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１ 。 高 精 度 編 年 研 究 計 画 の 背 景
縄 文 時 代 の 年 代 観 は 幾 多 の 改 良 を 加 え ら れ な が ら ゆ る や か に 変 わ っ て き た が ， 年 代

観 の よ り ど こ ろ と な っ て い る 具 体 的 な 年 代 測 定 値 は さ ほ ど 急 増 し て い る と は 言 い が た
い 。 縄 文 時 代 と ， そ れ を 土 器 形 式 の 系 統 的 な 分 類 に よ っ て 区 分 し た 草 創 期 ， 早 期 ， 前

期 ， 中 期 ， 後 期 ， 晩 期 と い う 細 か な 時 期 区 分 の 編 年 は ， 主 に 貝 塚 の 動 物 遺 体 や 木 炭 を
測 定 試 料 と し ， β 線 法 に よ っ て 測 定 さ れ た 放 射 性 炭 素 年 代 値 が よ り ど こ ろ に な っ て い
る が ， 土 器 形 式 の 時 系 列 に 沿 っ た 連 続 的 変 化 に 対 応 し て 与 え ら れ た 年 代 値 群 は 稀 で あ
る し ， 早 期 か ら 前 期 へ ， 前 期 か ら 中 期 へ ， あ る い は 中 期 か ら 後 期 へ と い っ た よ う な 時
期 区 分 点 が 明 確 に と ら え ら れ た 年 代 値 群 な ど ほ と ん ど な い と い っ て も 差 し 支 え な い 。
す な わ ち ， そ れ ぞ れ 個 別 の 遺 跡 ， 個 別 の 土 器 形 式 に 対 し て 与 え ら れ た 年 代 値 を 集 約 し
た 上 で ， そ れ ら を 統 計 的 に 見 た と き に 得 ら れ る モ ー ド か ら 判 断 し て 土 器 に よ る 時 期 区
分 の 編 年 が な さ れ て い る と 見 る こ と が で き る 。 こ の よ う な 経 緯 は ， 土 器 形 式 の 時 系 列
に 沿 っ た 変 遷 が よ く と ら え ら れ る 遺 跡 で も 放 射 性 炭 素 年 代 測 定 に か な う 試 料 に 恵 ま れ
な い 場 合 や ， そ れ と は 逆 に ， 貝 塚 の よ う に 測 定 に か な う 試 料 は 豊 富 で あ る の に そ れ に
対 応 す る 詳 細 な 土 器 形 式 の 変 化 が 詳 細 に と ら え に く い 場 合 が 多 い と い う 体 験 か ら 容 易
に 理 解 さ れ る こ と で あ る 。
こ の よ う な 中 で ， 近 年 ， 縄 文 時 代 を 主 体 と す る 規 模 の 大 き い 遺 跡 発 掘 調 査 が 各 地 で

行 わ れ る よ う に な り ， 土 器 形 式 の 時 系 列 に 沿 っ た 連 続 的 変 化 か と ら え う る 遺 跡 が し ば
し ば 見 出 さ れ ， こ れ ま で β 線 法 で は 試 料 が 少 な す ぎ て 測 定 が か な わ な か っ た 炭 片 な ど
固 形 炭 素 を 連 続 的 に 得 る こ と が で き る 場 合 が 多 く な っ て き た 。 ま た ， た と え 測 定 試 料
は 微 量 で あ っ て も ， 単 な い し ２ ・ ３ 形 式 に 限 定 で き る 土 器 に 付 着 す る 固 形 炭 素 を 得 る
こ と は さ ほ ど 難 し く は な く な っ て き て お り ， 大 勢 で は な い に し て も ， そ う し た 微 量 な
も の に も 考 古 学 的 興 味 が 注 が れ る よ う に な っ て き た 。 幸 運 に も ， こ う し た 状 況 と ， 第
２ 世 代 の タ ン デ ト ロ ン を 導 入 し 放 射 性 炭 素 年 代 の 高 精 度 化 お よ び 正 確 度 向 上 を 図 ろ う
と す る 計 画 は ， 縄 文 時 代 の 高 精 度 編 年 を 達 成 す る た め に は 結 合 性 が 高 く ， そ う し た 結
合 が 縄 文 時 代 の 文 化 ・ 社 会 あ る い は 環 境 と の か か わ り を 解 明 す る 上 で 実 り 多 い 画 期 を
形 成 す る こ と は 容 易 に 予 測 さ れ る 。
筆 者 が 所 属 す る 国 立 歴 史 民 俗 博 物 館 で は ， こ の よ う な 趨 勢 に 対 応 す べ く ， 縄 文 時 代

高 精 度 編 年 研 究 を 画 策 し ， そ の 準 備 を 進 め て い る と こ ろ で あ る 。 こ こ で は ， な ぜ そ の
よ う な 研 究 を 画 策 す る に い た っ た か ， そ し て ど の よ う な 視 点 に 立 っ て 押 し 進 め よ う と
して い る か を 簡 単 に 紹 介 して お き た い 。
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２ 。 い ま ， な ぜ 縄 文 時 代 か
近 年 の 規 模 の 大 き い 縄 文 時 代 の 遺 跡 発 掘 調 査 ， た と え ば 青 森 県 の 三 内 丸 山 遺 跡 な ど

で は ， 集 落 が 大 き い こ と ， 住 居 だ け で な く 居 住 に か か わ る さ ま ざ ま な 施 設 ・ 装 置 が 認
め ら れ る こ と ， 原 始 生 活 の 例 え に も さ れ る 狩 猟 ・ 採 集 と い っ た 単 純 な 生 業 活 動 を 営 ん
で い た わ け で は な く ， 環 境 と 密 接 な か か わ り を も ち な が ら 重 構 造 的 な 資 源 利 用 体 系 を
も っ て い た ら し い こ と な ど ， か つ て 少 数 の 研 究 者 に よ っ て 唱 え ら れ て い た 縄 文 時 代 像
が 急 速 に は っ き り し て き た 。 こ の よ う な 勢 い か ら ， 農 耕 や や 文 明 論 に ま で 議 論 が 発 展
し て い る こ と は い い と し て も ， 重 要 な キ ー ワ ー ド と な っ て い る 環 境 と の か か わ り ， あ
る い は 生 態 系 の 中 で の 位 置 づ け と い っ た 問 題 に つ い て は ， そ れ 自 身 が 目 立 ち に く い だ
け に 議 論 の 対 象 に さ れ る こ と が 少 な い 。 こ の よ う な 問 題 に と り 組 む た め に は ， 異 な る
地 形 空 間 を 連 続 一 体 の も の と し て と ら え ， 空 間 構 造 を 復 元 す る と い う ， い わ ば 時 間 空
間 的 広 が り を 復 元 す る た め の 層 序 ・ 編 年 が 不 可 欠 で あ る こ と は 言 う ま で も な い 。 つ ま
り ， 遺 跡 の 中 だ け の 問 題 で は な く ， 遺 跡 と 遺 跡 を と り ま い て い る 広 大 な 空 間 が 問 題 と
なる。
縄 文 文 化 が 何 を 形 成 要 因 と し た か ， ど の よ う に 黎 明 期 を 迎 え ， 展 開 し て い っ た の か

な ど ， 文 化 を 動 的 に と ら え よ う と す る に は ， す で に 述 べ た よ う な 縄 文 文 化 の 多 様 な 内
容 を 考 慮 に 入 れ れ ば ， ひ と り 縄 文 土 器 の 編 年 に 明 け 暮 れ る だ け で は そ の 目 的 を 果 た せ
な い の は 明 ら かで あ る 。
い ま ， な ぜ 縄 文 時 代 な の か ， そ れ は ， 実 は 知 ら な か っ た こ と が あ ま り に も 多 く ， 人

間 社 会 や 活 動 の 内 容 を と ら え な お さ な け れ ば な ら な い 元 年 を よ う や く 迎 え た と こ ろ に
あ る 。 そ の 主 軸 的 な 役 割 を 果 た そ う と し て い る の が ， 時 間 空 間 を 連 続 的 に っ な ぎ あ わ
せ る タ ン デ ト ロ ン 高 精 度 編 年 で あ る と 言 え る 。

３ 。 文 化 史 編 年 と 環 境 史 編 年
縄 文 時 代 を 通 し て の 環 境 史 を 巨 視 的 に 見 て み る と ， 少 な く と も 日 本 列 島 の ほ と ん ど

の 平 野 部 に つ い て 言 え ば ， 急 速 な 海 進 の 時 代 と そ の 後 の 海 退 の 時 代 に 大 き く ２ 分 す る
こ と が で き る 。 も ち ろ ん ， 隆 起 が 著 し い と こ ろ と そ う で な い と こ ろ と で は 相 対 的 な 違
い は あ る 。 こ の よ う な 環 境 史 に 対 し て ， 縄 文 文 化 は ど の よ う に 対 応 し ， 位 置 づ け る こ
と が で き る の か 。 こ の 問 題 も ， 結 局 の と こ ろ ， 詳 細 な 層 序 ・ 編 年 に 立 ち 戻 ら ざ る を 得
ない。
地 形 ・ 地 質 に あ ら わ れ る 現 象 や 古 環 境 解 析 に よ っ て 描 き 出 さ れ た 環 境 史 に も と づ い

て 区 分 さ れ た 更 新 世 か ら 完 新 世 ， お よ び 最 終 氷 期 か ら 後 氷 期 へ の 移 行 に 対 し て ， 旧 石
器 時 代 か ら 縄 文 時 代 へ の 移 行 は ど の よ う に 位 置 づ け ら れ る の か 。 山 岳 地 帯 で の 泥 炭 層
か ら 描 き 出 さ れ た 花 粉 化 石 群 の 急 激 な 変 動 と そ れ に 付 さ れ た 放 射 性 炭 素 年 代 ， あ る い
は 平 野 下 に 認 め ら れ る 完 新 世 基 底 曝 層 と 関 連 す る 泥 炭 層 の 放 射 性 炭 素 年 代 ， そ れ ら に
対 し て ， 陸 上 域 の と く に 風 成 層 で 確 認 さ れ る 旧 石 器 包 含 層 か ら 縄 文 土 器 包 含 層 へ の 移
行 。 こ れ ら を ど の よ う に 体 系 づ け る こ と が で き る の か 。 日 本 列 島 の よ う に 火 山 活 動 が
活 発 で テ フ ラ が 多 い 地 域 で は ， テ フ ラ と 放 射 性 炭 素 年 代 測 定 が 密 接 な 関 係 を も つ こ と
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に よ っ て 異 相 空 間 を っ な ぎ あ わ せ る こ と が あ る 程 度 可 能 で あ る 。 そ の 意 味 で は ， 縄 文
時 代 に も 活 発 な 活 動 を し た 火 山 体 を も ち ， 縄 文 土 器 編 年 が 古 く か ら な さ れ て き た 関 東
地 方 ， 中 部 地 方 ， 東 北 地 方 ， 北 海 道 の 主 だ っ た 火 山 体 の 活 動 史 あ る い は テ フ ラ 層 序 ・
編 年 を 確 立 す る こ と は ， 文 化 史 編 年 と 環 境 史 編 年 を 対 応 さ せ る 早 道 で あ る 。
縄 文 土 器 ， テ フ ラ ， 放 射 性 炭 素 年 代 と の 関 係 が 最 近 は っ き り し て き た 事 例 を ひ と っ

見 て お こ う 。 東 北 地 方 北 部 に お け る 縄 文 前 期 の 円 筒 下 層 式 土 器 と 十 和 田 火 山 を 給 源 と
す る Ｔ ｏ - Ｃ ｕ テ フ ラ， お よ び 放 射 性 炭 素 年 代 と の 関 係 で あ る 。 三 内 丸 山 遺 跡 で は こ れ ら
の関係；４心まぼ明瞭にとらえられており，円筒下層式土器はＴｏ-Ｃｕの上位であること，
Ａ Ｍ Ｓ 年 代 が 土 器 包 含 層 と テ フ ラ と も に ほ ぼ ５ ０ ０ ０ 年 前 で あ る こ と が 分 か って き た 。 こ
れ ま で の 縄 文 前 期 の 年 代 観 が 多 少 と も 新 し く な る 。 た だ ， こ の こ と か ら 直 ち に 三 内 丸
山 遺 跡 は 縄 文 海 進 の ピー ク 後 の 海 退 期 に 栄 え た と 言 い 切 る 議 論 が 根 拠 も な く あ と を 絶
だ な い 。 前 の 項 で も 述 べ た よ う に ， 陸 と 海 の 状 況 が ど う で あ る の か ， つ ま り 異 相 空 間
を っ な ぎ あ わ せ ， 生 態 系 の 中 で そ れ ぞ れ を 位 置 づ け る と い う ， も っ と も ネ ッ ク に な る
作 業 を し な い と ， 結 局 は 縄 文 文 化 の 内 容 ， 縄 文 時 代 の 歴 史 性 を 解 明 す る こ と に は な ら
ない。

４。縄文時代高精度編年に向けて
以上述べてきたように，縄文時代高精度編年とは縄文土器高精度編年のみを目指し

ているのではなく，縄文土器を残した人間社会の様相をさまざまな環境要素によって
かたちづくられた生態系の中に高精度でより正確に位置づけようとしている。幸いに
も，三内丸山遺跡では，中央の盛土場においても台地斜面においても，あるいは谷底
においても。縄文前期から中期にわたって連続性のある遺物包含層が認められ，おび
ただしい炭片群がほとんど連続的に見出される。平野部でもボーリング調査計画も進
められつつある。さらに興味深いことは，人間活動が大々的にはかかわらなかったと
見られるハ甲田山には少なくとも過去１２，０００年間の連続的な泥炭層の堆積が認めら
れ，これまでの縄文時代研究とは違った巨大空間を対象にした生態系動態を復元でき
る可能性が高い。このような遺跡にしぼりこんだ縄文時代高精度編年研究を積み上げ
ることが，当面の研究計画に盛り込まれるはずである。
国立歴史民俗博物館では，高精度編年を押し進めていく上でもっともネックとされ

る年代測定試料調整を画策しているが，それには，試料調整設備や技術的問題の克服
があることは言うまでもなく，名古屋大学を中核とする支援システムの構築を図らな
ければならないだろう。
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