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佐賀市東名遺跡 の 年 代 とそ の 問題 点

松 井　章 （奈 良文 化財研 究所）

は じ めに

　佐賀 市東名遺跡 は 縄 文早期 の 集落 、墓域、そ し て 斜 面 上 に 点 々 と形成 され た 6 カ 所 の 貝 塚 と そ の 周 辺 に 分

布す る 貯蔵 穴群 か らな る 大規模な湿 地遺跡で 、これ ま で に 400 点以 Lの 編み か ご（バ ス ケ ッ ト）や木器 が 出 土 し

て い る 。 佐賀市教育委員会 は 、 2007年 1月現在 、 年度内発掘終了 とい うプ レ ソ シ ャ
ー

の 中、鋭意発掘中で あ

る。 こ の 遺跡 の 特微 は 、急激 な海水 面 の 上昇に よ り遺跡が放棄され 、す み や か に 水成粘上層が遺跡全体 を覆
っ た た め 、通 常 の 遺跡 で は 残 存 し な い 有機遺 物 、特 に編み か ご、皿 、掘 り棒、杭、櫛な ど の 木器 が 日本最古
の 出土例 と し て 重要な遺跡で あ る 。

遺跡 の S7：地

　東 名遺跡 は、有明 海 の 現海岸 線か ら約 28 キ ロ 奥 ま る、背後 に 背振 山地 を 控 え た 佐賀 平野 の 中央部 に 立 地 す
る。国 土 交通省 は 佐 賀平野 の 洪水 対策 と し て 、こ の 地 に 55 ヘ クタ

ー
ル にお よぶ 台形状 の 貯水池 の 掘削を計画

し、佐賀市教育委員会は 1993年か ら 1996年に か けて 周知 の遺跡で あ っ た 東名遺跡を、2002 年 か ら 2003 年
に か け て 久富二 本杉遺跡を発掘 し た。両遺跡 と も縄文 早期後菓の 遺跡で 、久富 「 本杉遺跡は二 次堆積 と思わ
れ る 貝 層 を検出 し、発 掘区域外 に 大規模 な集落 の 存在が 予 想 され 、東名遺跡 で は 現 地 表 下 1 メー トル で 、縄
文早期後葉、塞 ノ神 B 式 を主体とする 炉 と考え ら れ る 167 基 に お よ ぶ集石遺構 と、最小個体数 7 個体 の な か

ば腐朽 し た 埋 葬跡 を検出 し、発掘は終了 した 。
　 とこ ろ が、2002年 2月 、重機 で遺跡周 辺 部を掘削中に 貝塚 が 露出 した と佐賀河川総合開発 工 事事務所 か ら

届 け出があ り、担 当者、西 田巌が現地 を踏査 し たと こ ろ、集落域と同時期 の 5 カ所 の 貝塚 が存在 し （そ の 後、
最大 の 第 6 貝 塚 が 発 見 さ れ た ）、しか も掘 削 さ れ た 貝層 に は 露 出 し た ま ま の 編み か ご が 数 点存在す る塞 ノ 神 B
式土器 の 湿地性貝塚 である こ とを知 っ た 。 そ こ で 佐賀市教委 は国土交通省 と協議 し 、 第二 次発掘調査 を実施

す る こ と、発掘 に あ た っ て 考古学、第 四紀学 の 研究者 を中 心 とす る発 掘指導委 員会を発足 させ る こ とで
一

致
し 、以来 、そ の 提 言 に 従 っ て 発掘担 当者 を 1 名 か ら 2 名 に 増 員 し、さらに 嘱 託 調 査員 を採 用 し、民 間会杜 に

発掘 の
一一

部や測 量 、遺物取 り．h げな ど を委託す るな ど、発掘 体制 を大幅 に 増強 させ て 完掘 に 臨 ん で い る 。

　ボーリ ン グ調杏 に よ れば、発掘 区の 北西 か ら南東 にか け て 現在 の 巨勢川 にあた る埋没河 川が存在 し、そ こ

に北 か ら支流 が 流れ込む。六 ヶ 所 の 貝塚は い ずれ も南北に流 れ る 10河川 の 東側 の 微高地か ら、河川 に 向か っ

て 落 ちる斜面 上 に形成 され たもの で あるが 、流路 に対 して や や引 っ 込んだ湾曲部 に 形成 され て い る もの が多
い 。そ の 規模は 、第 1 貝 塚 が 長 さ 30m 、面積 300m2 、第 2 貝 塚 は 長 さ 40m 、面積 400m2 。第 2 貝塚 も北 の 上

流部 に 突 出 部を持 ち、そ の 突出部の 傾斜面や 第二 貝 塚 の 内部 や 、そ の ド方縁 辺 の 粘 土 層 に 多 くの 貯蔵 穴 が 存

在 し、そ の 多くに 編み か ご、木器 や板材、動物遺体が 投棄 され て い た。東名遺跡 はそ の 支流 の 西岸 に 立 地 し、
そ の 斜面 上 に 貝 塚 や貯蔵穴群が点 々 と 形成され て い る。居住域や 墓域は 、現地表 下 i メー

トル 前後 、標高 ＋3m
で あっ たが、貝塚 お よ び 湿 地貯蔵穴群は 、地表下 5−−7m （標高一1− 3m ）に 分布する。
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遺跡 の 年 代

　い ずれ の 貝 塚 も早 期後葉 の 塞 ノ 神 B 式 が 主体を な し、最上 層 で わ ず か に 轟式 が 出 十 す る。AMS 放射性炭素
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騾 繍 蔵

穴群は、海進 の さな か に分厚 い 水成粘 t 層 に よ っ て 覆 われ 、二 度 と地表 に 露 出し な か っ た結果 、良好 な状態
で 有機 遺物 が 保存 された と考え られ る。
近年 、中国 の 漸江 省、河姻 ：渡文化に属す る 田螺山遺跡、韓国飛鳳 胆遺跡など、海進直前 の 遺跡が 発掘 され て

い る。それぞれ現 在は海岸 か ら離れ た内陸部 で あ る が、大河 の 河 凵 か ら遡 っ た沖積地 の 湧水地 帯に 立地 し、
い まま で 予想 もされ て い なか っ た木器 や堅果類 な どの 有機遺物が出土 し て い る．
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遺物
　骨角器 の 中には 、 鹿角 の 幹部の 表面 を磨き、裏面を掘 り込 ん で 板状に 加 T ．し、直径 1　 mm 前後の 孔を数多く

穿 ち、幾何学文様 を施す垂飾 具が、4 点以 上出土 し て い る 。 個 々 の 穴 は 、回 転 に よ っ て 穿孔 され、こ の よ う

な微細な孔 を どの よ うな道具で 穿 っ た の か不明 で ある，、また、こ の よ うな装飾意 匠は，他 の 地域や 後 の 時代 に

も見 られず 、そ の 系譜 は不 明で あ る、編み か ご の 製作に も使われた で あろ う鹿角や シ カ の 中手骨、中足骨を

素材 と し た 刺突具 も 多数 出 土 して い る。貝 層 の 卞体を な す 貝 類 は、ヤ マ トシ ジ ミ と ハ イ ガイ で 、さ ら に ア ゲ
マ キ 、 カ キ類が加 わ り、最 ．L層に は 巨人なカ キ が 平面的に 散 ら ば る。貝塚 を 形成 して い る に もか か わ ら ず、
魚骨は 多 くな い

。 汽水域に侵入 する ボ ラ、ス ズ キ，O　m ダイ が 代表的で 、サ メ類、 トビ エ イ科か ア カ エ イ科 の

エ イ類、ハ モ 、ナ マ ズ な ど が 発掘時 に採集され て い る。貝層 の 水洗選別 に よ る と、小 形 の ハ ゼ科　（ム ツ こゴ ロ

ウを含む ）も出土 して い る が 、や は り量 は 多く な い 、、ス ソ ポ ン の 出 土 は 特筆 され る だ ろ う．縄 文 時代 の 遺跡 で

の 出上例 は 、 琵 琶湖 周 辺 の 遺跡に 限 られ て い た が、九 州 で は 本例 が 最初で あ ろ う。哺乳類は シ カ 、イ ノ シ シ

が多 く、イ ヌ 、カ モ シ カ 、カ ワ ウ ソ、タ ヌ キ な ど も出土 して い る が そ の 量 は 多くなく、貝類に特化 した 貝塚
と言 え よう。
　本遺跡 の 最大 の 特徴 は、お び ただ しい 編み か ご の 出十で あ る。出十 した 編み か ご は、第 2 貝 塚 だけ で も 250
点を優 に 越 え る。2006年 末 に は 第 1 貝 塚 と併せ て 40〔〕点 を 超 え た。そ の 8 割以 上 は 、木 本類 の 材 を幅 Ic皿程

度 に薄 く割い た ヒ ゴ （ヘ ギ）を素材 とし、網代編み とも じ り編み を組み合わせ た もの で 、少数で はあるが 、六 つ

目編み も存在 し、蔓を素材 と した もの も見 ら れ る。網代編み の 技法 は、1本 1 単位 、2 本越 え、2 本潜 り 」

本送 り が多い が、底部や湾曲部で は 自由 に 送 っ た り潜 らせ た り し、装飾 の た め か補強の た め か 、別 の 素材 を
織 り込 む 例 も 見 られ 、す で に 現代 と変わ らぬ 高度な製作技術 を 持 っ て い た こ と を示 す．貯蔵穴 か ら は 樹皮 を

剥 ぎ取 っ た も の や蔓を巻い て 束ね たも の 、木本類 をヘ ギ状 に細 く割 り裂 い て 水 に晒 し た編み か ご の 素材、草

本類 の 繊維 を縄 で 束 ねた も の な ども出上 して い る。
　皿 に は 円形の も のや両端に 取 っ 手 を作 り出 し た も の が あ り、削 り痕が 顕著で ある。掘 り棒の 可能性 の あ る

先を尖らせ た 木製品や杭 も多数出土 し て い る n 田1や板材は偏 み か ご とともに 日本最 占例 で ある n

貯蔵 穴 は 少 な く と も 80 基以 上 を発掘 し、そ の うち 50 基前後 か ら編 み か ご、木器 が 出土 し て い 6 ，，
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遺構

　第
一

次 の 発掘 で 、167 基 に もの ぼ る 集 石 炉 や 、7 体分 の

埋 葬 人骨 を含 む墓域 が 発掘 され て い た が 、そ こ か ら数 メ
ー

トル 降 っ た埋没 河川 の 河 口近 くに貝塚 と貯蔵 穴が分布

して い た．＝貯蔵穴 の 多 くは 平面が円形 で 、直径 50cmか ら
1m 、深 さは 50　cn1内外 が 多く、素掘 りで ある。貝塚 の 上面

や 中層 か ら掘 り込 まれ た もの もあ る が 、大半 は 貝塚 の 縁
辺 や さらに 下位 に 分布 し 、ケイ藻分析 に よれ ば河川 の 流

れや潮 の 干満 の 影響 ドにあ っ た こ とが 明 らか で ある、現

在の有明海は、十満 の 差が 6m 以 上 と大 き く，貝塚 が 形成
され て い た 当時 も、高潮位 に は 貝塚部 が 水没す る こ とも
あ っ た と考え られ る。

図 6 貯蔵穴 SK2056

まとめ

　本 遺跡は、丘 陵上 の 住居 跡、墓域 と、河川 に向か う傾斜 面に形成 され 、縄文海進 に よっ て 埋没 した 6 つ の

湿 地 性 貝塚 と そ の 周囲 の 貯 蔵穴群 か らな る大規模 な縄文早期後葉 の 墓域 、集落 と 生業域 で ある、塞 ノ 神 B 式
と、それ に 続 く形式 で あ る轟 A 式 の 貝層 をわず か に 含む貝塚、お よび その 周辺 の 貯蔵穴群 を擁す、大規模 な

集 落跡 で ある。
　 こ の 遺跡 の 堆積状態か ら、汎 世界的な地球温 暖化 に よ っ て 海水面 が急激に 上 昇 し、大潮や高潮 の 際 に 低 地

の 平原 に海水が 侵入 し、や が て それ が 満 潮 の 際 に 普通 に 見 られ る よ うに な り、さらに 、こ の 地 で の 生活そ の

もの を 不可能に し た の で あ ろ う。人 々 が さらに 上 流に 移住 し て い っ た 後 は、現在 の 有明海に み る よ うに、干

満 の 差 の 激 しい 干潟 が
一

面 に広 が り、そ の 際 に で き た 粘 土 層 は 、普 通 の 乾燥 地 の 遺跡 で は 残 ら な い 植物 性 遺
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物 を数多 く保 存す る 役割 を果た した。
　 こ れま で 、われわれ は 「日石器時代か ら縄文草創期 へ の技術革新、そ し て 1 万年を越え る縄文時代を通 じ て

の 文化や生活 技術の 進歩 を信 じて 、そ の右肩上が りの発展を明らか に し よ うと し て きた。 しか し、東名遺跡
で 見 る よ うに、縄文人 は 縄文早期か ら現代 と変わ らな い 編み か ごの 製作技術を持 っ て い た とい うこ とは 、わ

れ わ れ の 予 想 外 の こ とで あ っ た。 こ の 海進 が ピ ーク に近 づ き つ つ あ る 時期 の 中 国 、幃 国 、日本 と い う東 ア ジ
ア 全体 で の 環境変動 を 、 水 辺 の 湿地遺跡 は 、他の い か な る 時代よ り も情報 を豊富に遺 し て い る 。

こ う した 東
ア ジア 全体 で の 海進 直前期 の 先史文化 の 比較研 究 こ そ、現在 、行 うべ きと考え る 。 なお 、第 3一第 6 貝塚 は 、
露 出 した貝層 を こ れ 以 上掘削す る 必要がな い た め 、現地保存する こ とが 可 能 とな っ た。し か し渇水期に は 貝

層 が 露出 し、増 水期 に は 水没す る と い う，有機 遺物 の 保 存 に は 最 悪 の 環 境 と な る た め、現 在 、−L木 ⊥ 学 、地 質

学 と文化財 の 専門家か らな る 東名 遺跡保 存対策検討委員会を設置 し、地 下 の 埋蔵環境 の 保全 を は か る ため、
地下 の 有機遺物に 水分を絶や さな い 土盛 り等 の 保存対策を議論し て い る と こ ろ で あ る。

図 7　縄 図 8　 櫛

図 9　鹿角製装身具 図 10 　鹿 角 表 面 の 回 転に よ る穿孔

　本文 は 、調査員、調査指導委員 ら 4 名 の 連名 で 発表 した 出版物 を もとに し、松井 の 責任 で 改変 した。
西 田巌・中野充・

甲元 眞之 ・
堕 「佐賀県佐賀市東名遺跡」『考古学研 究』53−1、考占学研 究会、pp．104−06，

2006。

一．−146一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Nagoya University

NII-Electronic Library Service

NagoyaUniversity

          The excavation  ofthe  wetland  site ofHigashimyo,

                      Saga Prefecture and  its dating

                                Matsui Akira

             (National Research Institute for Cultural Properties, Nara)

   I am  taking part in the excavation  of  Higashimyo site  that is the wetland  shellmiddens  in Saga

Prefecture, Kyushu Island since 2003. It was  7-8 meters  below the modern  ground surface  and  -O.5

meters  below the sea  level at the lowest part. It is located 28 km  from the Coast ofAriake  Sea. Saga

Municipal Government  revealed  the alluvial plain as wide  as  500,OOO square  meters  fbr digging a

reservoir  and  fbund 6 shellmiddens  along  the fbrmer river  banlc slope.  There have been fbund more

than 400 baskets or  woven  bags in the shellmidden  No. 2, where  only  30 %  has been excavated.

AMS  dating indicates that they were  7040± 130 BP,(Cal.) from charcoal  and  6976± 36bp,(Cal. BC

5891-5790) from the basket's fragment, AII six  shellmiddens  contain  the same  type of  the late

Initial Jomon  phase in Kyushu, that is Senokan-shiki (type) pottery and  only  upper  layers contain

Todoroki B-shiki. It will  be measured  that the actual  absolute  period of  a type of  Jomon  pottery

according  to the results of  the dating between the bottom layer and  the upper  layer that eontain

Senokan-shiki by AMS  dating. The surface  of  these shellmiddens  was  covered  with  fine clay that

was  fbrmed by tidal and  river sedimentation,  Owing  to the Jomen  [[ransgression and  retreatment  of

the  sea,  which  occurred  eustatic  event  at that time, this site had been buried in the alluvial  plain.

This event  makes  it easy  to compare  this Initial Jomon  site with  other  sites in other  Japan islands or

even  Eastern Asia on  the same  horizoll. That  is the reason  why  so  many  plant remains  have been

preserved in good condition.
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