山まで撹乱を受けていることが判明した。

 その後この調査内容をもとに、山形県教育委員会が建設省東北地方建設局や関係機関と

 遺跡の保存について協議を重ねた結果、白岩バイパス改築工事に遺跡がかかる場所につい

 て、財団法人山形県埋蔵文化財センターが建設省東北地方建設局山形工事事務所から委託

 を受け、平成5年度から2ヶ年に分けて発掘調査を実施することになったものである。発

 掘調査の地区は、便宜上南からA区、B区、C区の三つに分けて行った。

 2第1次発掘調査の経過(第2図、図版2・3)

 第1次発掘調査は、A区とC区について平成5年11月24日から12月10日までの延べ17日

 間実施した。なお、B区については発掘調査のための環境整備が整わないことから、同じ

 時期に山形県教育委員会が補足的な分布調査を行っている。

 第1次調査は、平成6年度の面的な発掘調査に備えて、遺跡のより詳細な内容を知るこ

 とを目的として実施した。A区とC区について、幅L8mのトレンチ(試掘溝)を12本設

 定して発掘調査を行っている。発掘面積は、A区が280㎡、C区が320㎡の計600㎡で、調

 査全体面積3,500㎡の約6分の1にあたる。

 トレンチの表土の除去は重機械を用い、その後手掘りで遺構、遺物の検出に努めた。第1

 次調査では、遺構の確認に重点を置いたため、原則として遺構の掘り下げは行わなかった

 が、第2次調査に向けて部分的に深く掘り下げた箇所もある。

 調査の結果、A区とC区の両区から幅が約9～15mで、深さが最深部で約1mを測る旧

 河川跡が3条検出された。これらの河川跡は、A区とC区のほぼ中央を流れており、覆土

 内から縄文土器や石器が多量に出土することが判明した。遺物は、縄文時代のほかに平安

 時代の土器も出土する。河川跡の発掘調査は水が湧き出ることもあり、平地の調査とは別

 に調査方法や工程を検討する必要があるため、第2次調査に向けての貴重なデータを得た

 ことになる。発掘調査の最終日近くに調査説明会を行い、その後埋め戻しを実施した。
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 1調査の経緯

 3第2次発掘調査の経過(第3図、図版4・7)

 富沢1遺跡の範囲は、これまでの諸調査による成果から、東西約200m、南北約130mと

 推定されるが、発掘調査区域は国道112号白岩バイパス改築工事にかかる部分に限定して

 いる。白岩バイパス道路は、遺跡のほぼ中央を東西に横切ることになる。

 平成6年度の第2次発掘調査は、平成6年6月22日から10月7日まで実施した。遺跡の内

 容は第1次発掘調査によって概要が把握されているため、工事にかかる遺跡の範囲を確定

 したのち6月28日からすぐに重機械を用いて調査区内の表土を取り除く作業を始めた。重

 機械による表土除去作業は、7月4日までの計5日間を要している。これと並行して、遺

 構や遺物の位置を記録しやすくするため、第1次発掘調査の区割りをもとに2m四方を単

 位とするグリッドと呼ばれる方眼区画を設定した。

 調査は、ほぼA区→C区→B区の順に進めているが、粗く表土を剥いだだけでは、河川

 跡や土墳等の遺構はわからないので、土の状態を確認しながら、ジョレンで少しずつ全体

 の面を削り遺構の検出を行った。この段階で、幅10mを越す旧河川跡(SG1・SG2)

 や縄文時代の土壙・性格不明の落ち込み遺構等が次々と検出されている。確認された遺構

 は、登録番号を付け、移植箆や竹箆等を用いて注意深く掘り下げていった。確認された遺

 構は、登録番号を付け、移植箆や竹箆等を用いて注意深く掘り下げている。

 A区はSG1旧河川跡を中心とする調査区で、7月1日から精査を始め、8月4日まで

 で河川跡の覆土の掘り下げを終了している。旧河川跡は掘っていくうちに水が湧いてくる

 ため、排水作業に苦労している。ただし、平成6年度は例年になく雨の少ない猛暑だった

 ため、調査には逆に幸いした面もあった。

 C区はSG2旧河川跡を中心とする調査区で、8月5日から面整理を始め、河川跡の覆

 土の掘り下げは調査終了近くの10月3日までを要している。

 B区の遺構検出の作業は8月22日から始め、土壌等の覆土の掘り下げに9月26日までを

 要している。B区は当初、桜桃の果樹園地であったことからが地層撹乱を受けていること

 が予想され、遺構や遺物はあまり見込めない調査区と考えられていた。しかし調査の過程

 では、土墳・性格不明の落ち込み遺構等がよく保存されていることが判明した。

 調査の後半は、地層を観察しながら遺構の断面図や平面図を書いたり、写真撮影をして

 記録に残す作業を行っている。とくに重要な遺物は、1点毎に登録しながら取り上げた。

 発掘調査の終了近くの10月4日に、調査の成果を地元の方々や関係者等に知っていただ

 くための調査説明会を遺跡現地で行い、多くの参加者を得た。また、10月6日には遺跡全

 体の写真保存のための航空写真撮影を実施している。現地の発掘調査は10月7日に終了し

 同日に器材撤収を行った。

 その後平成6年!2月までは、埋蔵文化財センターで、図面や写真等の記録整理と遺物の

 洗浄・注記等の基礎整理を行い、平成7年1月から本格的な整理作業に入った。平成7年

 度は、山形県埋蔵文化財センターの各現地調査が終了した平成7年12月から挿図、図版の

 版組、原稿執筆等を始め、今回の報告書作成に至ったものである。





 II遺跡の立地と環境

 II遺跡の立地と環境

 1地理的環境(第1図)

 富沢1遺跡は、山形県寒河江市大字清助新田字富沢に所在する。寒河江市街地の北西約

 4.5kmにあり、最上川の支流である寒河江川の右岸に立地する。

 山形県のほぼ中央に位置し、村山から国道112号線を通じて庄内地方への玄関口にあた

 る寒河江市は、東に奥羽山脈、西に月山、朝日の連峰を望み、北に葉山を擁して、村山盆

 地の一角を形成する。市の南東部を南から北に最上川が流れ、中央を朝日岳に源を発する

 寒河江川が西から東に流れて最上川に合流する。

 この地域の河岸段丘面は、高・中・低位の三つに分けられる。高位面は寒河江川北岸の

 碁盤森山等の標高330m台の丘陵地に分布するものである。中位面は寒河江川・最上川沿

 いにあって、川岸との比高が100m前後である。山地・丘陵地を縁取るように分布してい

 る。台地は果樹園や水田となっている。低位面は、数段の段丘面に細分される。

 富沢1遺跡は寒河江川の河岸段丘の低位面および扇状地状の低地に位置し、遺跡のすぐ

 北側に寒河江川の旧河川が存在する。遺跡はこれに沿って東西約200m、南北約130mの範

 囲に広がっている。標高は、A・B区!32mで、C区で129mを測る。河岸段丘の低位面の

 形成期は、C14年代測定値によっていまから3万年～1万年前とされている。

 表層の地質は礫および砂からなる未固結の堆積物で、北側は砂および泥となる。土壌は

 今の浦系統の黒泥である。遺跡の地目は、水田や果樹園、畑地、宅地等多様である。

 2歴史的環境(第1図)

 寒河江市には旧石器時代の遺跡が多く、河岸段丘や丘陵上に前期旧石器時代と後期旧石

 器時代の過渡期に位置付けられる明神山遺跡をはじめ、後期旧石器時代を主とする金谷原

 遺跡・高瀬山遺跡・西覚寺遺跡・富山遺跡等が分布する。

 縄文時代の遺跡は、市内に約20ケ所分布する。縄文時代早期や前期の遺跡は、2～3の

 出土例はあるもののまだよく知られていない。縄文時代中期になると、三脚石器が多く出

 土した上谷沢遺跡や、中期末葉の複式炉をもつ住居跡を検出した柴橋遺跡・うぐいす沢遺

 跡・向原遺跡等、分布が密になる。

 弥生時代の遺跡は、石田B遺跡の前期の再葬墓が知られているが、高瀬山遺跡からも弥

 生中・後期の土器が出土している。古墳時代の遺跡は、高瀬山遺跡の方形周溝墓や、箱式

 石棺をもつ高瀬山古墳がある。古墳時代の集落跡は、河北町で熊野台遺跡・下損遺跡等が

 発掘調査されているが、寒河江市内での本格的な調査例はない。

 奈良・平安時代の集落跡は、平成6年度から高瀬山遺跡周辺で本格的な発掘調査がなさ

 れている。また、同時期の須恵器や瓦を焼いた窯跡が市内西方の平野山にある。

 中世から近世にかけては、大江氏を中心とする一族の城館跡が多く作られており、とく

 に大江町の左沢(楯山)城、寒河江市の寒河江城・白岩城が著名である。



 III遺構と遺跡の分布

 m遺構と遺物の分布

 1A区(第4図、付図1、図版2・4)

 A区はSG1河川跡を中心とする地区で、発掘面積は合計800㎡である。SG1河川跡

 は、A区を西から東にかけて緩やかに流れている。河岸の稜線がやや乱れているが、川底

 近くの傾斜変換線はかなり明瞭である。A区の北西部には幅3mほどの小河川跡(SG3

 河川跡)が西から北に向って注いでいる。SG1河川跡の内部には、集石や軽い落ち込み

 が数ヶ所みられるが、遺構とする確証はない。A区北東部の平場には、浅い落ち込みや小

 穴が分布するが、遺物の出土はなく、明らかに遺構と認定されるものはない。

 遺物には、縄文土器・石器・石製品・弥生土器・土師器・須恵器・赤焼土器・中世陶

 器・近世陶磁器などがあり、SG1河川跡を中心に出土する。巻末にA区の遺物分布状況

 を出土点数から5段階に分けた図を載せてあるので参照いただきたい(付図1)。

 付図1からは遺物のほとんどがSG1河川跡の覆土から出土していることがわかる。こ

 れは、河跡以外の標高の高い場所の遺物包含層が後世の耕作等によって削平されたことに

 よるものであろう。さらに縄文時代の土器や石器等の遺物が、SG1河川跡の北側により

 集中して分布し、南側にいくほど分布密度が少なくなることもわかる。これは、縄文時代

 の集落が同河川跡の北側にあったことを強く示唆する。また、弥生時代以降とくに中世の

 陶器がSGl河川跡の南東部に分布することも注目される。



 皿遺構と遺跡の分布

 2B区(第5図、付図2、図版10～12)

 B区は縄文時代の土堤群を中心とする地区で、発掘面積は合計1,520㎡である。B区の

 南から南東部にかけてA区で検出されたSG1河川跡の北岸が巡り、北東部には幅8m以

 上の段丘崖に添った落ち込み(SX12)が確認されている。

 縄文時代の遺構は、この二つの河川跡に囲まれた平場に集中して分布する。検出された

 遺構は、土堤が48基と性格不明の落ち込み3基等である。48基の土壌は、大きく(a)断面が

 中程で一旦くびれ、さらに底に向って開く袋状のもの、(b)平面が長楕円形を呈し、壁が垂

 直に立ち上がり、中央に柱穴をもつ陥し穴と考えられるもの、(c)その他のものの三つに大

 別される。(a)の袋状土壌は13基あり、B区の北西部と南西部および南東部の三ヶ所にまと

 まって分布する。また、(b)の陥し穴と考えられるものは3基あり、B区の北西端と南東端

 の二ヶ所の分布する。竪穴住居跡は検出できなかった。

 遺物はほとんどが縄文時代に属するもので、縄文土器・土製品・石器などがある。B区

 の各土壌や落ち込み遺構から出土するが、とくに袋状土壙に多くみられる。遺物の時期は

 縄文時代中期末葉から同後期初頭頃に比定されることから、土堤等の時期もこの頃を主と

 するものと考えられる。



 III遺構と遺跡の分布

 3C区(第6図、付図3、図版3・7・8)

 C区はSG2河川跡を中心とする地区で、発掘面積は合計1,180nずである。SG2河川

 跡はC区を南東から北西にかけて緩やかに流れている。川岸の稜線がやや乱れているが、

 川底近くの傾斜変換線はかなり明瞭である。北東部には段丘崖に添った落ち込み(SX

 4)がみられる。SG2河川跡の内部には窪地が数ヶ所みられるが、遺構とする確証はな

 い。C区北東部の平場からは、SK7・8・11の3基の土壙と若干の柱穴が検出されてい

 る。遺物には、縄文土器・土製品・石器・石製品・赤焼土器・須恵器・中世陶器・近世陶

 磁器などがあり、SG2河川跡を中心に出土する。巻末にC区の遺物分布状況を、出土点

 数から5段階に分けた図を載せてあるので参照いただきたい(付図3)。

 付図3からは、縄文時代の土器や石器等の遺物が、SG2河川跡の南側により集中して

 分布し、北側にいくほど分布密度が少なくなることもわかる。これは、縄文時代の集落が

 同河川跡の南側にあったことを強く示唆する。C区南側の崖面に一部試掘溝を入れたとこ

 ろ、縄文時代の土器や石器が多く出土したことも、これを裏付ける。また、弥生時代以降

 とくに平安時代の須恵器がSG2河川跡の南東部に分布することも注目される。
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 IV検出遺構

 1A区の遺構(第4・7図、図版4～6)

 (1)SG1河跡(第8図、付図1)

 A調査区全域を西から東に縦断する旧河川跡である。第1次発掘調査で遺構の概観をほ

 ぼ把握し、第2次発掘調査で調査区内を全域掘り下げている。河川跡の幅は最大部で13.5

 m、最小部で16.5m、平均14.5mを測り、西側の幅が東側よりやや広くなる。河川から離

 れた両側は、シルト層の下の基盤層である礫層が露出している。川岸の稜線は少し乱れて

 おり、とくに北岸側で1～2段の低い平場を形成する。川底近くの傾斜変換線はかなり明

 瞭であり、川底の幅は西側で10.8m、中央で8.5m、東側で6.6mを測る。

 つぎにSG1河川跡の覆土について述べる。本河川跡の土層断面は、中央の南北ベルト

 2本(東から南畦、中央畦と呼ぶ)とA区北西壁(北畦と仮称)の三ヶ所で観察した。

 発掘調査は当初重機械を用いて表土を除去したため、地表面からの土層の堆積状況がわ

 かるのは北畦のみである。川跡は地表面下50～70cmで検出され、その上層は第1層一水田

 の耕作土、第II層一後世の盛り土、第III層一水田の滞水面となっている。

 SG1河川跡の覆土は大きく5層に分かれ、F1が黒褐色シルト(水田を作る際の埋土)

 F2が黒色粘質シルト(縄文時代から近世までの遺物包含層)、F3がオリーブ黒色粘質

 シルト(縄文時代から中世までの遺物包含層)、F4がやや明るいオリーブ黒色粘質シル

 ト(縄文時代中期末から後期中葉までの遺物包含層)、F5がオリーブ黒色細砂層(縄文

 時代中期末から後期中葉までの遺物包含層)となっている。F2はさらに礫の含み具合や

 土質から三つに細分される。

 覆土全体の厚さは各畦とも約60cmで、各層の厚さはF1が20～25cm、F2が20～50cm、

 F3が10cm、F4が10～15cm、F5が10cmとなる。F1を除き、各層とも岸から川底に

 向って緩やかな堆積状況を示す。遺物は各層から出土するが、下層にいくほど少なくなる

 傾向を示す。また、付図1から縄文時代の土器や石器等の遺物が、SG1河川跡の北側に

 より集中して分布し、南側にいくほど分布密度が少なくなることもわかる。

 SG3河川跡は、A区の西端7～10-14～16Gで検出されたSG1に注ぐ小さな河川跡

 である。幅が約55cm、検出長が約150cm、検出面から川底までの深さが最深部で35cmを測

 り、断面がV字形を呈する。覆土は2層に分かれ、F1から縄文土器片6点と石器剥片52

 点が出土している。

 第7図には、発掘調査終了近くにおける50Cm毎の標高測点を基にA区の旧地形の復元図

 を示した。SG1河川跡の落ち込み部が等高線の密な部分となって表れている。川跡北岸

 の南東部はなだらかな傾斜になって、後述するB区の南端に続く。川底面は必ずしも水平

 ではなく、二ヶ所に高みをもって屈曲していることがわかる。また、川底面は西から中央

 にかけてはほとんど比高差がなく、中央から東にかけて若干低くなっている。周辺の地形

 を考慮にいれれば、SG1河川跡は西から東に向って緩やかに流れているといえる。
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 IV検出遺構

 2C区の遺構(第6図、図版7～9)

 (1)SG2河川跡(第9図、付図3)

 C調査区全域を西から東に縦断する旧河川跡である。第1次発掘調査で遺構の概観をほ

 ぼ把握し、第2次発掘調査で北西部を除く調査区域を掘り下げている。河川跡の幅は最大

 部で12.5m、最小部で9.2m、平均10.Omを測り、西側の幅が東側よりやや広くなる。河

 川から離れた両側は、基盤の褐色粘質シルト層である。川岸の稜線は少し乱れており、と

 くに北西部西側の岸の延長が不明確になる。川底近くの傾斜変換線はかなり明瞭であり、

 川底の幅は西側で9.6m、中央で10.5m、東側で8.2mを測る。

 つぎにSG2河川跡の覆土の状況について述べる。本河川跡の土層断面は中央の南北ベ

 ルトと南東壁で観察した。発掘調査は当初重機械を用いて表土を除去したため、地表面か

 らの土層の堆積状況がわかるのは南東壁のみである。川跡は地表面下20～30Cmで検出され

 その上層は第1層一水田の耕作土、第II層一後世の盛り土、第III層一水田の滞水面となっ

 ている。第II層は上位段丘に近い南側にはなく、下位段丘に近い北側に堆積している。

 SG2河川跡の覆土は80層近くになるが、土層の堆積状況から大きく5つの時期にに区

 分される。もっとも古い1期は、中央ベルト南側に堆積しているもので、黒色粘質シルト

 を主とする上層の1～3・7・8層と、褐色砂層を主とする下層の4～7・9～15・18～

 21層に分かれる。次に古い2期は1期の北側に堆積しているもので、黒色粘質シルトを主

 とする上層の16～18層と、褐灰色砂層を主とする下層の22～25層に分かれる。3期は2期

 の北側に堆積しているもので、上からの掘り込み部で褐色粘土を主とする49～55層・同黄

 灰色粘土を主とする32～35層と、これらに切られている下層の黄灰色砂層を主とする40・

 43～47層、褐灰色砂層を主とする58～65層に分かれる。4期は3期の上面に堆積している

 もので、黒色シルトを主とする27～30・39・41・42・48層が含まれる。もっとも新しい5

 期は、3・4期の北側に堆積しているもので、黒色シルトを主とする上層の66層と、黒褐

 色粘質シルトを主とする下層の67～77層に分かれる。

 以上の五時期に大別した河川跡の覆土の観察から、SG2河川跡は時期が新しくなるに

 つれて幅を狭くしながら北側に移動していることがわかる。覆土全体の厚さは90～120cm

 で、北側にいくほどやや深くなる。

 遺物は黒色シルトを主とする層から出土するが下層にいくほど少なくなる傾向を示す。

 もっとも新しい5期とした川跡の層からは、須恵器や窯津片がまとまって出土し、各層が

 一気に堆積していること等から、後世の用水路を近年になって埋めたものと考えられる。

 また、付図3から縄文時代の土器や石器等の遺物が、SG2河川跡の北東側により集中

 して分布し、北側にいくほど遺物の分布密度が少なくなることがわかる。

 (2)SX4落ち込み

 本落ち込みは、C区の北東端37～43-42～45Gで検出されたもので、C区の平場から下

 の段丘に至る崖面と考えられるものである。幅が約5m、調査区内での長さが約11m、検

 出面から底面までの深さが最深部で100cmを測り、東から西にかけて傾斜する。
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 IV検出遺構

 覆土は上面のa～9層が後世の盛り土で、1～12層がそれ以前の堆積層となる。遺物は

 盛り土と3・5層から縄文土器片85点と石器剥片227点、陶磁器16点が出土している。

 (3)SK7土堤(第14図、図版8)

 C調査区、SG2河川跡の北側43・44-36・37Gで検出された不整円形の土壌である。

 大きさは東西径171cm、南北径166cm、検出面から底面までの深さは最深部で54cmを測る。

 遺構検出時はわからなかったが、覆土の掘り下げ段階で本土堤の西部に直径80～100cmの

 落ち込みが2基確認された。全体が一つの土墳というよりは、A～C三つの土壌が重複し

 たものと考えられる。

 発掘調査時の中央ベルトの覆土は6層に分かれるが、F1～4がSK7B土墳、F5・

 6がSK7A土壌の覆土となる。遺物はF1から石器剥片が1点だけ出土している。

 (4)SK8土堤(第14図)

 SK7土壙の西側42～44-37・38Gで検出された不整方形の土堤である。大きさは東西

 径220cm、南北径228cm、検出面から底面までの深さは最深部で33cmを測る。平面がかなり

 不整な形をしており、本来は本土堤の東部分があったものに、後で西側が浅く掘り込まれ

 たと思われる。発掘調査時の中央ベルトの覆土は4層に分かれるが、F3・4が本来の土

 壙、F1・2が新しく掘り込まれた土層の可能性がある。遺物はF3から石器剥片が7点

 出土している。

 (5)SK11土壌(第14図)

 SG2河川跡の南側41-31Gで検出された略円形の土壙である。東側の土堤を切ってお

 り、大きさは東西径82cm、南北径74cm、検出面から底面までの深さは40cmを測る。

 覆土は3層に分かれるが、F1から縄文土器と石器剥片が各1点出土している。

 3B区の遺構(第10～14図、付図2、図版12～13)

 (1)SG1河川跡(付図2)

 A区から連続する河川跡で、B区の南西から南東にかけて全域でSG1河川跡の北岸が

 検出されている。幅が約4～10m、長さが約40mで、西から北東にかけて蛇行しながらB

 区の平場を取り囲む。河川跡の北側は、A区と同じようにシルト層の下の基盤層である礫

 層が露出している。B区では本河川跡について幅1m、長さ6mのトレンチ調査に留めて

 いる。検出面から川底までの深さが最深部で52cmと浅く、川底は確認されていない。

 覆土は2層が確認され、F1・2から縄文土器片と石器剥片点が小量出土している。

 (2)SX12落ち込み(付図2)

 本落ち込みは、B区の北東端44～48-15～21Gで検出されたもので、B区の平場からC

 区の段丘に至る崖面と考えられるものである。検出幅が約10m、検出長が約14m、検出面

 から底面までの深さが最深部で120cm以上を測り、南から北にかけて傾斜する。

 覆土は上層を除き6層に分かれ、4～9層がそれ以前の堆積層となる。遺物は多く上面

 の3層と5～7層から縄文土器片1,111点と石器剥片670点が出土している。
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 (3)SK21土壌(第10図、図版12)

 B調査区西端30・31-20・21Gで検出された不整楕円形の土壌である。断面が中程で一

 旦くびれ、底が奥に広がる「袋状土墳」となっている。大きさは東西径97Cm、南北径107

 cmで、検出面から底面までの深さは最深部で60cmを測る。

 覆土は5層に分かれ、遺物は各層から出土するがとくにF3からまとまって出土した。

 縄文土器は深鉢が復元できたもので4点(第15図1～4)、破片が61点、調整のある剥片

 石器やチップが22点、磨石等の磨製石器が6点(第48図、第50図)出土している。本遺

 跡で縄文土器群のまとまりを知れる数少ない遺構である。

 (4)SK22土墳(第10図、図版12)

 SK21土壙の東側33・34-20Gで検出された隅丸長方形の土壌である。大きさは東西径

 150cm、南北径117cmで、検出面から底面までの深さは最深部で18cmと浅い。

 覆土は黒色シルトの単一層で、遺物は石器剥片が1点だけ出土している。

 (5)SK23土堤(第10図、図版12)

 調査区西端35・36-19・20Gで検出された略円形の土堤である。耕作等で削平されてい

 るが、北東部は袋状土墳の形を残している。大きさは東西径103cm、南北径116cmで、検出

 面から底面までの深さは最深部で34Cmを測る。

 覆土は3層に分かれ、遺物は各層を合わせて縄文土器片4点と石器剥片やチップが13点

 出土している。

 (6)SK24土堤(第10図)

 調査区西端38・39-20・21Gで検出された不整楕円形の土墳である。大きさは東西径77

 cm、南北径252cmで、検出面から底面までの深さは最深部で43cmを測る。

 覆土は5層に分かれ、F1～F3から縄文土器片21点と円盤状土製品が1点(第30図1)

 石器剥片やチップが11点出土している。

 (7)SK25土墳(第10図、図版14)

 調査区北西部40-17・18Gで検出された不整円形の土壌である。断面が逆台形を呈し、

 底面に長さ20～35cmの円礫が7個認められた。大きさは東西径101cm、南北径104cmで、検

 出面から底面までの深さは最深部で36cmを測る。

 覆土は黒色シルトの単一層で、縄文土器が復元できたもので4点(第15図5・6、第16

 図7)、縄文土器破片が94点、調整のある剥片石器が12点、磨製石斧が1点(第35図15)

 磨石・凹石等が7点出土している。

 (8)SK27土墳(第10図、図版14)

 調査区北西部34-15・16Gで検出された不整円形の土壌である。断面が逆台形を呈し、

 南側の土壙を切って作られている。大きさは東西径l18cm、南北径96cmで、検出面から底

 面までの深さは最深部で29cmを測る。

 覆土は5層に分かれ、F1～F3から縄文土器片8点と石器剥片9点、磨石等が1点出

 土している。
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 (9)SK28土壌(第10図、図版14)

 調査区西端30・31-12・13Gで検出された不整長方形の土壌である。断面が鍋底を呈し

 底面近くに小円礫が2個認められた。大きさは東西径97cm、南北径104cmで、検出面から

 底面までの深さは最深部で17cmと浅い。

 覆土は2層に分かれ、Flから縄文土器片8点と石器剥片5点が出土している。

 (10)SK29土墳(第10図、図版15)

 SK28土壌の東側32・33-12・13Gで検出された不整円形の土壌である。大きさは東西

 径103cm、南北径110cmで、検出面から底面までの深さは最深部で12cmと浅い。覆土中に長

 さ30cm前後の円礫が2点認められた。

 覆土は黒褐色シルトの単一層で遺物は縄文土器片3点と石器剥片9点が出土している。

 (11)SK30土墳(第11図、図版15)

 調査区西側中央寄り33-11Gで検出された不整円形の袋状土墳である。大きさは東西径

 115cm、南北径116cmで、検出面から底面までの深さは最深部で24cmを測る。

 覆土は2層に分かれ、遺物は各層合わせて縄文土器片4点と石器剥片13点が出土してい

 る。

 (12)SK31土壌(第11図〉

 SK28土墳の北側33-12Gで検出された略円形の土堤である。大きさは東西径94cm、南

 北径98cmで、検出面から底面までの深さは最深部で17cmと浅い。

 覆土は黒褐色シルトの単一層で、遺物の出土は認められなかった。後世に撹乱された穴

 の可能性もある。

 (13)SK32土壙(第11図、図版15)

 調査区南西部34-9Gで検出された隅丸長方形の土壌である。大きさは東西径108Cm、

 南北径84cmで、検出面から底面までの深さは最深部で11cmと浅い。

 覆土は2層に分かれるが、Flから縄文土器深鉢の体部(第17図11)と縄文土器片4点

 と石器剥片8点が出土している。

 (14)SK33土壌(第11図)

 調査区南西端35・36-6・7Gで検出された不整円形の土墳である。大きさは、東西径

 169cm、南北径156cmで、検出面から底面までの深さは最深部で20cmを測る。底面はやや凹

 凸がある。覆土は6層に分かれ、Fl～F3から縄文土器片3点と石器剥片60点および石

 器接合資料2点が出土している。

 (15)SK34土堤(第11図、図版15)

 調査区南端36・37-7Gで検出された不整円形の袋状土墳で、北側の浅い土壌に切られ

 ている。大きさは、東西径156cm、南北径158cmで、検出面から底面までの深さは最深部で

 29cmを測る。耕作等で削平されているが、北側を除き袋状土堤の形を残している。

 覆土は5層に分かれ、各層から遺物が出土する。F4を主に縄文土器片66点と底部(第

 26図1)、石器剥片84点、磨石等1点が出土している。
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 (16)SK35土壌(第11図)

 調査区中央南寄り39-9Gで検出された不整円形の土堤である。SK36土堤に切られて

 おり、断面が逆台形を呈する。大きさは東西径81cm、南北径80cm以上で、検出面から底面

 までの深さは23cmと浅い。

 覆土は3層に分かれ、F1・2から縄文土器片2点と石器剥片5点が出土している。

 (17)SK36土墳(第11図〉

 SK35土墳の南側39-8・9Gで検出された不整円形の袋状土壌である。大きさは東西

 径126cm、南北径134cmで、検出面から底面までの深さは最深部で52cmを測る。底面は鍋底

 状を呈し、断面が中程で奥に入り込む。

 覆土は5層に分かれ、遺物はF1から縄文土器片15点と石器剥片67点、石核3点、磨石

 等2点および石器接合資料1点(第40～43図)が出土している。

 (18)SK37土壌(第11図、図版14)

 調査区38-12Gで検出された不整円形の袋状土墳である。耕作等で削平されているが、

 北側の一部が袋状土堤の形を残している。大きさは東西径121cm、南北径123cmで、検出面

 から底面までの深さは最深部で27cmを測る。また、底面に長さ40Cm前後の円礫が2個並ん

 で認められた。

 覆土は3層に分かれ、遺物はF1から小型深鉢と深鉢が各1点(第17図15・16)、縄文

 土器片114点と石器剥片29点、磨石等4点、F2から縄文土器片10点と石器剥片2点が出

 土している。

 (19)SK38土堤(第12図)

 調査区中央東寄り40-10Gで検出された不整方形の土壌である。大きさは東西径91cm、

 南北径89cmで、検出面から底面までの深さは26cmを測る。

 覆土は黒褐色シルトの単一層で、遺物は縄文土器片29点と磨石等3点が出土している。

 (20)SK39土堤(第12図)

 調査区東南端43-7・8Gで検出された不整方形の土壙である。大きさは、東西径156

 cm、南北径148cmで、検出面から底面までの深さは16cmと浅い。

 覆土は黒褐色シルトの単一層で、遺物は認められなかった。

 (2DSX43落ち込み遺構(第12図、図版12)

 調査区西端31～33-15・17Gで検出された不整楕円形の落ち込み遺構である。西側がS

 K47土壌に切られており、大きさは東西径406cm、南北径351cm、検出面から底面までの深

 さは37Cmである。覆土は5層に分かれるが、黄褐色粘質シルト主体の層にF1の黒色シル

 トが両側からレンズ状に入り込んでおり、風倒木の一種と考えられる。遺物はF1から、

 縄文土器片16点と石器剥片22点出土している。

 (22)SK47土壌(第12図、図版12)

 調査区西端31-15Gで検出された略楕円形の土墳で、北側のSX43落ち込み遺構を切っ

 て作られている。大きさは、東西径85cm、南北径75Cmで、検出面から底面までの深さは最
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 深部で30cmを測る。

 覆土は黒褐色シルトの単一層で遺物は縄文土器片1点と石器剥片4点が出土している。

 (23)SK48土壌(第12図、図版12・14)

 SX43落ち込み遺構の東33-16Gで検出された不整楕円形の土壌である。大きさは、東

 西径71cm、南北径74cmで、検出面から底面までの深さは30cmを測る。

 覆土は2層で、縄文土器深鉢(第17図14)と破片、石器剥片が各14点出土している。

 (24)SK52土壙(第12図、図版14)

 調査区北端39・40-20・21Gで検出された不整楕円形の袋状土墳である。断面が末広が

 りで、大きさは東西径101cm、南北径200cmで、検出面から底面までの深さは71cmを測る。

 覆土は4層に分かれ、遺物はF1から縄文土器片25点と石器剥片4点が出土している。

 (25)SK57土壌(第12図、図版15)

 調査区中央36-13Gで検出された略円形の袋状土壙である。断面がやや末広がりで、大

 きさは東西径72cm、南北径73cmで、検出面から底面までの深さは35cmを測る。

 覆土は黒褐色シルトの単一層で、遺物は認められなかった。

 (26)SK58土堤(第14図、図版13)

 調査区西端30-19・20Gで検出された不整楕円形の陥し穴と考えられる遺構である。壁

 が垂直に立ち上がり、中央に直径25Cmほどの柱穴を有する。大きさは東西径56cm、南北径

 115cmで、検出面から柱穴底面までの深さは72cmを測る。

 覆土は黒褐色シルトの単一層で、遺物は認められなかった。

 (27)SK59土堤(第14図、図版13)

 SK58土壙の東側32-18Gで検出された不整楕円形の陥し穴と考えられる遺構である。

 壁が垂直に立ち上がり、中央に直径40cmほどの柱穴を有する。大きさは東西径57Cm、南北

 径155Cmで、検出面から柱穴底面までの深さは84cmを測る。

 覆土は黒褐色シルトの単一層で、遺物は認められなかった。

 (28)SK62土壌(第12図)

 調査区南西端36-8Gで検出された略円形の袋状土堤である。断面がやや末広がりで、

 大きさは東西径101cm、南北径100cmで、検出面から底面までの深さは20cmを測る。

 覆土は黒褐色シルトの単一層で、遺物は縄文土器片23点と底部1点(第26図25)、石器

 剥片10点、磨石類1点が出土している。

 (29)SK63土壙(第12図)

 調査区南西端34-8Gで検出された略円形の袋状土壙である。断面がやや末広がりで、

 南側の土壙に切られている。大きさは東西径62cm、南北径66Cmで、検出面から底面までの

 深さは30cmを測る。覆土は2層に分かれ、遺物は縄文土器片!l点と石器剥片8点、磨石類

 9点が出土している。

 (30)SK66土墳(第13図、図版16)

 調査区南西端34-9・10Gで検出された略円形の袋状土壙である。断面が末広がりで、
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 SK79土堤を切っている。大きさは東西径141cm、南北径132cmで、検出面から底面までの

 深さは57cmを測る。覆土は5層に分かれ、遺物はF1～3から縄文土器片11点と石器剥片

 19点が出土している。

 (31)SK68土壌(第13図、図版17)

 調査区南西部35・36-9・10Gで検出された不整楕円形の土堤である。西側の土堤に切

 られ、大きさは東西径87cm、南北径118cmで、検出面から底面までの深さは23cmを測る。

 覆土は5層に分かれ、遺物はF1から深鉢体部(第16図8)、縄文土器片26点と石器剥

 片17点が出土している。

 (32)SX69落ち込み遺構(第13図)

 調査区中央36・37-11・12Gで検出された不整楕円形の落ち込み遺構である。大きさは

 東西径343cm、南北径128cm以上、検出面から底面までの深さは37cmである。覆土は6層に

 分かれるが撹乱が著しい。遺物はF1・2から縄文土器底部(第27図19)、縄文土器片

 119点と石器剥片28点、磨石類1点が出土している。

 (33)SK70土堤(第13図、図版17)

 調査区南西部38-9・10Gで検出された略円形の土壌である。大きさは東西径103cm、

 南北径106cmで、検出面から底面までの深さは22cmを測る。底面に長さ25cm前後の円礫が

 2個並んで認められた。覆土は黒褐色シルトの単一層で、遺物は縄文土器片5点と石器剥

 片2点、磨石類3点が出土している。

 (34)SK71土壙(第13図、図版17)

 調査区東部43-12Gで検出された不整楕円形の袋状土堤である。断面が末広がりで、大

 きさは東西径139cm、南北径132cmで、検出面から底面までの深さは60cmを測る。

 覆土は5層に分かれ、遺物はF1～3から縄文土器片1点と石器剥片5点、磨石類3点

 が出土している。

 (35)SK75土壙(第14図、図版18)

 調査区東端43・44-9Gで検出された略楕円形の陥し穴と考えられる遺構である。壁が

 ほぼ垂直に立ち上がり、中央に直径30cmほどの柱穴を有する。大きさは東西径120cm、南

 北径165cmで、検出面から柱穴底面までの深さは73cmを測る。

 覆土は黒褐色シルトの単一層で、遺物は認められなかった。

 (36)SK106土壌(第13図)

 調査区中央北寄り39-17Gで検出された略円形の土堤である。大きさは東西径65cm、南

 北径72cmで、検出面から底面までの深さは18cmと浅い。底面に長さ30cm前後の円礫が1個

 認められた。覆土は黒褐色シルトの単一層で、遺物は縄文土器片5点が出土している。

 (37)SK1107土堤(第13図)

 調査区中央39・40-11Gで検出された不整方形の袋状土墳である。断面が末広がりで、

 大きさは東西径75cm、南北径91cmで、検出面から底面までの深さは52cmである。底面に長

 さ20cmの円礫が1個認められた。覆土は黒褐色シルト層で、遺物は認められなかった。
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 表1土壙等観察表

       遺構番号種別検出地区(X-Y)G平面形規模(EW-NS)Cm深さ(cm)備考

       SK7土堤43・44-36・37G不整円形171×16654以下3基C区の土堤

       SK8土堤42～44-37・38G不整方形220×22833

       SK11土壌41-31G略円形82×7440東側の土堤を切る

       SK21袋状土堤30・31-20・21G不整楕円形97×10760以下B区の土墳

       SK22土壙33・34-20G隅丸長方形150×11718

       SK23袋状土堤35・36-!9・20G略円形103×11634

       SK24土壌38・39-20・21G不整楕円形77×25243

       SK25土壌40-17・18G不整円形101×10436底面に礫

       SK27土堤34-15・16G不整円形118×9629南側の土壙を切る

       SK28土壙30・31一一12・13G不整長方形97×10417

       SK29土堤32・33-12・13G不整円形103×11012覆土中に礫

       SK30袋状土堤33-11G不整円形115×11624

       SK31土壙33-12G略円形94×9817

       SK32土壙34-9G隅丸長方形108×8411

       SK33土壙35・36-6・7G不整円形169×15620

       SK34袋状土壙36・37-7G不整円形156×15829北側の土堤を切る

       SK35土壙39-9G不整円形81×(80)23SK36に切られる

       SK36袋状土堤39-8・9G不整円形126×13452

       SK37袋状土堤38-12G不整円形121×12327底面に礫

       SK38土壙40-10G不整方形91×8926

       SK39土壙43-7・8G不整方形156×14816

       SX41落ち込み遺構37-19・20G不整方形191×16713

       SX43落ち込み遺構31～33-15～17G不整楕円形406×35137風倒木

       SK47土壌31-15G略楕円形85×7521SX43を切る

       SK48土壙33-16G不整楕円形71x7430

       SK51土壙38・39-20G不整楕円形124×5416

       SK52袋状土堤39・40-20・21G不整楕円形101×20071

       SK56土壌35-14G不整楕円形56×13317

       SK57袋状土堤36-13G略円形72×7335

       SK58陥し穴30-19・20G不整楕円形56×11572

       SK59陥し穴32-18G不整楕円形57、く15584

       SK60土堤39-12G隅丸方形41×5620

       SK62袋状土塊36-8G略円形1〔)1×10020東側の土壙を切る

       SK63袋状土墳34-8G略円形62×6630南側の土壌に切られる

       SK64土壙31-11G略円形56×6215

       SK65土壙34-7G略円形83×766

       SK66袋状土壙34-9・1〔)G略円形141×13257南側の土壙を切る

       SK67土壌33・34-6G楕円形11(1×9210SK79を切る

       SK68土壙35・36-9・10G不整楕円形87×l1823西側の土壙に切られる

       SX69落ち込み遺構36・37-11・12G不整楕円形343x(128)37南側の落ち込みに切られる

       SK70土墳38-9・10G略円形103×10622底面に礫

       SK71袋状土壙43-12G不整楕円形139x!3260

       SK72土堤41-llG円形41>■408

       SK75陥し穴43・44-9G略楕円形12(〕x16573

       SK76土壌30・40-19G不整楕円形51×3719

       EU77埋設土器39-19G円形20×2222

       SK78土壙37-10・11G不整楕円形71×9215底面に礫

       SK79土壌33一一1(〕G不整方形(64)×6913底面に礫

       SK80土壙32・33-9G略楕円形52×6616西側の落ち込みに切られる

       SK106土壙39-17G略円形65×7218底面に礫

       SK107袋状土壙39・40-llG不整方形75×9152底面に礫
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 V出土遺物

 V出土遺物

 今回の調査によって出土した遺物は、整理箱にして167箱である。内訳は、縄文土器が

 58箱、打製石器が68箱、磨製石器が32箱、須恵器・陶磁器等弥生時代以降の土器が9箱と

 なる。

 1縄文土器(第15～26図、図版19～29)

 B区西半部以外に明確な土壙等の遺構がなかったため、A区のSG1河川跡とC区のS

 G2河川跡の埋土から出土したものが大半を占める。遺構の性格上、小片や細片がほとん

 どである。B区の遺構ではSK21・25・32・36・37土壌の計5ヶ所で縄文土器がややまと

 まって出土しており、復元のうえ図示ができた縄文土器はすべてこれらの遺構から出土し

 たものである。

 これらの縄文土器を、器形、文様構成、施文手法等から時期の古い順に9群31類に分け

 て記述する。

 第1群土器(第18図17・18)

 大木7b式に含まれる土器を本群に一括する。胎土には、石英、長石、黒雲母などを含

 み焼成も比較的良い方である。内面はよく磨かれている。文様構成、施文手法等からつぎ

 の2類に細分される。

 1類:口縁部にS字状の粘土貼り付け文を有し、体部上半に縄文原体による側面圧痕文が

 施されているものである。SG2河跡F3から1点出土している(17)。器形は浅鉢にな

 ると思われる。

 2類:横方向の隆帯と連続した半裁竹管文を有するものである。SG2河川跡F3から1

 点出土している(18)。器種は深鉢になると思われる。

 第II群土器(第18図19・22)

 大木8b式に含まれる土器を本群に一括する。胎土には、長石、黒雲母などを含み焼成

 も良い。内外面はよく磨かれている。本群の資料はB区II層から出土した2点だけで、同

 一類に属する。

 1類:隆線ないし隆沈線による渦巻文が施されているもので、器形は頸部が長く胴部が膨

 らむキャリバー形の深鉢である。

 第III群土器(第15図1～4、第18図20・21・23～25・27～34)

 曲線的な縄文帯あるいは無文帯が器面に展開する土器群で、大木10式に属するものを本

 群に含めた。SK21土堤からややまとまって出土している。胎土には、石英、長石などを

 含み、焼成はあまり良くない。施文手法や文様構成等からつぎの6類に細分される。
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 1類:隆帯と沈線によるS字形あるいはC字形の縄文充填区画文が主として横方向に展開

 するものである。器形はすべて深鉢で、口縁部が直線的に立ち上がるもの(20・23)と、

 胴部がやや膨らむもの(21・30)の二つがある。

 2類:隆帯ないし沈線による区画の中に円形の刺突文が施されているものである。器種は

 すべて深鉢で、28は隆帯と沈線による区画、29は沈線による文様区画がなされている。

 3類:隆帯と沈線によるS字形あるいはC字形の区画文の中が磨消しされている無文に

 なっているものである。器種は深鉢であるが、全体の器形ははっきりしない(31・32)。

 4類:口縁部文様の展開が隆帯によって行われているもので、体部は縄文は地文となって

 いる。明瞭な沈線は認められず、隆帯の断面が山型を呈するのが特徴である。目縁が内湾

 する深鉢で、主たるモチーフは0字形ないしC字形をなすと思われる(第15図1・2)。

 本類には口縁部に橋状の把手を有するものもみられる(33)。

 5類:口縁部に幅広い無文帯を有し、体部の地文との境が隆帯によって区画されている粗

 製の深鉢である。口縁部が内傾するもの(3、27)と、やや外傾するもの(24・25)の二

 つがある。

 6類:口縁部に幅広い無文帯を有し、体部の地文との境が沈線によって区画されている粗

 製の深鉢である。口縁部が内傾するもの(4、157)と、やや外傾するもの(34)の二つ

 がある。

 第IV群土器(第15図5・6、第16図7、第18図26、第19図、第20図62～68)

 岩手県の「門前式」といわれる土器より古い要素を持っている縄文時代後期初頭の土器

 群で、とくにボタン状貼付文や連鎖状隆帯文がほとんどみられないことを大きな特徴とし

 ている。ちなみに富沢1遺跡では第IV群～第VI群土器が主体をなしている。第IV群土器は

 SK25土堤からややまとまって出土している。胎土には、石英、長石などを含み、焼成は

 あまり良くない。施文手法や文様構成等からつぎの6類に細分される。

 1類:頸部に隆帯あるいは沈線をめぐらしているもので、胴部文様帯をもたない土器を本

 群に一括する。多くは隆帯上に刻目文や刺突文を施しているが、施文手法によりいくつか

 に分けられる。

 ①隆帯上に刻目文を施しているもの(36)

 ②隆帯上に刺突文を施しているもの(35・37・49)

 ③隆帯と沈線文を施しているもの(7)

 ④隆帯のみを施しているもの(67)

 ⑤沈線文のみを施しているもの(5、43～46、155・156)

 2類:1類とは違って胴部文様を有する土器群である。隆帯をもつもの、沈線文をもつも

 の等施文手法によりいくつかに分けられる。

 ①隆帯上に刻目文を施しているもの(26)

 ②隆帯上に刺突文を施しているもの(38～40、66)
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 ③沈線区画の中に刻目文を施しているもの(58)

 ④隆帯のみを施しているもの(9、41・42)

 ⑤沈線文のみを施しているもの(6、43～46・57、63・64・68、155・156)

 ⑥刺突文を施しているもの(47・48・50～53)

 ⑦隆帯による区画の中に充填縄文を施しているもの(54～56、62)

 ⑧口縁部に有孔の大きな把手を有するもの(59～61)

 3類:第IV群に伴うと思われる粗製土器を一括した。口縁部が内湾するもの(65)とほぼ

 直立するものがある。

 第V群土器(第16図8・10、第17図12・16、第20図69～84、第21図85～108)

 連鎖状隆帯やボタン状貼付文、立体的な大形把手を有する土器群である。SK36土壙か

 らややまとまって出土している。胎土には、石英、長石、黒雲母などを含み、焼成は比較

 的良い。灰褐色になるほど良好に焼かれた土器も存在する。施文手法や文様構成等から、

 つぎの4類に細分される。

 1類:本類は口頸部に連鎖状隆帯やボタン状貼付文などがみられるが、胴部文様帯をもた

 ないものである。器形にはA.目縁がゆるやかにすぼまるもの、B.口頸部ですぼまる目

 縁が外反するものの大きく2種類がある。数量が少なく詳細な記述は難しい(69～74)。

 2類:胴部文様帯があり、懸垂文等が発達した土器である(75～106)。器形上では大形

 の把手をもつものが目立つ。すべて破片で全体がわかるものはないが、器形にはA.頸部

 がやや膨らみ大波状口縁をもつもの(78・85・86・97・98)、B.平縁で口縁がほぼ直立

 するもの(83)、C.筒形に近い器形のもの(77・82)の大きく3種類がある。78には、

 二列の連鎖状隆帯による懸垂文が認められる。85・86には連鎖状隆帯やボタン状貼付文と

 口縁部から展開する沈線による山形の区画文が認められる。105・106は隆帯に太い斜方向

 の沈線が施されているもので、やや様相を異にする。本類に属する明確な把手は認められ

 なかったが、あるいは第IV群土器2類⑧がこれに伴うのかもしれない。

 3類:爪形文をもつものを本類に一括する。SG2河川跡から蓋形土器が1点出土してい

 る(第17図15)。中央につまみ部、両側に2個のボタン状貼付文を有し、沈線によって山

 形の区画の中に連続した爪形文が施されている。また、胴部文様帯をもつ深鉢の仲間で隆

 帯に爪形文をもつものもSG2河川跡から1点出土している(107)。このほか二種の縄

 文原体を撚り合せて爪形文的な効果をだしているものが1点(108)あるが、便宜上これ

 も本類に含めておく。

 4類二第V群に伴うと思われる粗製土器である。器形がある程度わかるものがSK36土墳

 から1点(第16図10)とSK37土壌から2点(第17図12・16)、SK68土壌から1点(第

 16図8)出土している。器形は、口縁部がほぼ直立する深鉢(10)とやや内傾する深鉢

 (12)および小形の深鉢(16)などがある。表裏縄文のある土器(184・186)も本期に前

 後する時期かもしれない。
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 V出土遺物

 第VI群土器(第17図11・13、第22図109～133、第23図134～!54)

 全体的な特徴として倒卵状ないし渦巻状磨消縄文や波状懸垂文等を有する一群である。

 第V群土器にみられた連鎖状隆帯やボタン状貼付文はあまり認められず、沈線による区画

 文や円形の刺突文が主体になる。本群がまとまって出土した遺構はない。胎土には、石英

 長石、黒雲母などを含み、焼成は比較的良い。施文手法や文様構成等から、つぎの5類に

 細分される。

 1類:口縁部に沈線や刺突文によって区画された比較的幅の広い無文帯をもち、主たる文

 様が胴部にあるものである(109～m、114～126)。大形の土器が多くなる。器形は口縁

 部がほぼ直立するもの(109・110)と、胴中央部より上に最大径をもち、頸部で一端すぼ

 まって口縁が外反するもの(124・126ほか)とがある。118～122の土器には赤色顔料が塗

 られている。

 2類:口縁部に無文の隆帯あるいは連鎖状の隆帯がめぐっているもので、第V群のものと

 は少し違う要素をもっている土器を一括した。器種はすべて橋状把手ないし波状口縁をも

 つ深鉢である(127～133)。沈線を主体に文様が施されているもの(127・128)と、Y字

 形の磨消縄文をもつもの(13・130)がある。

 3類:波状口縁の頂部から直接胴部の文様が展開するものや、幅の狭い口縁部の無文帯を

 もつものである(11・134～149)。器種は波状口縁で目縁が内傾する深鉢(11)と、外反

 する深鉢(134～139)がある。文様は太い沈線の区画による渦巻文ないしS字文を主とす

 るもの(134～143)と、縄文の地文に沈線による山形文を主とするもの(144～149)とが

 ある。

 4類:口縁部に区画文や口縁部文様帯をもつもので、比較的横方向への展開が現れてくる

 ものである。細い沈線による弧状文が施されているの(150)と、縄文の地文に粗い間隔

 で平行沈線文が施されているもの(152～154)がある。

 5類:第VI群に伴うと思われる粗製土器である。胴部に最大径があり、口頸部は屈曲する

 深鉢類は特徴と思われるが、富沢1遺跡で明らかに本類と認定出来るものはないが、地文

 に撚糸文をもつ仲間の一部が該当するかもしれない(188～191・194)。

 第VII群土器(第17図14、第24図158～162)

 短い連鎖状の円形刺突文と横方向に展開する磨消縄文を特徴とし、第VI群土器に後続す

 るとおもわれる土器群である。資料が少ないがつぎの2類に分けられる。

 1類:橋状の把手と太い円形刺突文を特徴とするものである(159～162)。160・161は、

 把手がかなり発達し、内外面に各々1個の円形刺突文を有する。159・162は巻貝状の細長

 い把手をもち、短い連鎖状の円形刺突文と頸部に磨消縄文を有する。

 2類:短い連鎖状の円形刺突文と横方向に展開するS字状の磨消縄文を特徴とするもので

 ある。SK32土墳から口縁部を欠くもののほぼ完形の深鉢が出土している(14)。158も

 本類に含まれる。
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 V出土遺物

 第VIII群土器(第17図12、第24図163～175)

 後期中葉頃に属する土器を本群としたが、ほとんど小破片であるため詳しい分類は出来

 ない。器種は浅鉢ないし口縁部が大きく外反する深鉢が多くなる。施文手法や文様構成等

 から、つぎの4類に細分される。

 1類:頸部に隆帯と斜方向の刻目文を有するものである(163～165)。器形は頸部がくび

 れ、口縁部が外反する鉢形のものが想定される。

 2類:口唇部と頸部に縦方向の刻目文、その間に短い同一原体による羽状の縄文を有する

 ものである(166～169)。器形は頸部がくびれ、口縁部が外反する鉢形が想定される。

 3類:口縁部および体部上半に幅広い縄文帯を有するものである(171～173)。体部上半

 の磨消縄文は入組文の祖型となる。口縁部は外反する大きな波状目縁となる。

 4類:第VIII群に伴うと思われる粗製土器である。外面が全面研磨され、無文となっている

 深鉢が特徴的である。口縁部は平縁で内傾するもの(12)と肥厚するもの(170)とがあ

 る。粗い刷毛目文の仲間(192・193)も本類に含まれるかもしれない。

 第IX群土器(第25図176～183)

 縄文時代晩期に属すると思われる土器群を本群に一括する。施文手法や文様構成等から

 っぎの4類に細分される。

 1類:口縁部および体部に沈線による三叉文を有するものである(176～177)。器形は両

 方とも浅鉢と思われる。

 2類:平行沈線に刻目ないし隆帯を伴う工字文を有するものである(179～182)。器形は

 179が深鉢、180～182が大形の浅鉢である。

 3類:平行沈線による工字文を有するものである(183)。器形は小形の浅鉢である。

 4類:第IX群に伴うと思われる粗製土器である。口唇部が強く外側に屈曲する深鉢

 (178)は器形等から1類に伴う可能性が高い。

 表2-1縄文土器観察表

       Nα出土地点・層位器種・部位文様・調整等分類挿図図版
       1SK21F3深鉢・口縁部隆帯による縄文充填区画文II卜415-119-1

       2SK21F1深鉢・口縁部同上III-415-219-2

       3SK21F3深鉢・体部上半口縁部と体部の境に隆帯Il卜515-319-3

       4SK21F3深鉢・体部上半口縁部と体部の境に沈線II卜615-419-4

       5SK25Fl深鉢・体部上半口縁部にS字状の沈線文IV-1⑤15-519-5

       6SK25F1深鉢・体部上半全面に沈線による方形の区画文IV-2⑤15-619-6

       7SK25F1深鉢・体部上半頚部に隆帯とU宇状の沈線文IV-1③16-720-7
       8SK68F1深鉢・体部中位体部上半にLR縄文、その下は無文V-416-820-8

       9B区II層深鉢・口縁部口縁部から胴部にU字状の隆帯文lV-2④16-920-9

       10SK36F2深鉢・体部上半縦回転のRL縄文と無節縄文の組合せV-416-1020-10

       11SK32F1深鉢・体部上半波状口縁と沈線による方形区画の磨消縄文VI-317-1121-11

       12SK37F1深鉢・体部上半外面が全面ミガキによる無文V-417-1221-12

       13SG2F1深鉢・口辺部沈線区画によるY字形の磨消縄文VI-217-1321-13

       14SK48F2深鉢・略完形横方向のS字形磨消縄文VII-217-1421-14

       15SG2F2蓋・略完形ボタン状貼付文と沈線・爪形文V-317-1521-15

       16SK37Fl小形深鉢・体部下半体部にRL縄文V-417-1621-16

       17SG2F3浅鉢・口縁部S字状貼付文と縄文原体側面圧痕文1-118-1722-17

       18SG2F3深鉢・口縁部粘土隆帯と連続した半截竹管文1-218-1822-18

       19B区II層深鉢・口縁部隆線による渦巻文H-118-1922-19

       20B区II層深鉢・口縁部隆沈線による縄文充填区画文II卜118-2022-20
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 V出土遺物

 表2-2縄文土器観察表

       No出土地点・属位器1種・部位文様・調整等分類挿図図版

       21C区1層深鉢・口辺部同上III-118-2122-21

       22B区II層深鉢・口辺部隆沈線による渦巻文llI-118-2222-22

       23SG2F1深鉢・体部陸沈線による縄文充填区画文III-118-2322-23

       24SG2F3深鉢・口縁部口縁部と体部の境に隆帯lII-518-2422-24

       25SG2F2深鉢・口縁部同上III-518-2522-25

       26SK21F1深鉢・体部胴部の隆帯上に刻目文(IV-2①18-2622-26

       27B区II層深鉢・口辺部口縁部と体部の境に隆帯III-418-2722-27

       28SG2F1深鉢・体部隆沈線区画による円形刺突文lII-218-2822-28

       29SG2F1深鉢・口縁部沈線区画による円形刺突文m-218-2922-29

       30SGIF1深鉢・体部隆沈線による縄文充填区画文III-118-3022-30

       31SG2F1深鉢・体部隆沈線区画による磨消無文lII-318-3122-31

       32B区II層深鉢・体部同上II卜318-3222-32

       33SG2F2深鉢・口縁部橋状の把手m-418-3322-33

       34SGlF1深鉢・口縁部口縁部と体部の境に沈線III-619-3423-34

       35SK25F2深鉢・口縁部隆帯上に刺突文IV-1②19-3523-35

       36SG28トレIII層深鉢・体部同上1V-1②19-3623-36

       37SG2F2深鉢・口縁部同上IV-1②19-3723-37

       38SGIF4深鉢・体部胴部の隆帯上に刺突文IV-2②19-3823-38

       39SK56F1深鉢・体部同上IV-2②19-3923-39

       40SG4F1深鉢・体部同上IV-2②19-4023-40

       41B区H層深鉢・口縁部口線部から胴部にU字状の隆帯文IV-2④19-4123-41

       42SK25Fl深鉢・体部同上IV-2④19-4223-42

       43SG2F1深鉢・口縁部口縁部に2条の沈線IV-1⑤19-4323-43

       44SG2F2深鉢・口縁部頚部に1条の沈線IV-1⑤19-4423-44

       45SG2F2深鉢・口縁部口縁部に1条の沈線IV-1⑤19-4523-45

       46SX69F1深鉢・口縁部頚部に1条の沈線IV-1⑤19-4623-46

       47B区11層深鉢・口縁部体部に連続した刺突文IV-2⑥19-4723-47

       48SG2F1深鉢・口縁部同上lV-2⑥19-4823-48

       49SX69F1壷・口縁部頚部に隆帯と刺突文・刻目文IV-1②19-4923-49

       50SGIFl深鉢・体部体部に連続した刺突文IV-2⑥19-5023-50

       51SG2F1深鉢・口辺部同上IV-2⑥19-5123-51

       52SGIF3深鉢・体部同上IV-2⑥19-5223-52

       53SG4F2深鉢・体部同上IV一一2⑥19-5323-53

       54SG2F2深鉢・口縁部隆帯区画の中にC字形の充填縄文lV-2⑦19一一5423-54

       55SG2F2深鉢・口縁部同上IV-2⑦19-5523-55

       56SGlF3深鉢・体部同.ヒIV-2⑦19-5623-56

       57SG2F1深鉢・体部沈線の中に充填縄文IV-2⑤19-5723-57

       58SG2Fl深鉢・口縁部沈線区画の中に刻目文IV-2③19-5823-58

       59SGlF4深鉢・口縁部有孔の大きな把手IV-2⑦19-5923-59

       60SGIF4深鉢・口縁部同上IV-2⑦19-6023-60

       61SG2F1深鉢・口縁部同上IV-2⑦19-6123-61

       62B区II層深鉢・体部隆沈線の中に充填縄文IV-2⑦20-6224-62

       63SG2Fl深鉢・口縁部口縁部から体部に沈線文IV-2⑤20-6324-63

       64B区II層深鉢・体部胴部に沈線文lV-2⑤2(〕一6424-64

       65SG2F3深鉢・口縁部無文土器lV-320π6524-65

       66SK54Fl深鉢・体部隆帯上に円形の刺突文IV-2②20-6624-66

       67SG2-8トレIII層深鉢・口縁部頚部に隆帯と刺突文IV-1②2(〕一6724-67

       68SG2F2深鉢・体部口縁部に沈線文IV-2⑤20-6824-68

       69C区段丘丁深鉢・口縁部連鎖状隆帯V-120-6924-69

       70SG2F2深鉢・体部胴部の隆帯上に刺突文V-!20-7024-70

       71SGIF3深鉢・体部同上V-120-7124-71

       72SG2F1深鉢・体部胴部に隆帯とボタン状貼付文V-120-7224-72

       73SK38F1深鉢・体部連鎖状隆帯とボタン状貼付文V-120-7324-73

       74SG2F2深鉢・口縁部頚部に沈線と円形刺突文V-120-7424-74

       75SG2F2深鉢・口縁部ボタン状貼付文と沈線文V-220-7524-75

       76C区1層深鉢・体部隆帯と円形刺突文V-220-7624-76

       77SGIF2深鉢・口縁部隆沈線文V-220-7724-77

       78SG2F2深鉢・体部連鎖状隆帯による懸垂文V-220-7824-78

       79SG2Fl深鉢・体部隆帯とボタン状貼付文V-220-7924-79

       80B区II層深鉢・体部連鎖状隆帯V-220-8024-80
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 表2-3縄文土器観察表

       No出土地点・属位器種・部位文様・調整等分類挿図図版

       81SG2F3深鉢・体部連鎖状隆帯と沈線文V-220-8124-81

       82SK68F1深鉢・体部同上V-220-8224-82

       83SGIF1深鉢・口縁部連鎖状隆帯とボタン状貼付文V-220-8324-83

       84B区1層深鉢・体部隆帯と円形刺突文V-220-8424-84

       85SK69F1深鉢・口縁部連鎖状隆帯とボタン状貼付文V-221-8525-85

       86SX69F1深鉢・口縁部連鎖状隆帯と沈線文V-221-8625-86

       87A区II層深鉢・体部同上V-221-8725-87

       88SG2F1深鉢・体部ボタン状貼付文と沈線文V-221-8825-88

       89SG2Fl深鉢・体部沈線と連続刺突文V-222-8925-89

       90SGIF3深鉢・体部連鎖状隆帯と沈線V-221-9〔)25-90

       91SG2F2深鉢・体部ボタン状貼付文V-221-9125-91

       92SG2F2深鉢・体部連鎖状隆帯と沈線V-221-9225-92

       93SGlF1深鉢・体部同上V-221-9325-93

       94SK36F1深鉢・体部頚部に連鎖状隆帯V-221-9425-94

       95SGIF1深鉢・体部連鎖状隆帯と沈線V-221-9525-95

       96SK30F1深鉢・体部隆帯と沈線V-221-9625-96

       97SK36Fl深鉢・体部丁字形の連鎖状隆帯V-221-9725-97

       98SGIF2深鉢・口縁部連鎖状隆帯V-221-9825-98

       99SG2F深鉢・体部隆帯と連続刺突文V-221-9925-99

       10()SK36F1深鉢・体部97体部下のLR縄文V-221-10025-100

       101SG2F3深鉢・口辺部沈線と連続刺突文V-221-10125-101

       1〔)2SG2F1深鉢・体部同上V-221-10225-102

       103SG2F1深鉢・体部連鎖状隆帯V-221-10325-103

       104SG2F1深鉢・体部同上V-221-10425-104

       105SG2F1深鉢・体部隆帯と斜方向の沈線文V-221-10525-105

       106SK37F1深鉢・体部同上V-221-10625-106

       107SGlF1深鉢・体部隆帯と爪形文V-321-10725-107

       108SG2Fl深鉢・体部二種の縄文原体による爪形文的効果V-321-10825-108

       109SG2F1深鉢・体部胴部に山形の沈線文VI-122-10926-109

       110SG2F1深鉢・口縁部刺突文とS字状の沈線文VI-122-11026-110

       111SGIF3深鉢・体部円形刺突文と沈線VI-122-11126-111

       112SK25Fl深鉢・体部弧状の沈線文IV-2⑤22-!1226-112

       113SK38F1深鉢・体部同上IV-2⑤22-11326-113

       114SG2F1深鉢・体部同上VI-122-11426-114

       115SG2F2深鉢・体部倒卵形の磨消縄文VI-122-l1526-115

       116SG2F2深鉢・体部同上VI-122-l1626-116

       117SK78Fl深鉢・体部弧状の沈線文VI-122-11726-117

       118SK39F深鉢・体部渦巻状の磨消縄文・円塗VI-122-11826-118

       119SX69Fl深鉢・体部同上・円塗VI-122-11926-119

       !20SX69F!深鉢・体部同上・円塗VI-122-12026-120

       121SGIF1深鉢・体部倒卵形の磨消縄文・円塗V卜122-12126-121

       122SG2F2深鉢・体部同上・円塗V卜122一]2226-122

       123SG2F2深鉢・体部同上VI-122-12326-123

       124SGIF2深鉢・体部同上VI-122-!2426-124

       125SG2Fl深鉢・体部帯状の磨消縄文VI-122-!2526-125

       126SG2F3深鉢・口縁部弧状の沈線文VI-122-12626-!26

       127SG2F3深鉢・口縁部橋状把手にS字状の沈線文VI-222-12726-127

       128SG2F1深鉢・体部円形刺突文と沈線文VI-222-12826-128

       129SGlF2深鉢・体部渦巻状の磨消縄文VI-222-12926-129

       130SG2F2深鉢・口縁部連鎖状刺突文とY字形の磨消縄文VI-222-13026-130

       131B区II層深鉢・口縁部弧状の隆沈線文V卜222-13126-131

       132SGIF5深鉢・口縁部ボタン状貼付文と沈線VI-222-13226-132

       133B区II層深鉢・体部連鎖状刺突文と隆沈線文VI-222-13326-133

       134SG2F1深鉢・口縁部S字状の磨消縄文VI-323-13427-134

       135B区II層深鉢・口縁部同上VI-323-13527-135

       136SG2F1深鉢・口縁部同上VI-323-!3627-136

       137SK25F1深鉢・口縁部渦巻状の磨消縄文VI-323-13727-137

       138B区II層深鉢・口辺部弧状の磨消縄文VI-323-13827-138

       139SG2F3深鉢・口縁部S字状の磨消縄文VI-323-13927-139

       140SGlF1深鉢・口辺部渦巻状の磨消縄文VI-323-14027-140
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 表2-4縄文土器観察表門
       Nα出土地点・属位器種・部位文様・調整等分類挿図図版

       141SG2F2深鉢・体部S字状の磨消縄文V卜323-14127-141

       142SG4F深鉢・体部同上VI-323-14227-142

       143SGlF2深鉢・体部同上VI-323-14327-143

       144SK37F1深鉢・口縁部沈線による山形文Vl-323-14427-144

       145SX69F1深鉢・口縁部沈線による山形文と渦巻文VI-323-14527-145

       146SGIF1浅鉢・口縁部同上V1-323-14627-146

       147SG2F1深鉢・口辺部沈線による山形文VI-323-14727-147

       148SK69F1深鉢・口縁部同上VI-323-14827-148

       149SK25F1深鉢・口縁部沈線による帯状の磨消縄文VI-323-14927-149

       150SK37Fl深鉢・口縁部弧状の細い沈線文VI-423-15〔)27-150

       151SG2F2深鉢・口縁部口唇部に刻目、口線部に太い縦方向の磨消縄文Vill一23-15127-151

       152B区II層深鉢・体部縄文地に粗い平行沈線文VI-423-15227-152

       153SK34F4深鉢・体部同上V卜423-15327-153

       154SG2F2深鉢・体部同上VI-423-15427-154

       155SK25F1深鉢・口縁部頚部にU字状の沈線文IV-1③24-15528-155

       156SK25Fl深鉢・体部同上(IV-1③24-15628-156

       157SK34F1深鉢・口縁部口縁部と体部の境に沈線文III-624-15728-157

       158SK48F2深鉢・口縁部短い連鎖状の円形刺突文VII-224-15828-158

       159SK55F1深鉢・口縁部橋状把手との円形刺突文W-124-15928-159

       160SG2F2深鉢・口縁部同上VH-124-16028-160

       161SGIF1深鉢・口縁部同上W-124-16128-161

       162SG2F2深鉢・口縁部同上VII-124-16228-162

       163SGIF5鉢・体部頚部に隆帯と斜方向の刻目vlIi-124-16328-163

       164SG2F3鉢・体部同上V"卜124-16428-164

       165SG2F1鉢・体部同上VIII-124-16528-165

       166SK43F1鉢・口縁部口唇部に刻目、口縁部に羽状縄文V"卜224-16628-166

       167SG2F1鉢・体部頚部に刻目と縄文VIll-224-16728-167

       168SG2F3鉢・体部同上VIH-224-16828-168

       169SG2F1鉢・体部同上VII卜224-16928-169

       170C区1層浅鉢・口縁部肥厚した口縁部と無文VIIl-424-17028-170

       171SG2F2深鉢・口縁部口縁部と体部上半に幅広い縄文帯VI"一324-17128-171

       172SG2F2深鉢・口縁部同上VIIl-324-17228-172

       173SGlF2深鉢・口縁部同上VIII-324-17328-173

       174SG2F2深鉢・口縁部同上V“1-324-17428-174

       175SG2F2深鉢・口縁部同上VIIl-324-17529-175

       176SG2F1浅鉢・口縁部沈線による三叉文lX-125-17629-176

       177SG4F4浅鉢・口縁部同上IX-125-17729-177

       178SG37トレーV層深鉢・口縁部細いLR縄文IX-425-17829-178

       179SG2F1深鉢・口縁部平行沈線と刻目文IX-225-17929-179

       180SG28トレ111層浅鉢・体部隆帯を伴う1字文IX-225-18029-180

       181SG28トレm層浅鉢・口縁部同上IX-225-18129-181

       182SG28トレIIl層浅鉢・口縁部同上IX-225-18229-182

       183SG2F1浅鉢・口縁部平行沈線による1字文IX-325-!8329-183

       184B区II層深鉢・口縁部表裏縄文IV～VI25-18429-184

       185SG28トレm層深鉢・口縁部LR縄文m～V25-18529-185

       186B区II層深鉢・口縁部表裏縄文IV～VI25-/8629-186

       187SG2F2深鉢・口縁部RL縄文IV～VI25-18729-187

       188SG2F2深鉢・口縁部斜位の撚糸文Iv～Vl25-18829-188

       189SGIF1深鉢・体部網目状撚糸文IV～VI25-/8929-189

       190SK24F1深鉢・体部同上IV～VI25-19029-190

       191SG2Fl深鉢・体部斜位の撚糸文IV～VI25-19129-191

       192SG2F3深鉢・体部細い刷毛目文Vll卜425-19229-192

       193SG2F3深鉢・体部同上VIll-425一一/9329-193

       194SX60F1深鉢・体部斜位の撚糸文IV～・VI25-19429-194
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 2縄文土器の底部(第27～30図、表3、図版30～32)

 富沢1遺跡からは破片を含め合計68点の縄文土器の底部が確認されている。出土地点を

 地区毎にみると、A区のSG1から23点、B区の土壌および包含層から24点、C区のSG

 2・SX4から21点となっており、各地区から平均して出土していることがわかる。

 これらは底部の圧痕文によって、(1)網代痕、(2)木葉痕、(3)無文、(4)不明の四つに大別さ

 れる。つぎに、各区分毎に順をおって説明する。

 (1)網代痕について

 網代痕を有する底部は37点出土し、そのうち編み方が判別できる底部は30点である。編

 み方の分類については、松岡敦子氏による仙台市六反田遺跡の分析結果を参考にした(文

 献16)。松岡氏は六反田遺跡の資料をもとに、縄文土器の底部にみられる網代痕を1～VII

 類まで7形式に分類しているが、富沢1遺跡の資料にはこのうちV類とVII類に相当するも

 のがないため、5形式に分類して説明することにする。

 各形式の組織図、単位、編み方の内容については、松岡氏の記述をそのまま引き継いで

 第30図に網代模式図を載せてある。図の表示は、タテの材がヨコの材の上にあるところを

 斜線で示し、タテの材がヨコの材の下にあるところを白で示してある。

 1類は「!本越え、1本潜り」に編まれているもので、B区SK34から1点だけ出土し

 ている(第27図1)。II類は「1本越え、2本潜り、1本送り」に編まれているもので、

 各区からあわせて13点出土している。左1本送り(2A類;第27図2～8)と、右1本送

 り(2B類;第27図2～12)の割合は、7:6でほぼ同じである。2・3・6・9・12に

 は、網代痕を付した後にミガキが認められる。

 III類は「2本越え、2本潜り、1本送り」に編まれているもので、松岡氏はこれを「網

 代あみ(2本とび)」と呼んでいる。SG1・2大溝から計3点出土している。左1本送

 り(3A類;第27図13)と、右1本送り(3B類;第28図14・15)の割合は、1:2であ

 ある。13には、網代痕を付した後にミガキが認められる。IV類は「3本越え、3本潜り、

 1本送り」に編まれているもので、松岡氏はこれを「網代あみ(3本とび)」と呼んでい

 る。本類はSG1河川跡とB区1層から各1点(第28図16)出土している。

 V類にはおもてとうらの二種類の圧痕がみられる。おもては「2本潜り、2本越え」に

 編まれているもの、うらは「2本越え、2本潜り」に編まれているものである。松岡氏の

 7形式分類ではVI類に相当する。V類・おもては各区から10点(第28図17～23)、V類・

 うらはB区SK62から1点(第28図25)出土している。19・25には、網代痕を付した後に

 ミガキが認められる。

 底部の網代痕のうち編み方が不明なものが、各区から計7点(第28図24・26、第29図26

 ～30)出土している。30には、網代痕を付した後にミガキが認められる。

 編物圧痕の付されている土器の底径は、78～160mmの範囲におさまるが、底径100～120

 mmものが多く出土している。
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 (2)木葉痕について

 木葉痕を有する縄文土器の底部は、計5点出土している。木葉を1枚のみ使用している

 もの(第29図31・33)と、木葉を2～3枚重ねて使用しているもの(第29図32、第30図

 35・37)の二種類がある。出土地点はA～C区の各区にわたる。2枚以上の葉を止めるた

 めに通すヨコ材の存在は確認されなかった。木葉の木の種類については、正式な鑑定を

 行っていない。

 木葉痕の付されている土器の底径は、96～155mmの範囲におさまるが、底径が130mmを超

 すものも3点あり、編物圧痕を有する底部に比べてどちらかといえば底径が大きい。
 (3)無文について

 無文は、底部が全面丁寧に研磨されているもので、ある種の敷物(編物、木葉など)が

 利用されたとしてもその圧痕の凹みのほとんどが磨消されている可能性があるものも含ま
 れる。

 富沢1遺跡ではB区のSK37・48から2点(第17図16、第29図34)出土しているが、い

 ずれも底径が50mm未満と小さい台付鉢と小形深鉢のものである。

 (4)不明

 不明圧痕ののち研磨されている底部と、摩滅や剥落のため内容が不明な底部を一括して

 この中に含める。あわせて24点出土している。

 第30図36は、全面にミガキが施されているが、細かい筋が2～3mmの幅でみられ、イネ

 科植物などの中空な茎をタテにさき、それを広げ敷き並べた可能性もある。第17図14はほ

 ぼ完形の深鉢の底部であるが、摩滅や剥落のため内容が不明である。

 富沢1遺跡出土の底部資料68点は、分類毎に多い順に並べると、網代圧痕II類13点、同

 V類11点、同不明7点、同III類3点、木葉痕2枚葉以上3点、同1枚葉2点、無文2点網

 代圧痕同IV類2点、1類1点、不明圧痕8点、不明16点となる。量的に多いのが網代圧痕

 II類と同V類で、それぞれ全体の19.1%、16.2%を占める。また、網代圧痕計37点におけ

 る比率は、網代圧痕II類が網代圧痕全体の35.1%、同II類が29.7%を占める。

 富沢1遺跡の底部圧痕の時期は縄文時代中期末から後期初頭頃に属すると思われるが、

 時期的にほぼ同じである仙台市六反田遺跡では、網代圧痕VI類(富沢1遺跡のV類)が網

 代圧痕全体の40.6%、同II類が22.3%と多くを占めている。II類とV類の比率がやや異な

 るが、富沢1遺跡の総資料の少なさを加味すればほぼ同じ傾向と考えてよいと思われる。

 つぎに木葉痕についてであるが、六反田遺跡では27点の木葉を使用している底部が確認

 されている。とくに底径が100mm以上の底部について編物の上に木葉を置いたり、木葉を

 2枚重ねる等の工夫があったことが想定されている。富沢1遺跡の2枚以上の木葉痕のあ

 る底部3点の底径もすべて96mm以上となっており、その可能性は高いと考えられ,る。
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 表3-1縄文土器底部観察表

          Na出土地点・属位器種分類備考底径器高器厚挿図図版
          1SK34F4深鉢網代痕1類(27)(16)5.526-130-1

          2SK48F2深鉢網代痕II類2Aのちミガキ94(16)1026-230-2

          3SK79F1深鉢網代痕II類2Aのちミガキ86(17)1026-330-3

          4SGlF2深鉢網代痕II類2A78(38)1626-430-4
          5SG2F2深鉢網代痕II類2A(42)(18)1026-530-5

          6SG2F2深鉢網代痕II類2Aのちミガキ(85)(18)1526-630-6

          7SG2F1深鉢網代痕II類2A(100)(45)1026-730-7

          8SG2F1深鉢網代痕II類2A(38)(2!)726-830-8

          9B区1層深鉢網代痕11類2Bのちミガキ(19)(24)926-93〔)一9
          10SGlF2深鉢網代痕II類2B(51)(8)826-1〔)30-10

          11SG2F1深鉢網代痕II類2B(114)(12)926-1130-11

          12B区1層深鉢網代痕II類2Bのちミガキ(36)(37)1226-1230-12
          13SGlF1深鉢網代痕III類3Aのちミガキ(77)(22)15.526-1330-13

          14SGlF3深鉢網代痕III類3B130(26)1627-1431-14

          15SG2F2深鉢網代痕III類3B(32)(22)927-1531-15

          16SGlFl深鉢網代痕IV類4A(53)(22)1827-1631-16

          17SGlF3深鉢網代痕V類おもて80(24)1727-1731-17

          18SX40F1深鉢網代痕V類おもて(25)(19)827-1831-18

          19SK69F1深鉢網代痕V類おもてのちミガキ(30)(35)727-1931-19

          20SG2F1深鉢網代痕V類おもて(38)131327-2031-20

          21SGlF2深鉢網代痕V類おもて(84)(13)1027-2131-21

          22SG2F1深鉢網代痕V類おもて(21)(25)11.527-2231-22

          23SG4Fl深鉢網代痕V類おもて(42)(6)627-2331-23

          24SGlF3深鉢網代痕(不明)102(30)1127-2431-24

          25SK62F1深鉢網代痕V類うらのちミガキ(32)(24)827-2531-25

          26B区II層深鉢網代痕(不明)(19)(27)15.527-2631-26
          27SGlF3深鉢網代痕(不明)124(34)2028-2732-27

          28SG2F2深鉢網代痕(不明)(60)(18)928-2832-28
          29SG2F2深鉢網代痕(不明)(22)(41)828-2932-29

          30SG2F1深鉢網代痕(不明)のちミガキ(102)(38)1228-3032-30

          31SK25RP7深鉢木葉痕!枚葉138(23)1528-3132-31

          32SK78F1深鉢木葉痕二枚葉重ね96(60)1028-3232-32

          33SGlF3深鉢木葉痕1枚葉(71)(11)1228-3332-33

          34SK41F台付鉢無文のちミガキ48(26)1428-3432-34
          35SG2F1深鉢木葉痕2～3枚葉重ね(105)(10)1529-3532-35

          36B区II層深鉢不明圧痕のちミガキ(70)(18)1829-3632-36
          37SG2F1深鉢木葉痕2～3枚葉重ね(55)(11)1229-3732-37
          38SK37F1小形深鉢無文のちミガキ42(63)529-332-3

          39SK48F2深鉢不明57(17)9.529-432-4

          41B区1層深鉢網代痕IV類4Aのちミガキ(71)(42)12

          42SGlF3深鉢網代痕II類2Bのちミガキ(53)(41)12

          43EU77深鉢網代痕V類おもて164(10.3)14

          44SGlF3深鉢網代痕V類おもて(56)(22)12

          45SGlF1深鉢網代痕II類2B(19)(65)8

          46SK21F3深鉢不明38(19)6

          47SG2F2深鉢不明圧痕23(30)18

          48SG2Fl深鉢不明圧痕(48)(35)12

          49SGlF3深鉢不明のちミガキ(50)(21)12

          50SK21F3深鉢不明圧痕のちミガキ1224616

          51SGlF2深鉢不明(43)(42)10

          52SG112トレm層深鉢不明(23)(7)23

          53B区III層深鉢不明圧痕のちミガキ(60)(33)11
          54SG1.2トレーV層深鉢不明(28)(39)9

          55SG2F1深鉢不明のちミガキ(72)(12)8

          56SGlF1深鉢不明(23)(19)8

          57SG2Fl深鉢不明(30)(30)9

          58SG3.7トレIV層深鉢不明上げ底風42(10)10
          59SG2トレIllIV深鉢不明(52)(3)15

          60SGlF4深鉢不明圧痕(62)(29)8.5

          61EPFl深鉢不明(4!)(22)8.5

          62SGlF2深鉢不明圧痕(88)(45)8

          63B区1層深鉢不明圧痕(32)398

          64B区II層深鉢不明上げ底風55(125)8

          65SG2F1深鉢不明(14)(16)6.5

          66SGlF2深鉢網代痕(不明)(80)(8)12.5

          67SGlF3深鉢不明(15)(19)10

          68SG2F2深鉢不明上げ底風505610
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 3土製品・石製品(第30図、図版)

 (1)円盤状土製品(第30図1～16)

 円盤状土製品は16点出土している。ほとんどがSG2河川跡の覆土から出土したもので

 土堤出土のものはSK24土壙の1点(第30図1)だけである。

 すべて無孔のもので、土器の体部破片を利用している。文様は有文のもの、地文のみも

 の、無文のものがあり、そのいずれかに集中することはない。大きさは直径3.5～4.5cmで

 4Cm前後のものが多い。重量は6～33gまで種々である。円盤状土製品の周縁は敲打調整

 が加えられ全体の形が作られている。明らかに周縁を研磨しているものは認められない。

 時期については、文様のあるものが少なくはっきりしないが、第30図11等から大半は縄

 文時代中期末葉から同後期初頭頃に属するものと思われる。

 (2)円盤状石製品(第30図18～24)

 円盤状石製品は11点出土している。大半がSG1河川跡とSG2河川跡の覆土から出土

 したもので、土堤出土のものはない。

 ほとんどが扁平な石の周縁を打ち欠いて、円盤状に仕上げたものであるが、22と25は上

 面に山型の稜を有する。大きさは直径1.6～4.5cmで3cm前後のものが多い。重量は4～107

 gまで種々である。

 時期についてははっきりしないが、富沢1遺跡全体の出土土器からみて縄文時代中期末

 葉から同後期中葉に属するものと思われる。

 (3)石錘(第30図17)

 SG1河川跡から石錘が1点出土している。平面が略円形で、両端に擦切り手法による

 切れ目が入っている。重量は235gを量る。

 表4円盤状土製品・石製品

            Na区分出土地点・属位重量挿図図版No区分出土地点・属位重量挿図図版

            1円盤状土製品SK24-Fl13.830-133-!15円盤状土製品SG2-F215.830-1533-15

            2円盤状土製品SG2-F1ll.730-233-216円盤状土製品SG2-F210.130-1633-16

            3円盤状土製品SG2-F124.230-333-317石錘SGl-F3235.430-1733-17

            4円盤状土製品SG2-F116.630-433-418円盤状石製品SG1-F333.630-1833-18

            5円盤状土製品SG2-F116.130-533-519円盤状石製品SG3-8トレ107.930-1933-19

            6円盤状土製品SG2-F231.530-633-620円盤状石製品SG2-F350.030-2033-20

            7円盤状土製品SG2-F!10.530-733-721円盤状石製品B区1層4.130-2133-21

            8円盤状土製品SG2-F113.430-833-822円盤状石製品SG2-F236.230-2233-22

            9円盤状土製品SG2-F215.330-933-923円盤状石製品SG2-Fl30.730-2333-23

            10円盤状土製品SG2-F111.530-1033-1024円盤状石製品SG2-F116.430-2433-24

            11円盤状土製品SG2-F133.030-1133-1125円盤状石製品SG1-F119.55

            12円盤状土製品SG2-F120.730-1233-1226円盤状石製品SG2-F295.44

            13円盤状土製品SG2-F315.630-1333-1327円盤状石製品SGl-F314.70

            14円盤状土製品SG2-F26.230-1433-1428円盤状石製品6トレ12-14GII42.17
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 4石器

 本遺跡の第1次、第2次調査では、約25,500点の石器が出土した。そのうち剥片素材の

 いわゆるtoolが1,091点、磨製石器が340点あるほかは、ほとんどが石器生産にかかわる剥

 片、石核類である。器種は、剥片を素材とするものに石鎌、尖頭器、石錐、石匙、石箆、

 掻器、削器、ピエス・エスキーユのほか、剥片の縁辺に簡単な2次調整あるいは使用の際

 の刃こぼれがみられるものがある。また、磨製石器では磨製石斧、磨石、凹石、石皿が出

 土している。以下では各器種毎の分類を中心にその概要を述べる。

 石鎌(第31図1～29・表5・図版34-1～46)

 石鏃は46点が出土した。そのうちの28点がSG1堆積土層内からの出土である。使用さ

 れている石材は、玉髄質、鉄石英が各2点、黒耀石が1点あるほかは、すべて頁岩である。

 これらは基部の形態により大別され、さらに細分できる。

 1類:基部側に抉り込みのはいるもの。全部で25点の出土がある。

 a:丸みをおびた深い抉り込みがはいるもの。さらに細分できる。

 1.左右対称形となるもの(第31図1・3～6・8・10～12・14・19、図版

 34-1・3～6・8・10・12～14・16・20・24)。13点が出土した。

 2.片脚となるもの(第31図2、図版34-2)。1点が出土した。

 b:半円形となる浅い抉り込みがはいるもの。これらも同様に細分される。

 1.左右対称となるもの(第31図9・18、図版34-9・ll・18・23)。

 2.片脚が小さく左右非対称となるもの(第31図7・17、図版34-7・17・

 22〉。

 1が4点、2が3点の出土である。

 c二抉り込みの形が「v」字状となるもの(第31図13・15・16、図版34-!5・

 19・21)。抉りの状態はaよりもさらに深くなる。3点が出土している。

 d:基部に凹弧状のわずかな抉り込みがはいるもの(図版34-25)。1点が出土

 している。

 II類:基部側が丸みを帯びて突出する、いわゆる円基鍬(第31図20～22・23～25、図版

 34-26～32)。7点が出土した。1類よりも大形化する傾向がみられる。

 III類二基部側が直線状となるもの(第31図26、図版34-33・34)。いわゆる平基鎌であ

 る。2点が出土した。大きさ、重量ともにII類に近い値をとる。

 IV類:基部に茎をもついわゆる有茎鎌(第31図27・28、図版34-35・一36)。2点出土。

 V類:特殊な形態となるもの。図版34-37は尖頭部中央で肩を張り、下半部の平面形が

 凹弧状となる。基部側は緩い凸弧状となる。掲載した1点のみの出土である。

 VI類:折損して基部の形態が不明なものをVIa(図版34-39・41・43・46)、石鎌の未

 成品と考えられるものをVIb(第31図29、図版34-38・40・42・44・45)とした。

 VIaが4点、Vlbが5点出土している。

 一56一



 V出土遺物

 尖頭器(第31図30・31・第32図32、表7、図版34-47～51)

 両面加工または片面加工によって尖った先端部を作出した石器を尖頭器とした。以下の

 ように分類できる。

 1類:背面側、主要剥離面側ともに素材の中央に達する加工で覆われ、一縁辺が凹弧状、

 もう一縁辺が凸弧状となるもの(第31図30・3!、図版34-47～49)。いわゆる

 「噛形石器」である。大きさは、円基または平基の石鎌と同程度であるが、左右

 非対称となるため先端部が凹弧側に傾く。3点が出土した。石材は2点が玉髄質、

 1点が頁岩である。

 II類:中央部付近が石器の最大幅となり、平面形が木葉形となる槍先形の尖頭器である

 (第32図32、図版34-50)。図示した1点が出土した。背面側は全面が調整加工

 で覆われるが、主要剥離面側は右側縁および両末端部に加工が施される。

 III類:尖頭部の両側縁が直線状となり基部が凸弧状を呈する、円基鎌を大きくしたよう

 な平面形をもつもの(図版34-51)。1点が出土した。

 IV類二基部資料を一括した。図示しなかったが4点出土している。木葉形あるいは柳葉

 形となる尖頭器の基部になるものとみられるが、石箆の基部の可能性もある。

 石錐(第32図33～47、表6、図版35・36)

 素材となった剥片の縁辺に調整加工を施して、その一端あるいは相対する両端に尖った

 先端部を作出した石器を石錐とした。全部で61点出土している。石材は玉髄質が1点ある

 ほかは頁岩製である。これらは形態の特徴によって以下のように分類される。

 1類二長い尖頭部をもつもの。尖頭部の加工が顕著であり、基部との間にノッチがはい

 るため部位の区別は明瞭である。さらに細分される。

 a:平面形が左右対称となるもの(第32図33・34・36・37・39～41・43・44、図

 版35-1・3・4・6～8・11・12・14・16・!8・19・22・23・図版36-

 31・32・35・36・39・41・43～45)。24点の出土があり、完形品が10点、先

 端部を欠損するものが14点ある。

 b:基部の片側が張り出して左右非対称形となるもの(第32図42・47、図版35-

 2・9・15・20・21・26・図版36-37)。8点が出土した。そのうち完形品

 が4点、先端部を欠損するものが3点、基部を欠損するものが1点ある。

 II類:細長い棒状の形態となるもの(第32図35、図版35-5)。図示したものも含めて

 3点の出土がある。調整加工は背面側の両側縁部と末端部分に限られ、尖頭部と

 基部の境界が不明瞭である。

 III類:素材となる剥片の一端を尖らせて短い尖頭部を作出したもの(第32図38・46、図

 版35-10・13・17・25・27・図版36-28～30・33・34・38・40・42・46・47・49

 ～55)。23点が出土した。基部と尖頭部の境界が不明瞭となるものが多い。

 IV類二1～III類に該当しない特殊な形態となるもの(第32図45、図版35-24・図版36一
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 48)。全部で3点が出土している。第32図45は、尖頭部を欠損するが基部の平面

 形が三角形状を呈し、背面側基部の全面にわたって調整加工が施される。主要剥

 離面側は尖頭部のみの加工となる。石匙からの転用の可能性が高い。図版35-24

 は平面形「T」字形を呈し、背面側の片面加工によって分厚く短い尖頭部を作出

 している。基部と尖頭部との境界はノッチによって明瞭に区別できる。

 石匙(第32図48～55・表8・図版37)

 相対する二つのノッチを入れることによって作出されたつまみをもつ石器を石匙とした。

 12点の出土がある。石材にはすべて頁岩を用いている。これらは、つまみと刃部との位置

 関係によって以下のように分類できる。

 1類:つまみを上方に置いたときに側縁が刃部となる縦形のも。

 a:左右が対称形となるもの。先端部の形態によってさらに細分できる。

 1.尖頭器のように尖った先端部をもつもの(第32図50～52、図版37-5・

 7・8)。3点が出土した。このうち第32図50は半両面加工であるが、

 51・52はつまみ部を除いて主要剥離面側への加工が認められない。

 2.先端部が幅広となり、ここにも加工があって刃部となり得るもの(第32

 図48、図版37-3)。1点のみの出土である。

 3.折損のため先端部の形態が不明なもの(第32図55、図版37-2・11)。

 2点が出土した。

 b:左右が非対称なもの。

 1.左側縁が「く」字状となり、右側縁が凸弧を描くもの(第32図54、図版

 37-10)。図示した1点の出土である。

 2.左側縁が凸弧状、右側縁が直線状となるもの(第32図49、図版37-1・

 4・12)。3点出土しているが、いずれも下半部を折損する。

 3.左側縁が直線状、右側縁が凸弧状となるもの(図版37-6)。1点が出

 土した。つまみ部にはいったノッチ以外に加工が認められないが、両縁

 辺部は非常に鋭利である。

 II類:縦形であるが幅広の形態となるもの(第32図53、図版37-9)。縁辺部のみの加

 工であるが、背面側は全周にわたって加工が施され、三縁辺が刃部となり得る。

 また主要剥離面側はつまみ部作り出しのノッチがはいるほかは、左側縁に不連続

 な剥離がみられる程度である。

 石箆(第33図・表9・図版38～40)

 素材となった剥片の、背面と主要剥離面の両面に加工され、その長軸の末端が刃部にな

 ると考えられる一群、また、背面側だけの片面加工であっても、刃部と考えられる末端の

 刃角が小さく、掻器とはなり得ないものもここで扱った。この定義にあてはまる石器は全
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 部で56点出土している。素材として用いられている石材はすべて頁岩である。これらは平

 面的なかたち、刃部の形態、加工部位の相違により以下のように分類できる。

 1類:擬形で刃部が片刃状となるもの。

 a二両面加工であり、素材の両面ほぼ全体が調整加工で覆われるもの(図版40-

 28・31)。2点が出土しており、刃部の形態はいずれも直線状となる。また

 双方共に基部を欠損する。

 b:背面側は全体が調整加工で覆われるが、主要剥離面側には素材面を残すもの

 (第33図65、図版38-10・図版39-25)。2点が出土した。第33図65は刃部

 に、図版39-25は基部側に素材面を残す。いずれも刃部は丸みを帯びる。

 c二背面側よりも主に主要剥離面側に面的な加工が施されているもの(第33図63、

 図版38-8・図版40-38)。第33図63は主要剥離面の全面が調整加工で覆わ

 れる。また図版40-38は基部側にバルブを取り去るための調整加工がはいり、

 刃部は両面とも無加工となる。刃部は丸みを帯びる。

 II類:棲形で刃部が両刃状となるもの。

 a:両面加工となり、調整が素材のほぼ全体に及ぶもの。

 1.刃部が丸みを帯びるもの(第33図58・69、図版38-3・14)。2点出土。

 2.刃部が直線状となるもの(第33図68、図版38-13)。1点が出土した。

 b:素材のほぼ全面が調整加工で覆われるが、刃部の両面に素材面を残し、刃部

 の加工が主要剥離面側のみに施されているもの(第33図56、図版38-1)。

 1点が出土した。刃部は直線状となる。

 c:背面側はほぼ全面が調整加工で覆われるが、主要剥離面側は側縁部のみの加

 工となり、素材面を大きく残すもの(第33図62、図版38-7・図版39-19・

 27)。3点が出土し、いずれも刃部は直線状となる。

 d:両面に素材面を大きく残すもの。図版39-!8に掲載した1点が出土した。

 III類:短冊形で刃部が片刃状となるもの。

 a:両面加工となり、素材のほぼ全面が調整加工で覆われるもの(第33図70、図

 版38-15)。2点が出土している。刃部は丸みを帯びる。

 b二素材の背面側はほぼ全面が調整加工で覆われるが、主要剥離面側は周辺部の

 みの加工となるもの。

 1.刃部が丸みを帯びるもの(第33図66、図版38-11・図版40-30)。掲載

 したものを含めて3点が出土している。

 2.刃部が直線状となるもの(図版39-21・26)。2点が出土した。

 c:背面側は素材面を大きく残すが、主要剥離面倒は全面が調整加工で覆われる

 もの。図版39-17に掲載した1点が出土した。

 IV類:短冊形で刃部が両刃状となるもの。

 a二両面加工となり、素材のほぼ全体が調整加工で覆われるもの。
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 1.刃部が丸みを帯びるもの(図版39-24・図版40-29)。2点が出土した。

 2.刃部が直線状となるもの(図版40-32)。2点が出土した。

 b:背面側はほぼ全面が調整加工で覆われるが、主要剥離面側は側縁部の周辺加

 工のみが施され、その結果素材面を大きく残すもの(第33図61・67、図版

 38-6・12)。2点が出土しており、いずれも刃部の主要剥離面側は無加工

 となる。刃部の形態は丸みを帯びる。

 c:背面側、主要剥離面側ともに素材面を残すもの(第33図57、図版38-2)。

 図示した1点が出土した。背面側の側縁および刃部、主要剥離面側の左側縁

 に周辺加工が施されるが、右側縁はバルブを除去するための調整が素材の中

 央に及んでいる。刃部の形態は直線状となる。

 V類:擾形の形態となるが刃部の折損するもの(第33図64、図版38-9・図版40-33)。

 掲載したものを含めて6点の出土がある。

 VI類:短冊形であるが刃部が折損するもの(図版39-22・図版40-34・35)。6点出土。

 VII類:平面形が棲形にも短冊形にもならないもの(第33図59・60、図版38-4・5・図

 版39-16・20・23)。多様な形態をとるが、いずれも長軸先端を刃部と認めるこ

 とができる。全部で7点が出土した。

 V皿1類:制作段階の途中もしくは製作中の折損により廃棄されたとみられる一群である。

 未成品、失敗品と考えられる(図版40-36・37・39)。8点が出土している。

 掻器(第34図71～74・表10・図版41)

 急角度の調整加工によって刃部を作出した石器を掻器とした。この定義にあてはまる石

 器は18点出土している。素材は縦長剥片が多く用いられ、長軸端には必ず刃部が作出され

 る。すべて頁岩製である。これらは刃部の位置と数により以下のように分類される。

 1類:素材の一縁辺を除く三縁辺が刃部となり得るもの(第34図71～74、図版41-5・

 6・12・14)。いずれも縦長剥片を素材とする。5点の出土があり、そのうちの

 1点(第34図74)が打面側に刃部を作出している。

 II類:背面側を表、打面を上に置いた場合の左側縁と末端が刃部となり得るもの(図版

 41-3・13)。2点が出土した。

 III類:比較的幅広の剥片を用い、その右側縁と末端に刃部を作出したもの。図版41-11

 に掲載した1点が出土している。

 IV類:素材の長軸先端部に刃部を作出したもの。他の側縁には調整加工が認められても、

 角度が浅く、掻器の刃部とはならない。さらに細分される。

 a:縦長剥片を素材とするもの(図版41-7・8)。全部で4点が出土した。

 b:幅広の剥片を素材とするもの(図版41-1)。この1点のみである。

 V類:基部の折損したもの(図版41-2・4・9・10)。いずれも末端部には刃部とな

 り得る調整加工が施されている。全部で5点の出土がある。
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 削器(第34図75～84・第35図85～93表11図版42・43)

 剥片の縁辺に連続的な調整加工を施して、刃部を作出した石器を削器とした。素材のか

 たちを大きく変えることがないため不定形である。製作に使用されている石材は玉髄質が

 1点あるほかはすべて頁岩である。掲載し得なかったものも含めて102点が出土した。こ

 れらは形態、刃部の作出方法と位置関係の相違により次のように分類できる。

 1類:素材となる剥片の背面側を表、打面を上にして置いた場合の両側縁に調整加工を

 施し、刃部を作出するもの。

 a:両側縁全体に調整加工が施されるもの。加工部位によりさらに細分できる。

 1.片面加工で背面側に調整加工が施されるもの(図版42-1)。4点出土。

 2.一側縁が背面側、もう一側縁が主要剥離面側に調整加工が施されるもの

 (図版42-2)。1点の出土である。

 3.原則背面側への片面加工であるが、主要剥離面側に部分的な調整が加え

 られ、一部両面加工となるもの(図版42-3)。2点が出土した。

 b:一側縁は全体、もう一側縁は一部に調整加工が施されるもの(図版42-4)。

 2点が出土しているが、いずれも背面側への片面加工となる。

 II類:両側縁から先端に調整加工を施し、先端部が尖った形態となるもの。

 a:平面形が左右対称となるもの。縦長剥片を素材とし片面加工となる。

 1.両側縁の縁辺全体に調整加工が及ぶもの(第34図75・78・81、図版42-

 5)。4点が出土した。

 2.一側縁と先端部付近に調整加工がみられるもの(第34図79・83、図版

 42-6)。4点が出土した。

 3.先端部付近を中心に調整加工が施され、両側縁の加工が全辺に及ばない

 もの(第34図80、図版42-7)。6点が出土した。

 4.一側縁が剥離面側、もう一側縁が主要剥離面側に調整加工が施されるも

 の。図版42-8に掲載した1点の出土である。

 b:一縁辺と長軸の両端に加工が施されるもの(第34図82、図版42-9)。2点

 が出土しており、いずれも片面加工となる。

 c:左側縁が「く」字状に曲がって肩を張る形態となるもの。

 1.片面加工で背面側の両側縁全体に加工がみられるもの(第34図77、図版

 42-10)。2点が出土した。

 2.片面加工で背面側の下半部から先端部にかけて調整加工が施されるもの

 (第35図88、図版42-11)。3点が出土した。

 3.片面加工で先端部付近を中心に調整加工が施されるもの(図版42-12)。

 2点が出土した。

 4.原則背面側への片面加工であるが、主要剥離面側にも加工され部分的に

 両面加工となるもの(図版42-13)。1点が出土した。
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属性表注
 1大きさ長、幅は第36図に示したように、その全長、ならびに最大幅で

 ある。厚さは最大厚を測定した。折損品については()を付し残存値を
 示した。単位はmn1である。

 2挟深・基長第36図に示したように、扶深は無茎の石鎌の抉りの深さ、
 基長は最大幅の位置より下位の長さを測定した。前者には一、後者には十
 をf寸して示した。単位はmmである。

3
4
5

 最大幅最大幅の位置をつぎのように示した。尖頭部にあるものをA、
 基部、脚部にあるものをB、また、下端にある場合は'を付した。
 側縁側縁の形態を直線状のa、凸弧のb、凹弧の。、「く」の字状に
 曲るdに分けて示した。
 折損部位尖頭部先端をa、左の脚部(図左の)をb、右を。、円基部
 分をdとして示した。

 第36図石鏃模式図

 表5石鎌属性表

               大きさ(nlm)側縁
               No出土区石材長幅厚重量(9)挟深(基長)最大幅の位置左右折損部位分類挿図図版
               113-20・SGIF4玉髄質(18.0)11.33.0(0.6)一4.4AbbaIa131-134-1
               216-14・SGIF4頁岩28.716.65.12.1一3.8AbbIa231-234-2

               31546・SGIF3頁岩26.011.72.60.6一6.1BbbIa131-334-3

               417-!3・SGIF3頁岩22.615.03.71.1一5.2BbbIa131-434-4

               512-17・SGIF3頁岩28.312.1)一〕」⊃噛).」1.0一4.7AbbIa131-534-5

               618-13・SGIF3頁岩22.711.52.50.7一5.0B'baIa131-634-6

               720-8・SGIF3頁岩36.821.35.54.5一3.0AbaIb231-734-7

               821-10・SGIF3頁岩20.29.42.30.4一3.1AddIal31-834-8

               915-15・SGIF2玉髄質21.7(19.1)4.2(1.2)一2.7B'CCbIl)134-9
               1015-16・SGIF2頁岩(15.7)16.43.9(0.9)一4.9BCaaIal34-10

               1118-12・SGIF2頁岩21.114.33.11.1一2.7BbaIb131-934-11

               1215-18・SGIFl頁岩20.911.93.80.8一2.9BabIa131-1134-12

               1315-16・SGIFl頁岩19.411.12.60.6一6.2AbbIa131-1034-13

               !417-18・SGIF1頁岩23.412.85.01.1一3.4BbaIal31-1234-14

               1521-10・SGIF3鉄石英25.716.92.70.7一6.2B'aaIc31-1334-15

               16SGIF頁岩22.012.83.20.7一5.7AbbIal31-1434-16

               1734-39・SG2F1頁岩20.8(16.5)2.0(0.7)(一1.2)BdaC王b234-17

               1837-40・SG2F1頁岩(17.5)(12.7)2.2(0.6)(一2.1)AbbaIl)134-18

               1946-20・SG2F1頁岩32.716.12.71.5一7.0B'dbIc31-1534-19

               2047-16・SX12F1頁岩(17.7)17.02.9(0.7)一5.8BbaIal34-20

               2147-17・SX12F1頁岩(35.1)16.92.8(1.5)一8.5B'aaaIc31-1634-21

               22SK33頁岩19.018.03.70.9一4.6BabIb231-1734-22

               23SK33頁岩28.916.24.01.5一3.1AbbIbl31-1834-23

               24SK34頁岩27.511.83.00.6一4.8BaabIal31-1934-24

               251次13トレ・m頁岩32.012.63.51.4一〇.8AbaId34-25

               2616-13・SGIF2頁岩18.515.82.30.8十4.8AbbII31-2034-26

               271次2トレ・SGIF4鉄石英30.823.94.13.3十11.3AdbII31-2134-27

               2817-13・SGIF3頁岩24.016.65.62.1十1.8AbbII31-2234-28

               2918-14・SGIF2頁岩36.525.98.45.6十5.4AaaII34-29

               3015-15・SGIFl頁岩22.421.37.33.2十6.0AddH31-2334-30

               3117-13・SGIFl頁岩25.618.32.91.8十4.8AbbH31-2434-31

               32SGIF1頁岩32.418.74.92.9十4.6AaaII31-2534-32

               3338-44・SX4Fl頁岩24.9(18.3)5.8(2.6)±0AddIIl34-33
               3442-16・II頁岩26.020.66.33.1十1.2AdblII31-2634-34

               3540-34・SG2Fl頁岩26.815.03.61.2十5.9AababIv31-2734-35

               3615-17・SGIF頁岩36.414.64.31.6十11.4AaaIV31-2834-36

               37A区・II頁岩23.717.13.9!.7十8.6Addv34-37

               3818-12・SGIF4頁岩35.622.510.07.3十6.7AbbVlb34-38

               3922-9・SGIF4頁岩(!9.7)(15.2)2.3(0.7)abdVla34-39

               4017-12・SGIF3頁岩20.613.9`り{1山.」0.8±oAadVlb34-40

               4117-14・SGIF2黒耀石(20.6)14.44.0(0.7)AbbdVI34-41

               4247-18・SX12F1頁岩37.620.54.73.6±()AbbVIb31-2934-42

               4338-43・SX4F1頁岩(26.9)15.82.8(1.0)bbdVla34-43
               44A区・II頁岩34.125.87.56.5十5.4AddVlb34-44

               4537-!7・H頁岩31.323.97.85.2十5.2AbbVlb34-45

               4642-20・1頁岩(21.4)(12.1)3.(〕(0.8)一〇.4AbCVIa34-46
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 V出土遺物

属性表注

 1大きさ長、幅、厚は全長、最大幅、最大厚を記し、折損品には()を付して残存値を示した。
 2尖頭部長は尖頭部の長さ、幅は尖頭部の中間位置における幅、厚は先端部から5nm1の位置で計測した。また断面形もこ

 の位置で観察し、折損するものは折れ口で観察した。II類の尖頭部の長さは先端に向かって収束する変曲点の位置から先
 端までを計測した。同じくIII類についても、1類、II類に準じたが、なお、不明瞭なものについては裏面の調整加工のあ
 る部分から先端までを計算した。

 3尖頭部加工先端部を下方に向け、素材の背面側を上に置いた時の右側をa、左側をb、裏面の右側を。、左側をdと
 した従ってaとd、bと。で縁辺を形成することになる。○印のあるものが加工のあるものである。

 表6石錐属性表

                   No大きさ(mm)尖頭部尖頭部加工                   出土区石材長幅厚重量(9)長幅厚断面形abCd折損分類挿図図版
                   122-9・SGIF5百岩41.118.46.33.220.04.73.2菱形○(〔)○(()Ia32-3335-1
                   220-11・SGIF5百岩(36.8)14.68.3(2.7)(17.5)4.13.9三角形○○0○先端Ib35-2
                   311-18・SGIF4頁岩(50.3)29.58.2(10.5)(11.3)6.83.6凸レンズ○○○〔()先端Ia35-3
                   417-14・SGIF4頁岩42.417.96.03.816.54.22.7菱形c)∩○≡(」Ia32-3435-4
                   512-18・SGIF3頁岩(18.0)(13.4)5.24.022.1114.2台形○○基部II32-3535-5
                   615-17・SGIF3頁岩(27.2)20.48.0(3.1)(8.6)4.63.6凸レンズ∩○O○先端Ia35-6
                   718-13・SGIF3頁岩30.526.04.52.79.54.02.7菱形∩∩○○Ia35-7
                   819-10・SGIF3頁岩38.635.49.98.911.23.52.9菱形∩○○○Ia32-3635-8
                   9SGIF3玉髄質(42.9)25.012.2(9.6)(13、9)5.85.5三角形∩○c)○先端Ib35-9
                   1012-16・SGIF2百岩40.52〔).03.42.515.24.31.8菱形○○11135-10
                   11!3-17・SGIF2百岩(35.5)26.56.1(4.4)(9.2)4.93.7凸レンズ○○○○先端Ia35-11
                   1213-18・SGIF2頁岩40.926.911.28.79.43.32.6菱形∩○∩○Ia32-3735-12
                   1315-14・SGIF2百岩28.916.25.02.06.43.82.0三角形(()○Ill32-3835-13
                   1415-16・SGIF2頁岩(39.3)2〔).75.3(3.4)(18.7)4.22.9三角形○○∩○先端Ia32-3935-14
                   1515-16・SGIF2頁岩46.720.28.66.66.23.62.7三角形○(う∩○Ib35-15
                   1621-9・SGIF2頁岩29.618.27.53.16.02.32.7菱形○○(〔)○Ia32-4035-16
                   1723-8・SGIF2頁岩35.216.34.72.112.83.02.2菱形○III35-17
                   1815-16・SGIF1百岩(29.6)28.58.0(4.51(6.4)5.74.1菱形(()○○○先端Ia35-18
                   1915-11・SGIFl頁岩40.528.59.710.78.64.03.3凸レンズ○○O○Ia32-4135-19
                   2016-15・SGIF1百岩39.015.46.02.715.83.41.8菱形∩○r〕〔(1Ib32-4235-20
                   21SGIF1百岩50.224.78.56.314.04.32.6凸レンズ○○(〔1○Ib35-21
                   2241-32・SG2Fl頁岩(63.5)44.912.2(22.1)(16.8)5.62.7凸レンズ○○(「∩先端Ia32-4335-22
                   23A区・II頁岩38.817.04.62.617.84.93.2菱形○(〔〕○∩Ia32-4435-23
                   24A区・II百岩(57.8)30.07.4(10.9)(7.9)5.44.7菱形○○○(()先端Iv32-4535-24
                   25SK34百岩51.025.28.29.916.59.84.3三角形○(「III32-4635-25
                   26SK36F1頁岩38.620.95.83.613.54.72.4菱形○○∩(〔)Ib32-4735-26
                   2738-20頁岩32.317.16.92.411.93.23.1三角形O∩∩lll35-27
                   2812-13・SGIF4頁岩52.555.714.445.06.04.34.1台形○r(111136-28
                   2913-19・SGIF4頁岩57.937.112.224.97.16.42.8三角形○○III36-29
                   3017-12・SGIF4頁岩74.046.016.552.58.26.03.1三角形○III36-30
                   3117-14・SGIF4百岩28.324.74.22.08.14.21.6凸レンズ○○○1()Ia36-31
                   3218-13・SGIF4頁岩(44.4)24.46.5(5.81(5.5)4.7!.7凸レンズ∩○○O先端Ia36-32
                   3323-9・SGIF4頁岩66.749.213.837.19.17.72.7台形○○III36-33
                   3412-18・SGIF3百岩48.924.512.212.6∩つ。.し}4.62.5凸レンズ○∩〔()((〕III36-34
                   3513-13・SGIF3頁岩(45.5)26.24.9(6.5)(!〔).1)4.13.1凸レンズ○0○○先端Ia36-35
                   3613-16・SGIF3百岩(19.8)19.83.4(1.5)(4.0)3.9ワリ自.o凸レンズ○(()○○先端Ia36-36
                   3715-17・SGIF3頁岩(43.2)34.37.5(10.8)(6.8)5.14.6三角形○○○O先端Ib36-37
                   38SGIF3頁岩35.333.36.85.58.73.32.5菱形((1∩III36-38
                   39SGIF3頁岩(38.1)45.69.3(13.0)(5.1)3.52.6菱形○○○○先端Ia36-39
                   4017-12・SGIF2頁岩32.818.65.82.25.6ウつ〕.」2.1三角形○○III36-40
                   4112-20・SGIF2頁岩(24.4)20.65.7(2.6)(1.8)5.92.0凸レンズ○O∩○先端Ia36-41
                   4218-12・SGIF2百岩31.224.74.92.94.12.12.1三角形○○III36-42
                   4314-11・SGIF1頁岩(39.4)つつつ」L」.」5.6(7.2)(2.614.03.6菱形○((1∩○先端Ia36-43
                   4418-14・SGIFl百岩41.334.86.05.713.37.74.1凸レンズO○(「○Ia36-44
                   4519-13・SGIFl百岩(30.5)24.46.0(3.4)(7.6)3.5!.4凸レンズ∩1(〕○○先端Ia36-45
                   46A区・II頁岩32.229.66.45.23.62.82.1凸レンズ∩∩(「○III36-46
                   4740-36・SG2F2頁岩59.534.411.721.14.04.13.3三角形∩○○(⊃III36-47
                   4841-33・SG2F2頁岩39.052.318.520.46.15.72.7台形○(〔〕IV36-48
                   4941-34・SG2F2百岩52.633.614.020.24.52.71.5三角形○○○○Ill36-49
                   5039-37・SG2F1百岩61.540.69.221.63.04.22.0台形(()○lII36-50
                   5147-16・SX12F1頁岩47.828.65.36.46.23.52.0三角形○○○III36-51
                   52C区・1頁岩33.731.31(1.79.33.97.43.0凸レンズ○○〔()○III36-52
                   53SP67F1頁岩32.027.26.75.44.92.41.8三角形O○○∩III36-53
                   54SK24F1百岩48.536.27.86.710.92.92.3菱形○○III36-54
                   5537-14・II百岩39.627.37.05.93.8り9、)、」2.7三角形○(〔1lII36-55
                   5616-13・SGIF4頁岩32.117.912.74.97.74.93.2三角形O(()IV
                   5717-1]・SGIF4頁岩41.423.66.24.91.799〕.r)2.5三角形○1(1lII
                   5818-12・SGIF4百岩(39.7)30.19.8(7.1)(5.0)5.84.1三角形○○∩○先端Ia
                   5919-11・SGIF4頁岩30.712.17.93.16.25.52.5凸レンズ○(()II
                   6〔)21-11)・SGIF3頁岩28.011.13.31.29.35.23.3三角形○○○II
                   6123-9・SGIF2百岩(28.0)13.85.2(1.5)8.44.53.1凸レンズ○∩c)σ)基部Ib
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 V出土遺物

丁

属性表注
 1大きさ長、幅は、第37図に示したように、その全長、ならびに最大幅である。厚は最大

 厚とした。折損品については()を付し残存値を示した。
 2最大幅の位置全長を二分した場合、その上半部にあるものをA、下半部にあるものをB 長

 とし、下端にあるものはB'とした。 t

 3側縁先端部を上に向け、調整加工がより入念な方を上にして置いた時の左側を左、右側
 を右とし、尖頭部から基部までの側縁の形態を、直線状を示すa、凸弧を描くb、凹弧を。、
 「く」の字状となるdの四種類に分けて示した。

 4残存部位全長を三等分して、先端部をA、中央部をB、基部側をCとして、折損品の
 残っている部分を示した。ト幅→

 第37図尖頭器模式図

 表7尖頭器属性表

              大きさ(mm)側縁挿図図版              NQ出土区石材長幅厚重量(9)最大幅の位置左右折損部位分類
              113-20・SGlf4玉髄質29.822.16.83.9BbC131-3034-47

              21次2トレ・SGlF4玉髄質26.621.54.82.6Bab131-3134-48
              39-13・SG3F1頁岩(19.2)(21.2)6.5(2.2)bCA134-49
              417-13・SGIF4頁岩(55.7)30.47.9(14.6)BbbB+CII32-3234-50
              513-16・SGIF2頁岩52.536.78.413.9BddIII34-51

              613-17・SGIF4頁岩(27.2)23.16.7(4.0)bbCIV

              7SGIF3頁岩(38.8)24.48.7(7.0)bbCIV
              847-18・SX12F1頁岩(47.5)32.5!0.2(13.2)bbCIV

              942-10・II頁岩(35.7)24.37.5(5.6)bbCIV

 第38図石匙模式図

属性表注
 1大きさ第38図に示したように、長は左右のノッチの最奥部を結んだ線に垂線を引き、上端、下端の最も突出する位置

 から、この垂線に直交する線を引きその距離を計測した。幅はこの垂線を軸として、左、右の最も突出する位置から、垂
 線に平行な線を引き、その距離を計測した。したがって、長、幅ともみかけの大きさとなる。厚は最大厚をとった。

 2加工部位と種類第38図のように素材の背面を上にして、つまみ部を上方に置いた場合、表面の左側をa、右側をb、
 裏面の左側を。、右側をd、また、表面の下縁をe、その背面をfとし、それぞれの部位の加工状況を示した。先端の尖
 るものは、e、f欄に×を入れ、加工のないものは一とした。加工の種類は1:通常剥離2:フルーティング様剥離
 3:奥行2mm前後の微細な剥離、の三種類に分け、縁辺の全長にわたるものについてはA、縁辺を三等分した場合、その
 1/3以上が加工されているものをB、1/3未満のものをCとして、その組み合わせで表記した。また一縁辺が異なる
 種類の剥離で加工されているものは、上部から順に、3・1・Aのように記した。なお、加工が素材0)中央部に達する面
 的な加工が施されているものは、数字を○で囲み、縁辺全体が加工されているが、折損しているものぱを付した。

 3縁辺の状況と平均刃角縁辺が直線状になるものをA、凸弧を描くものをB、凹弧を描くものをCとし、たとえば第38
 図のa・bのように凸弧を二つもつものについては、B・Bというように上部から順に表記した。また刃角については
 a・d、b・c、e・fによって構成される各縁辺について、加工の有無を問わずに2Cmに1ヶ所ずつ、5度ごとにキザ
 ミを入れたボール紙を使って計測しその平均値を記した。

 表8石匙属性表

                       大きさ(mm)加工部位と種類縁辺状況と平均刃角挿図図版                       Na出土区石材長幅厚重量(9)abCdefa・d刃角b・c刃角e・f刃角残存部位分類
                       117-11・SGIF4頁岩34.827.84.24.33C3A3C3CB31A24下半Ib237-1
                       21次4トレ・SGIF4頁岩30.523.09.36.61A1A3BA72A70下半Ia337-2
                       312-18・SGIF3頁岩76.925.57.013.4①A①A一1A②A3CB58B44B42Ia2つ2-4837-3
                       416-15・SGIFl頁岩45.824.06.85.43A1A3C一B51A47・下半Ib22-4937-4
                       516-17・SGIF1頁岩78.326.74.9ll.5①B①A①B①A>(xB42A・B41×一Ia1つ2-5〔)37-5
                       642-39・SG2F2頁岩63.043.47.013.0一一一一××A・B50B34〉(.一Ib337-6
                       737-24・SG2F1頁岩42.017.15.23.43BlA一一××A47A51×一Ia1つ2-5137-7

                       847-17・SX12F1頁岩47.515.64.22.81②1②A)一一××A40A39×一Ial02-5237-8
                       939-41・SG2F1頁岩72.557.010.933.2A1A1B一3・1}B55C45A62IIつ2-5337-9

                       10C区段丘トレ頁岩84.632.79.724.2!A②A一1・3AA×C54B54×一Ib132-5437{0
                       11B区・II頁岩60.531.77.517.0AA①A3ClA×B57B45末端Ia3つ2-5537-11
                       1238-11・1頁岩39.534.77.47.9①A1B3A一B58A47下半Ib237■12
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 V出土遺物

属性表注

 1大きさ第39図に示したように、石器の軸線を基準として、そ
 の全長を長さ、みかけの幅を幅、最大厚を厚の欄に記した。

 2加工部位と種類原則として素材の主要剥離面倒を下に、基部
 側を上位に置いた時の左側縁をa、右側縁をb、末端をe、この
 状態から正位で裏返しした時の左側縁を。、右側縁をd、末端を
 fと区分した。加工の種類は石匙と同じである。なお、完全に両
 面加工となっていて、素材の背面、主要剥離面の違いがわからな
 いものについては、末端にフルーティングなど入念な加工が施さ
 れている方を表面とした。末端の形状でもなお、表・裏の区別の
 つかないものは、任意に表面側を決定した。

 3縁辺の状況と平均刃角縁辺の状況については石匙と同様であ
 るが、平均刃角は調整加工のある部分を石匙に準じて記した。

 4残存部位完形品は空欄、上部が残存しているものはA、中央
 部資料はB、末端部資料はCと記した。

 第39図石箆模式図

 表9
ト

石箆属性表

                       Nα出土区大きさ(mm)加工部位と種類縁辺状況と平均刃角                       石材長幅厚重量(9)abCdefa・d刃角1)・c刃角e・f刃角残存部位分類挿図図版
                       112-15・SGIF4頁岩54.135.28.2/7.6①A①A①A①A一!AC43C45A62Ilb33-5638-1
                       212-18・SGIF3頁岩70.146.5!4.95〔).31A①A1①A1①AlA3CC66A58A64IVc33-5738-2
                       321-10・SGIF3頁岩78.338.722.156.8①A①A①A①A①A一A74B76B76Ila33-5838-3
                       423-9・SGIF3頁岩38.125.38.98.4①A①IAlDIA)lA1A1BB52B64B48Vll33-5938-4
                       511-19・SGIF2頁岩61.525.613.317.4(①B①A①A①IA3C1BA67B67B62Vll33-6038-5
                       623-ll・SGIF2頁岩74.033.817.345.3(T)A)①AlB一3A1CB108A64B55lVb33-6138-6
                       710-20・SGIF1頁岩83.544.613.950.7①A①AlA1A1B1BBC68B71A67IIC33-6238-7
                       819-9・SGIF1頁岩110.340.024.1121.3①lAIB⊂)IA①IA1B①AA86A98B62Ic33-6338-8
                       919-14・SGIF1頁岩61.536.413.530.7①A'①A'ρωA')①A'A58A60Av33-6438-9
                       1035-43・SG2F2頁岩93.937.712.438.9①A①A①B1AlA㎝B64B59B56Ib33-6538-10
                       1136-38・SG2F1頁岩78.736.215.95(〕.0①A①AlAlA①A1BA65A82B62IIlb133-6638-l1
                       12SK34F4頁岩58.434.211.222.9①A①AlA1(T)A①A一C58A67B64IVb33-6738-12
                       13SK71F1頁岩83.443.010.143.81A①B①A①A①A①AB61B54A54Ila33-6838-13
                       1443-10・II頁岩103.644.214.157.0①A①A①A①A1AlBA45B59B72Ila33-6938一一14
                       15B区・II頁岩75.645.212.346.7①A①A①A1A①A1BB64B49B58IIIa33-7038-15
                       1622-9・SGIF5頁岩67.731.015.827.2①A①A①AlB①A①AB66B74A67VII39-16
                       1716-12・SGIF4頁岩80.23!.117.259.41①A}①B1BlA〔①A①ABC84BC88A65Illc39-17
                       1818-13・SGIF4頁岩105.553.620.9121.61・3B一ぼ)A1B1A1BAC6(〕A72B71Ild39-18
                       191次4トレ・SGIF4頁岩43.033.29.913.4①A1B①IA①1A1・3AlCB57B57B62IIC39-19
                       2021-12・SGIF3頁岩46.542.414.028.0①A①AlA①A①B①BB71B62B66w39-20
                       2117-13・SGIF2頁岩67.732.611.731.9①A①1A〔①B①B1B1BB72B66A73111b239-21
                       2225-9・SGIF2頁岩77.640.022.753.2'①A'①A'①A7①A'B67B77AVI39-22
                       2319-10・SGIF1頁岩58.043.416.639.1①A①A1・3B(1①A一①A①AB68B69B68V[139-23
                       2437-45・SG2F1頁岩80.441.313.253.5①A①A①B①1B①A1・3BB72A68B53IVa139-24
                       25SK62F1頁岩50.729.4U、210.7lA(①A1B(T)B①A①AA66A60B40Ib39-25
                       2635-10・1頁岩59.826.912.417.1①A((↓)A一①B①A)①AA67B65A59IIlb239-26
                       271次8トレ頁岩60.541.914.835.8①A①A1A1A①A3CA70C66B57IIC39-27
                       2812-14・SGIF4頁岩26.429.410.18.7(㊤A'①Aう⊂)A1C)A'①A(①AA57B67B50CIa40-28
                       2912-15・SGIF3頁岩54.136.29.515.5①A①A'一①A1AゆAB60BB62IVa140-29
                       3018-13・SGIF2頁岩84.956.422.294.0〔/1)A')①A'lB1A7①A①BA71A60B52CIIIb140-30
                       3119-13・SGIFl頁岩29.331.510.512.4①A'①A'①C'①A'1A1BA74A55A68CIa40-31
                       32B区・1頁岩39.633.613.620.8①A}①A『lA'①A'1A1・llAA60B68A60CIVa240-32
                       3323-9・SGIF3頁岩70.252.419.471.8①A'〔1(↓)A1lA'1①B1B62B86AV40-33
                       3421-12・SGIF2頁岩59.333.716.232.8〔①A'①A'(巳)Aフ①A1A67A65AVI40-34
                       3535-40・SG2Fl頁岩69.240.020.052.41A'①IA11①A'①IB「A70A76AVI40-35
                       3638-45・SX4F2頁岩64.436.013.032.71A1①A'①C'①A'一一A67B52C65CVll]40-36
                       379-13・SG3Fl頁岩37.035.012.015.33C1A①A①A一①AC51B65A68Vlll4(〕一37
                       3843-32・SG2F2頁岩107.846.620.074.3lB1①B①B①B1・3B一A67A73B65Ic40-38
                       3920-8・SGIF2頁岩69.835.513.839.3一1B3B1①、へ1AlCB68A48B67VIII4(}一39
                       4047-18・SX12Fl頁岩69.861.319.183.1lBlA①B1B①A1CB7〔)A68B65V珊
                       4141-4・SGIF1頁岩70.633.314.826.6①A7(めA')①A'①、へ'A69B62AVll
                       4240-34・SG2F1頁岩46.136.210.415.4lA一①A①A①AlAB59D81B63VII[
                       4323-8・SGIF3頁岩45.220.710.910.0①A'①A'①A'①A'A60A59AV
                       44SGIFl頁岩38.825.67.77.2①A'①A1)〔〔1)A7)①A'A57A55AVI
                       4516-15・SGIF1頁岩36.723.010.28.7①A①A①A①A①A一A48A53A53CIVa2
                       4619-12・SGIF3頁岩41.911.29.38.8(㊤A'①A1①A'①A'A61A57AVI
                       4719-9・SGIF3頁岩26.233.67.76.6((1)A'〕①A'①A'〔(1りA7A70A52AV
                       4819-8・SGIF1頁岩24.028.510.75.7σ)A'〕1A1①A)1BA72B69CVIH
                       4912-18・SGIF2頁岩43.427.08.0!0.2lA!A1AlB①A①AB63A57B53V][[
                       5021-10・SGIFl頁岩25.122.97.84.3①A'①A'①A'①A'〔①3AlCA55A45B62CIIla
                       5115-15・SGIF1頁岩29.321.59.26.5①A'“〔(1)A「〕①A'一σ)A'〕A62A58AVI
                       5212-20・SGIF4頁岩24.717.26.32.4①A'①A'①A'①A'B60A64BVl"
                       5319-13・SGIFl頁岩33.326.58.78.4①A'①A'妄〔巳)A'①A1lA①AA56A69B57CVll
                       54B区・1頁岩29.730.26.35.1〔①A'①A'一(1)A')一①A'B63B50AV
                       55B区・II頁岩32.920.79.57.4〔q)A'1A'①A'①A'B54B77AV
                       5640-43・SX4F2頁岩4!.035.119.429.0①A'①A1)①A'1A'①A1CB78A77B66CIIIbl
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 V出土遺物

 表10掻器属性表

                       大きさ(mm)加工部位と種類縁辺状況と平均刃角残存部位挿図図版                       Na出土区石材長幅厚重量〔9)abCdefa・d刃角b・c刃角e・f刃角
                       120-11・SGIF5頁岩50.144.912.523.81A一一一1A一B66A34B81IVb4L1
                       214-14・SGIF3頁岩28.126.98.87.51A'1B3・1A'一1A3AA58A70B62CV41-2
                       323-10・SGIF3頁岩79.644.715.358.51B1B3B一1B一B69CB53B66II41-3
                       4SGIF3頁岩45.530.78.012.01A'1A7一3C1A3CC60B68B78CV41-4
                       511-17・SGIF2頁岩87.038.110.328.91B1A1C1・3C2A一B68C52B73134-7141-5
                       615-14・SGIF2頁岩64.538.416.033.31A1B1C一1A1CB56A56B63134-7241-6
                       717-12・SGIF2頁岩46.224.66.47.63B1・3B一3B1A一BC57C56B67IVa41-7
                       825-9・SGIF2頁岩55.529.013.622.03C3C3C1・3BlA一B79B63B75IVa41-8
                       917-14・SGIF1頁岩36.827.811.013.31A}2A'3B3C2A1・3BA63A61B67CV41-9
                       1044-32・SG2F3頁岩34.843.613.913.61A'1B1A7一1A一A74A46B77CV41-10
                       1139-34・SG2F1頁岩52.647.712.829.81B1A皿1C1B1BB72B63B7411141-11
                       12SK36F1頁岩55.818.36.86.61A1B一一2A3CA52B42B60134-7341-12
                       13SP90F1頁岩68.161.512.767.1lA一1A3・1B1A1BB67DB51A70II41-13
                       1432-11・1頁岩58.331.46.615.21A1B1C3C1A3CB68A60B65134-7441-14
                       1520-12・SGIF2頁岩45.343.814.329.61A'3B3・1B一1A1BA59B43B73CV
                       1641-33・SG2F2頁岩49.937.911.025.31B一1C一1B1BD69CB66B63IVa
                       17B区・II頁岩57.834.410.519.81A1A一1C1A7一B66A69B681
                       1837-17・1頁岩33.823.84.04.0lB1A一一2A一B52D47B61IVa

 表11削器属性表

                       大きさ(mm)加工部位と種類縁辺状況と平均刃角残存部位挿図図版                       No出土区石材長幅厚重量(9)abCdefa・d刃角b・c刃角e・f刃角
                       1SK37F1頁岩74.O42.616.850.91A1B一一一一B63B61A55Ial42-1
                       217-14・SGIF2頁岩93.530.811.734.51B一1B一一一A69D70一一Ia242-2
                       31次2トレ・1頁岩82.836.013.744.01A1B一1C一一B66C56一一Ia342-3
                       411-17・SGIF3頁岩84.432.28.126.51BlC一一一一A42D57一一Ib42-4
                       522-15・SGIF5玉髄質63.432.26.711.02A2B3C3C××A47A43メ,一Ila134-7542-5
                       6SGIF3頁岩74.336.48.623.21A1A一一××AB49B42×一IIa134-78
                       717-15・SGIF頁岩62.335.911.019.01・2A1・2A一一××A57A69×一Ila134-81
                       815-16・SGIF2頁岩90.644.416.267.51A1B1B1C××B60B59×一Ila234-7942-6
                       9B区・II頁岩55.130.010.116.83・1A1B一一××D58B59×一Ila234-83
                       lO19-13・SGIF2頁岩43.818.64.94.02B2B一一××A62A45×、一Ila334-8042-7
                       11SK62F1頁岩63.444.011.622.63・1A1C1B一××B63B67×一Ila442-8
                       1247-16・SX12F1頁岩62.525.27.012.62B1・2A一一××DB80B55×一IIb34-8242-9
                       1319-12・SGIF3頁岩94.342.813.350.01A1A一3C××D49AB62×一Ilc134-7742-10
                       1413-12・SGIF3頁岩49.338.29.115.43・1AlB一一××D51C53×一Ilc235-8842-11
                       1517-13・SGIF4頁岩45.836.113.717.93・1BlB3C3C××D39B42×一Ilc342-12
                       1640-43・SX4F2百岩68.233.89.817.31B1A1B1B××D71C77×一AIIc442-13
                       1718-8・SGIF3頁岩66.642.216.532.41・3A1・3A !C××B66D53×一Ild134-7642-14
                       1817-12・SGIF2頁岩46.041.79.316.21AlB1B3B××A53D74×一Ild235-9042-15
                       1913-18・SGIF2頁岩34.940.06.57.91C1C一一××A45D39×一Ild343-16
                       2017-14・SGIF2頁岩51.633.18.810.83・2C3・2B3・1B1・3B××C47DB58×一Ild443-17
                       2144-33・SG2F1頁岩48.834.611.815.91A1・3A一一、×D55D57×一Ile43-18
                       2247-17・SX12F1頁岩70.127.77.013.11A1A一一3A一CB39B48B53IIIa135-86
                       23SGIF3頁岩48.342.75.19.81B1B一一1A一C52C44A37IIlal35-8943-19
                       2412-14・SGIF4頁岩76.527.514.035.01A1A一一『1AB74A73A551Ha235-8743-20
                       2517-13・SGIF2頁岩89.847.813.746.1lB1B3B1C3A3BA56A48A44lIla335-8543-2!
                       2615-17・SGIF1頁岩44.032.44.87.81・3A1B3・1B3・1B1A1AA59CB67A63IIIa443-22
                       2738-4・1頁岩46.165.68.227.71B1C一一2A一C49B一A42IIlb135-9343-23
                       2816-13・SGIF4頁岩31.523.34.23.71C1・3B一一一一A66B70B65IIlb243-24
                       2915-11・SGIF3頁岩59.038.312.523.3一1A一一lA一BC61A60B41mC34-8443-25
                       3020-12・SGIF2頁岩59.372.513.473.7lB一一1B1AlAA58A一C75IV43-26
                       3143-13・1頁岩102.364.712.970.81A一一一一一B50BA39B一Va143-27
                       3223-9・SGIF3頁岩50.235.95.512.51A2C一1B3C一B47B62A50Va243-28
                       3318-14・SGIF1頁岩67.558.210.951.6一1A一一1C一B64CB76一一Vb135-9143-29
                       3441-35・SG2F3頁岩66.452.313.036.83C1BlB1C××BC53B43×一V1)235-9243-3(〕
                       3519-13・SGIF2頁岩69.459.915.154.0一1C一一1A1C一B一B67Vc43-31

 表12ピエス・エスキーユ計測表

       大きさ(nlm)図版       Nα出土区長幅厚重量(9)
       11次・2トレIII33.228.78.79.444-1
       218-12・SGIF131.632.49.810.944-2
       339-38・SG2F238.935.510.313.944-3

 表13磨製石斧計測表

         大きさ(mm)残存部位挿図図版         Na出土区長幅厚重量(9)
         1SK60F1・RQ6105.847.525.1219.1基部35-9746-1
         242-16・II100.253.333.7284.1基部35-9846-2
         3SK25F44.228.621.141.3基部35-9946-3
         440-37・SG2F133.821.810.19.5刃部35-10046-4
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 V出土遺物

 d:右側縁が「く」字状に曲がって肩を張る形態となるもの。

 1.片面加工で背面側の両側縁全体に加工がみられるもの(第34図76、図版

 42-14)。4点が出土した。

 2.片面加工で背面側の左側縁のほぼ全辺と右側縁下半部に調整加工が施さ

 れるもの(第35図90、図版42-15)。4点が出土した。

 3.片面加工で先端部付近を中心に調整加工が施されるもの(図版43-16)。

 2点が出土した。

 4.原則背面側への片面加工であるが、主要剥離面側にも加工され部分的に

 両面加工となるもの(図版43-17)。1点が出土した。

 e:両側縁が「く」字状に曲がって両肩が張る形態となるもの(図版43-18)。

 背面側への片面加工で両側縁の全辺に調整加工が施される。1点が出土した。

 皿類:先端部が幅広となり、この部分にも調整加工が施されるもの。

 a二基部を除く三縁辺が加工されるもの。

 1.背面側の片面加工となるもの(第35図86・89、図版43-19)。8点が出

 土した。

 2.両側縁が背面側、先端が主要剥離面側に加工されるもの(第35図87、図

 版43-20)。

 3.一側縁の一部が両面加工となるもの(第35図85、図版43-21)。

 4.先端が両面加工となるもの(図版43-22)。

 b:左側縁と先端が加工されるもの。

 1.背面側の片面加工(第35図93、図版43-23)。5点が出土した。

 2.先端背面側、側縁主要剥離面側の片面加工(図版43-24)。1点が出土

 した。

 c:右側縁と先端が加工されるもの(第34図84、図版43-25)。7点が出土し、
 すべて背面側への片面加工となる。

 IV類:横長剥片の左側縁と両端に調整加工が施されるもの(図版43-26)。1点のみの

 出土である

 V類:一縁辺のみに調整加工が施されるもの。

 a二左側縁が加工されるもの。

 1.背面側の片面加工となるもの(図版43-27)。12点が出土した。

 2.両面加工となるもの(図版43-28)。1点が出土した。

 b:右側縁が加工されるもの。

 1.背面側の片面加工となるもの(第35図91、図版43-29)。10点が出土。

 2.両面加工となるもの(第35図92、図版43-30)。3点が出土した。

 c:先端に調整加工が施されるもの。(図版43-31)。5点が出土し、いずれも

 背面側の片面加工となる。
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 ピエス・エスキーユ(表12・図版44-1～3)

 ハンマーによる加撃と対象物からの衝撃による剥離痕が認められる石器である。3点が

 出土した。いずれも縦断面形は凸レンズ状となる。

 加工痕跡ある剥片(第35図94～96・図版44-4～14)

 剥片に二次加工を施しながらも、刃部を形成するような連続した加工とはなっていない

 ものである。全部で784点が出土している。その一部を掲載した。

 石核(図版45)

 剥片石器の製作において、母岩からの剥片剥離工程の最終段階で放棄された残核である。

 全部で991点が出土している。母岩とした石材の大きさや剥片剥離行程の数、作業面の選

 択など技術的にはかなりのバリエーションが存在するが、多くは多方向からの剥離面で構

 成され、頻繁な打面転移を繰り返す剥片剥離技術の存在を伺わせる。石材は玉髄質、黒耀

 石、鉄石英が若干認められるほかは、頁岩が使用される。特に頁岩は現在、本遺跡ののる

 段丘直下を流れる寒河江川やA区SG1河川跡の礫層中に一般的にみられる岩石であり、

 今回出土した剥片石器においてももっとも多用される石材である。

 接合資料(第40図～第47図・表14・図版56～図版60)

 今回の調査では多量の石核・剥片類が得られており、多数の接合資料の存在が予想され

 た。しかし、それらの多くがSG1・SG2河川跡の堆積土層中からの出土であり、多数

 の母岩から剥離された剥片が、広範囲に散乱している状況を呈していた。そのため、整理

 段階での接合作業およびそれに伴う分析が不十分であり、今後も作業を継続する必要があ

 るが、以下では現段階までの整理状況である程度まとまったものについて概要を述べる。

 母岩1(第40図～第43図・表14・図版56～60)

 B区SK36袋状土堤の堆積土層内から出土した。剥片剥離の作業終了後、目的剥片を抜

 き取った後に、初期の機能を失った土堤内に一括廃棄されたものとみられる。石核1点に

 剥片20点が接合した。初期段階に剥離された剥片が失われているものの、ほぼ原石の状態

 まで復元し得た。素材は頁岩の河原石を分割せずに使用しており、残存部の大きさが長軸

 長197mm、短軸長153mm、最大幅90mmを測る。剥離工程の概要は次のようになる(以下に使

 用している番号は表14の相対剥離順である)。

 母岩の選択→初期の剥離(2回以上)→打面転移(初回の剥離面)→1→2→3→4・

 5(1回の加撃による同時剥離)→打面転移→剥離(1回以上)→打面転移(初回の剥離

 面)→6→打面転移(6の剥離面)→7(上半部節理による折断・剥片無し)→8→9

 (節理面からの剥落)→10→打面転移(8の剥離面)→ll→12→13・14・15(1回の加撃

 による同時剥離)→打面転移(14の剥離面)→16a・16b(折断)→17→剥離(1回以

 上)→18a・18b(折断)→石核廃棄
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 V出土遺物

 以上のように約18回の剥離作業の間に6回の打面転移が繰り返されている。打面は自然

 面または先行剥離面がそのまま利用され、打面調整は行われない。打角を大きくとり、大

 形で分厚い剥片を意図的に生産した模様が伺えるが、中間工程では目的剥片が得られな

 かったものとみられほとんどが残存している。石核は最終剥離面のある面を正面、その打

 面を上とした場合の長さ133mm、幅112mm、厚さ63mm、重量940gを測り、比較的大きな状

 態で放棄されているが、おそらく素材の内部に発達した節理のためと考えられる。なおS

 K36からは第V群2類の縄文土器が共伴している。

属性表注

 1大きさ長、幅は第44図に示すように基部を上位に置いた時の
 全長ならびに最大幅である。厚は最大厚を記載した。折損するも
 のは残存値を記したが、ネガティブ面により復元可能な場合はそ
 の値を()内に示した。

 2打面打面にみられる調整が1枚の剥離によるものを単、複数
 の剥離によるものを複、点状となるものを点、表皮を打面として
 いるものを表皮、節理面を打面としているものを節理面、欠損す
 るもの欠と記し、二次調整もしくは切断等により不明なものは空
 欄とした。

 3打角打角は第44図に示すように打面とバルブの頂点がなす角
 度を計測した。打面が欠損し、あるいは点となるものは空欄とし
 た。

 4末端末端の表記は、
 F:フェザーフラクチャー
 H:ヒンジフラクチャー
 S:ステップフラクチャー
 RH:リバースヒンジフラクチャー

 (ウートラパッセ)
 欠:末端の欠損するもの
 とし、不明なもの、もしくはどれにもあてはまらないものは空欄
 とした。

       幅打角

       長

 第44図剥片模式図

 表14母岩1接合剥片属性表

               相対剥離順出土区層位器種大きさ(nlm)                長幅厚重量(9)打面打角末端表皮挿図図版備考
               1SK361剥片74331625.8点F有40-156-1
               2SK361剥片1106220115.5単125F有40-256-2
               3SK361剥片67671759.3単124F有40-356-3
               4SK361剥片827820150.9単116H有40-456-4
               5SK361剥片67491629.5F有40-556-5
               6SK361剥片1069223160.1単113F有40-656-64～5:1回の加撃による同時剥離
               7SK361剥片7810236169点F有40-756-7
               8SK361剥片847121123.2単133F有41-857-8
               9SK361剥片8011227248.4表皮F有41-1558-15
               10SK361剥片52462146.8単124F有41-957-9
               11SK361剥片7365!462.8単134F有41-1057-10
               12SK362剥片58791957.9単138H無414157-11
               13SK361剥片596833121.0単142節理面有41-1257-12
               14SK361剥片728016102.0F有4!-1357-13
               15SK361剥片51551431.8RH有41-1457-14
               16aSK361剥片57501735.7単l19F有41-1658-1612～14:1回の加撃による同時剥離
               16bSK361剥片48361931.4欠F有41-1758-17
               17SK361剥片58632373.7単144F有42-1858-18
               18aSK361剥片50461327.7単RH有42-1958-19
               18bSK361剥片7252ll30.2欠RH無42-2058-20
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 母岩2～5(第45図～第47図)

 SG2堆積土層中より出土した。図示したものは接合作業の中途段階のものであり、石

 核がまだ発見されていない。いずれも早い段階での剥離工程の様相を伝えるものであるが、

 比較的小形の剥片を意図的に剥離している。4点とも同一母岩となる可能性がある。

 磨製石斧(第35図97～100・表13・図版46)

 磨製石斧は図示した4点のみの出土でありすべて破損品であった。両側縁を面取りする

 いわゆる定角式磨製石斧である。第35図100の刃部破片がSG2から出土した他はB区の

 遺構及び包含層からの出土である。

 磨石(第48図～第51図・表15・図版47～50)

 河原石が石皿などと組み合わされて使用された結果、礫面に磨痕をもつに至った石器で

 ある。本稿では礫面に磨痕があっても敲打による凹痕があるものは、凹石として扱ってい

 る。これらは磨面の特徴から以下のように分類できる。

 1類二平面形楕円形の偏平な礫の片面を磨面として使用した可能性のあるもの(第49図

 8・11・第51図26、図版48～8・11・図版50-26)。

 II類:平面形楕円形または円形、断面形楕円形となる偏平な礫の表裏面を磨面として使

 用した可能性のあるもの(第48図1・7・第49図9・12・13・15・第50図17・

 18・21・23～25・第51図27、図版47-1・7・図版48-9・12・13・図版49-

 15・17・18・21・22・図版50-24・25・27)。

 III類:球形となる礫の全面を磨面として使用した可能性のあるもの(第51図28・図版

 50-28)。

 凹石(第48図～第50図・表16・図版47～49)

 河原石の表面に敲打によると考えられる凹痕をもつもので、そのほとんどが磨痕を合わ

 せもつ。凹痕の位置により以下のように分類できる。

 1類:1面に凹痕をもつもの(第50図19、図版49-19)。

 II類:2面に凹痕をもつもの(第48図2～6・第49図10・14・16・第50図19・20、図版

 47-2～6・図版48-10・14・第49図16・19・20)。平面形楕円形または円形、

 断面形が楕円形となる偏平な礫の表裏面に凹痕をもつものが大半を占める。

 石皿(第51図・第52図、図版51～54)

 偏平で大形の河原石の一面あるいは二面に磨面をもつ石器である。石材は多孔質の火山

 起源の岩石が多用される。図示したものはいずれも使用による結果として表面の中央部が

 浅くくぼんでいる。殊に第52図2は、SK63の堆積土層上面に裏返しの状態で出土したも

 のであるが、加工によって縁を作出している可能性が高い。
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 敲石(第50図22、図版50-23)

 棒状あるいは楕円形の礫の端部に敲打痕をもつ石器である。ハンマーとして使用された

 ものと考えられる。第50図22は長さ224mm、幅152mm、厚さ83mmをを測る。断面楕円形で棒

 状を呈する大形の礫を素材とする。表面に擦痕がみられることから、折断した石棒からの

 転用の可能性もある。

 原石(図版55)

 石器製作の原材料となる石のうち、頁岩はSG1河川跡周辺の礫層およびSG1、SG

 2堆積土層内から多量に出土している。それらはかなり大形のものも含めて、遺跡の外か

 ら搬入されたものではなく、もともと礫層中にあったものと考えられる。このことから本

 遺跡の立地は、石器の原材料の入手において有利な条件下にあったということができる。

 図版55に掲載した原石はSG1堆積土層内から得られたものである。長さ128mm、幅75mm、

 厚さ38mm、重さ442mmを測る。表面の摩滅の度合いから明らかに流されてきたものである

 が、もともと後期旧石器時代の両設打面の石刃核である。

 表15磨石計測表

         大きさ(mm)重量(9)分類挿図図版         No.出土区長幅厚
         115-11・SGIF314611436932II48-147-1

         21次・2トレIII164131381078II48-747-7

         319-12・SGIF3816734214149-848-8

         441-4・SGIF110310650784II49-948-9

         515-13・SGIF4918246474149-1148-11

         616-U・SGIF4174157431692II494248-12

         721-11・SGIF41236627320II49-1348-13

         822-16・SGIF41347640645II49-1549-15

         919-13・SGIF21608233762II50-1749-17

         1021-9・SGIF31299736660II50-1849-18

         1123-9・SGIF312410056797II50-2149-21

         1225-8・SGIF312910157882II50-2349-22

         1322-10・SGIF357712595II50-2450-24

         14SK21F311510154854II51-2550-25

         15SP80F工906931209151-2650-26

         16SX12布掘11910248681II51-2750-27
         17SP63F1717261292III51-2850-28

 表16凹石計測表

         大きさ(nlm)挿図図版         Nσ出土区長幅厚重量(9)分類
         113-14・SGIF11058539428II48-247-2

         216-1(〕・SGIF41289461896II48-347-3

         321-10・SGIF4998656542II48-447-4

         4C区1139849660II48-547-5
         525-9・SGIF31099248633II48-647-6

         622-10・SGIF41059046537II49-1048-10

         71244・SGIF4968163559II49-1448-14

         8SK21F1329446739II49-1649-16

         924-9・SGIF31835743712150-1949-19

         1015-11・SGIF212210151728II50-2049-20
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 5弥生時代以降の遺物

 5弥生時代以降の遺物(第53～55図、表17、図版61～64)

 本遺跡からは、縄文時代の遺物の他に、弥生時代から江戸時代の土器や遺物が整理箱に

 して3箱分出土している。以下に各遺物について時代毎に5群に分類しながら述べる。

 (1)第1群土器(第53図1・2)

 弥生時代に属する遺物で、弥生土器の破片がSG1から2点出土している。1は甕の体

 部片で、斜位の燃糸文が施されている。2は壷の口縁部片で、盃状の口縁に爪形の連続制

 突文が施されている。天王山武士器の範疇に概括され、時期は弥生時代後期にあたる。

 (2)第II群土器(第53図4)

 古墳時代に属する遺物で、内面にヘラミガキ調整が施されている土師器の圷片がSG1

 から1点(3)出土している。資料が少ないため即断はできないが、時期的には古墳時代

 後期頃に当ると思われる。

 (3)第III群土器(第53図3・5～17、第54図18～23・26～31)

 平安時代に属する遺物で、土師器(IIIA)、須恵器(IIIB)、赤焼土器(IIIC)、その他

 (IIID)の4類に大別される。C区のSG2からの出土例が多い。

 土師器は甕の口縁部が1点(第53図10)出土しており、内面に刷毛目調整が施されてい

 る。赤焼土器は甕が1点(11)と皿が2点(3・9)出土している。

 須恵器には圷(第53図5～8、12～17・第54図18)高台付圷(第54図19～22)、蓋(同

 図23)、壼(同図26～29)、横瓶(同図31〉、甕(同図30)の器種がある。須恵器圷の底部

 は13を除きすべて回転糸切り離しで、底径は比較的小さい。高台付圷も同様である。壷や

 横瓶、甕は小破片が多く、器形がわかるものは出土しなかった。第54図32は須恵器壺の口

 縁部片が付着している窯津で、内部に須恵器を焼く燃料となった棒状の炭化物を多く含ん

 でいる。

 須恵器の時期は、これまで述べた特徴から、平安時代9世紀末葉から10世紀前半頃に想

 定できる。土師器や赤焼土器の時期もほぼ同じ頃と思われるが、赤焼土器の皿は「カワラ

 ケ」と呼ばれているもので12世紀後半頃にあたる。

 C区については、畑等を盛り土する際に寒河江市平野山窯跡付近から土を運んだという

 地元の方の話があり、第54図32の窯津もその関連で理解すべきかもしれない。

 (4)第IV群土器(第54図24・25、第55図33・36～39)

 中世に属する遺物で、珠洲系陶器(IVA)と瓦質土器(IVB)の二つに大別される。珠

 洲系陶器のうち、摺鉢は口縁部がほぼ直立する片口のものである。(24・25)。36～39はす

 べて甕の体部片で、外面に細い条線状の叩き目、内面に円形のアテ痕および条線状の叩き

 目が施されている。時期は不明な点が多いが、摺鉢と合わせ鎌倉時代頃と思われる。

 (5)第V群土器(第55図34・35)

 近世に属する遺物で、陶器(VA)と磁器(VB)の二つに大別される。34は赤褐色に

 焼き締まった器肌の摺鉢の底外面に灰柚、内面に格子状の叩き目が施されている。35は内

 外面に鉄柚の施されている高台付きの摺鉢である。この他に磁器も小量出土している。
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 表17須恵器等観察表  単位;mn

           Na出土地点・層位器種口径底径器高外面調整内面調整分類挿図図版

           1SGIF3弥生土器甕(55)斜位撚紋Rミガキ153-16レ1

           2SGIF3弥生土器壷(50)爪形連続刺突文不明153-261-2

           3SGIF4赤焼土器皿130(28)指頭圧痕ヘラミガキIIIC53-361-3

           4SGIF4土師器杯(30)ヘラケズリヘラミガキII53-461-4

           5SG2・12トレ1層須恵器杯140(38)ロクロ痕ロクロ痕lIIB53-561-5

           6SG2・12トレ1層須恵器杯144(74)ロクロ痕ロクロ痕IIIB53-661-6

           7SG2F3須恵器杯144(33)ロクロ痕ロクロ痕IIIB53-761-7

           8SGIF2須恵器杯61(21)底部回転糸切りロクロ痕IIIB53-861-8

           9SG2・11トレII層赤焼土器皿34(8)底部回転糸切り不明IIIC53-961-9

           10SG2・12トレ1層土師器甕(53)不明刷毛目mA53-1061-10

           11SG2・12トレ1層赤焼土器蓋(15)ロクロ痕不明IIIC53-ll61-11

           12SGIFl須恵器杯5112底部回転糸切りロクロ痕IIIB53-1261-12

           13SG2・!2トレ1層須恵器杯7(〕(12)底部回転糸切りロクロ痕IIIB53-1361-13

           14SG2・12トレIIIII層須恵器杯58(13)底部回転糸切りロクロ痕IIIB53-1461-14

           15SG2F4須恵器杯50(15)底部回転糸切りロクロ痕mB53-1561-15

           16SG2・12トレ1層須恵器杯(58)(16)底部回転糸切りロクロ痕mB53-1661-16

           17C区1層須恵器杯88(12)底部回転糸切りロクロ痕IIIB53-1762-17

           18SG2F2須恵器杯78(15)手持ちヘラケズリ底部回転糸切りロクロ痕IllB54-1862-18
           19SG2F3須恵器高台付杯72(21)底部回転糸切りロクロ痕IIIB54-1962-19

           20SGIF3須恵器高台付杯61(22)底部回転糸切りロクロ痕mB54一一2062-20

           21SX4F2須恵器高台付杯66(12)底部回転糸切りロクロ痕mB54-2162-21

           22SG2F2須恵器高台付杯67(21)底部回転糸切りロクロ痕lIIB54-2262-22

           23SG2F2須恵器蓋30(20)回転ヘラケズリロクロ痕IIIB5杢2362-23

           24SG2F1珠洲系陶器摺鉢238(79)ロクロ痕ロクロ痕IVA54-2463-24

           25SGIF2珠洲系陶器摺鉢24393(135)底部回転糸切ヘラケズリロクロ痕IVA54-2563-25

           26SGIF4須恵器壷(27)ロクロ痕ロクロ痕IIIB54-2663-26

           27SG2F3須恵器壷(79)ロクロ痕ヘラナデmB54-2763-27

           28C区1層須恵器壷(58)ロクロ痕ロクロ痕mB54-2863-28

           29SGIF1須恵器壷(35)ロクロ痕ロクロ痕IIIB54-2963-29

           30SG1・4トレーV層須恵器甕(93)格子状叩き目青海波叩き目IIIB54-3063BO

           31SGIF2須恵器横瓶(76)格子状叩き目条線状叩き目IIIB54-3163-31

           32SG2F2須恵器付着窯津長さ166幅52厚さ85須恵器壷片付着棒状木炭痕IIID55-3263-32
           33SGIF3瓦質土器鉢(94)(41)炭化物付着黒色化処理IVB55-3364-33

           34SGl・2トレ近世陶器摺鉢(27)灰釉付着格子目状卸し目VA55-3464-34

           35SG2・4トレ近世陶器摺鉢(44)底部回転糸切り条線状卸し目VA55-3564-35

           36SGIF4珠洲系陶器甕(88)条線状叩き目円形アテ痕条線状叩き目IVA55-3664-36

           37SGIF2珠洲系陶器甕(80)条線状叩き目条線状叩き目IVA55-3764-37

           38SGIF4珠洲系陶器甕(103)条線状叩き目円形アテ痕条線状叩き目IVA55-3864-38

           39SGIF2珠洲系陶器甕(167)条線状叩き目IVA55-3964-39
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 VIまとめ

 1縄文土器群について

 本遺跡出土の縄文土器は、第V章で述べたように縄文時代中期から同晩期末葉にかけて

 のもので、とく中期末葉から同後期中葉のものが主体を占める。出土した土器の大半が小

 破片で、全体の器形がわかるものも少ないが、県内における縄文時代後期前半の資料が数

 少ない現状から貴重な資料といえる。

 本項では先に分類した第1群～第IX群土器について、周辺遺跡の調査成果をもとに時期

 的な位置付けを行う。

 第1群土器は1・2類とも縄文時代中期大木7b式期に属するもの、第II群土器は同中

 期大木8b式期に属するものである。両群とも資料が少なく詳細は不明である。

 第III群土器は縄文時代中期末大木10式期に属するもので、1～3類が4類に先行する。

 4類は、口縁部文様の展開が隆帯によって行われているもので、隆帯が鱗状になるのが特

 徴である。大木10式の中でもっとも新しい後期直前の土器群で、山形県内では大江町橋上

 遺跡からまとまって出土している。

 第IV群土器は岩手県の門前式といわれる土器より古い要素をもっている縄文時代後期初

 頭の土器群で、岩手県大迫町観音堂遺跡からまとまって出土している。本群1・2類の内

 容もほぼそれと同様であり、とくにSK25土墳からの一括資料が注目される。

 第V群土器は門前式期に併行するもので、大形の楯状把手や連鎖状隆帯、ボタン状貼付

 文をもつ土器の他に方形区画文や平縁、沈線による土器も共伴する。遺物の量は少ないが

 SK36土壌からややまとまって出土している。爪形文を特徴とする新潟県の三十稲場式土

 器も小量ながら共伴する。

 第VI群土器は宮城県の宮戸Ib式期に併行するもので、連鎖状隆帯やボタン状貼付文を

 もつ土器はあまり認められず、沈線による区画文や円形の刺突文が主体になる。とくに、

 3類とした波状目縁の頂部から直接胴部に磨消縄文が展開する土器が注目される。

 第VII群土器は宮戸Ib式期に後続するもので、富沢1遺跡でも小量出土している。宮城

 県二屋敷遺跡や福島県網取遺跡に類似した土器があり、これを「綱取II式」の新段階と呼

 ぶ説もある。

 第VIli群土器は縄文時代後期中葉頃に属する土器群で、関東地方の加曽利BII式期、青森

 県の十腰内皿式期に併行すると思われるものである。資料が少なく、今後さらに検討を必

 要とする。

 第IX群土器は縄文時代晩期に属する土器群である。このうち、1類は東北地方南半の大

 洞B式期、2類は大洞C2式期の新しい段階、3類は大洞A式期に各々併行すると思われ

 る。富沢1遺跡の縄文土器ではもっとも新しい時期になる。

 富沢1遺跡では、上記の第1群～第IX群土器の中でも量的に第IV群～第VI群土器が多く

 出土しており、つぎに述べる遺構の時期もこれと同様の傾向を示す。
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 2石器について

 a石器の所属時期について

 今回の調査で得られた石器は、ほとんどがSG1・SG2河川跡からの出土である。石

 器時代に限って見た場合の両河川跡の所属時期については、その出土土器から縄文時代中

 期前半から弥生時代までの広範な内容を包括し、その中でも縄文時代中期末葉から後期前

 葉にかけての土器群の出土量にまとまりがみられる。しかしこれらを層位的に分離するこ

 とは困難であった。したがってそれらと共伴する石器群についても、主体となる時期は把

 握できるものの、全体としてはかなり長い時間幅をもち、一括性は低いと考えられる。

 集落域であるB区の遺構から出土した石器のなかで、土器との共伴関係によって所属時

 期を推定できるものは、SK21出土の磨石(第51図25)・凹石(第49図26)、SK25の磨

 製石斧(第35図99)、SK34の石鎌(第31図18)・石錐(第32図46)・石箆(第33図67)、

 SK36の石錐(第32図47)・掻器(第34図73)および母岩1の接合資料、SK37の削器

 (図版42-1)がある。SK21からは大木10式、SK25・SK34からは門前式に先行する

 土器型式、SK36・SK37からは門前式併行の土器が各々出土している。これら以外のも

 のについては時期を確定させることが現状では難しい。石器自体のもつ属性の検討による

 時期認定が課題となろう。

 b石器群からみた遺跡の性格について

 今回発掘調査を実施した調査区は集落をとりかこんで検出された河川跡と東外縁部にあ

 たる土墳域であり、集落本体は未調査区域として残されている。このような部分的な発掘

 調査によって本遺跡の構造を総合的に分析し、その性格に言及することは不可能であるが、

 石器の出土比率にみられる特徴は、遺跡の性格の一端を反映しているものと考えられる。

 前述したように出土遺物の整理、分析が未だ不十分なため、予察的な部分を多く含むが、

 以上の視点で本遺跡の石器群を概観する。

 本遺跡から出土した石器は総数で約25,500点あるが、そのうちの約94.4%が石核、剥片

 類である。出土地点は河川跡を主体として、土堤内への一括廃棄の状況も看取される。さ

 らに石核の出土点数991点は、剥片石器のなかのtoolの点数1,091点と大差のないものであ

 り、集落本体が未調査であることを差し引いて考えてもその比率は高いといえる。これら

 の事実は遺跡内において剥片石器の生産が盛んに行われていたことを物語るものであろう。

 また遺跡周辺に現在でも多量に分布する頁岩の存在がこれらの生産行為を支えていたもの

 と考えられる。すなわち本遺跡は、貯蔵穴としての土壌群や、量的にまとまって出土した

 植物質食糧の調理にかかわる磨石・石皿類の存在にみられる一般的な集落の機能のほかに、

 原産地型の石器生産跡としての一面を色濃くもっているということができる。近年の調査

 によって、西川町お仲間林遺跡(旧石器時代後期)や同山居遺跡(縄文時代中期)、寒河

 江市金谷原遺跡(旧石器時代後期)など、寒河江川流域に分布する遺跡の中には、時期差

 こそあるものの同様な生産基盤に立地した遺跡の報告例が増加しつつある。今後本遺跡出

 土の石器群に対して剥片石器の流通の可能性をふまえた検討が必要と考えられる。
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 3遺構について

 今回の調査によって富沢1遺跡からは、旧河川跡が部分的な検出も含め3条、落ち込み

 遺構が5基、土墳が51基、溝状遺構が3条、柱穴と思われるピットが4個検出された。つ

 ぎに出土した土器の分析をもとに、各遺構の時期について述べる。

 本遺跡でもっとも古い土器は、第1・II群土器とした縄文時代中期前葉から中葉のもの

 であるが、断片的な出土であり、これに伴う遺構は認められない。

 第III群土器とした縄文時代中期末葉の土器は、SG1・2河川跡を除き、B区のSK21

 土墳とSK34土壌の二ヶ所から出土している。SK34土堤は下層のF4から第IV群土器が

 出土しており、一時期新しくなるものと考えられる。

 第IV群土器とした縄文時代後期初頭の土器は、B区のSK25土壙を主体にSK34・54・

 56土墳とSX69落ち込み遺構の五ヶ所から出土している。

 第V群土器とした縄文時代後期前葉の土器は、B区のSK36土堤を主体にSK30・37・

 38・68土墳とSX69落ち込み遺構の六ヶ所から出土している。主にB区の南西部に分布し

 SK30・36・37・68は袋状土墳である。

 第VI群土器とした縄文時代後期前葉の土器は、B区のSK32・39・78土墳とSX69落ち

 込み遺構の四ヶ所から出土している。主にB区の南東部に分布し、袋状土墳は伴わない。

 第VII群土器とした縄文時代後期前葉の土器は、B区のSK48・55土堤の二ヶ所から出土

 している。主にB区の北西部に分布し、袋状土堤は伴わない。

 第VIII群土器とした縄文時代後期中葉の土器は、SG1・2河川跡とSX43落ち込み遺構

 からの出土であり、B区の土壌からは認められない。第IX群土器とした縄文時代晩期の土

 器も、SG2河川跡とSX4落ち込み遺構だけの出土である。

 弥生時代以降古墳時代、平安～鎌倉時代、近世の遺物は、SG!・2河川跡からの断片

 的な出土で、これに直接該当する遺構は認められない。平安時代の遺物は、平野山窯跡か

 ら水田の盛り土として近年に土を持ってきた可能性がある。

 富沢1遺跡の集落全体については、発掘調査区が道路部分に限られており、また遺構も

 土壙のみで竪穴住居跡が検出できなかったことから、遺構や集落配置まで言及できる資料

 はない。ただし、今回の遺構配置や地形などからみて、B区の土壌群が集落の外縁の貯蔵

 穴が分布する場所にあたり、住居跡等の主たる部分は現在宅地が建っている遺跡の西側台

 地に分布する可能性がありそうである。SG1・2河川跡内の遺物分布状況も、西側台地

 にかなりの集落跡があったことを示唆している。

 B区の土堤のうち陥し穴と考えられるSK58・59・75土壌は、中から遺物の出土がない

 ため時期は不明であるが、形態等から縄文時代のものと思われる。

 B区やその西側の台地をとり囲むように廻るSGl・2河川跡のうちSG2河川跡は、

 断面観察等からかなり古くから流れていたと考えられ、縄文時代中期以後の川床は比較的

 浅くむしろ湿地となっている可能性が高い。ただし覆土上面に平安時代以降の遺物が含ま

 れることから、両河川跡とも少なくても江戸時代までは流れていたと思われる。
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