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１．はじめに

　 本稿では，2017年９月20日～11月30日（11月
６日迄の予定を延長開催）に，いしかり砂丘の風
資料館で開催された，テーマ展「土器文様の不思
議-石狩市内の遺跡から-」の内容をもとに展示し
た土器について紹介する．

２．目的

　 本テーマ展の目的は，石狩市内の遺跡で出土し

た縄文文化・続縄文文化・擦文文化の土器につい
て，各期の特徴や変遷を紹介することにある（い
しかり砂丘の風資料館，2017）．現在，いしかり
砂丘の風資料館の常設展に展示されている土器
は，石狩紅葉山49号遺跡（以下，49号遺跡）から
出土した縄文土器のみである．今回は，これまで
に市内の遺跡で出土した数多くの土器のうち，49
号遺跡以外の４遺跡（図１）から出土した21点
（付表１，付図１）を展示し，各期の土器文様を
中心に紹介した．以下に，展示した土器にもとづ
いて内容を紹介する．
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図１．遺跡の位置図（いしかり砂丘の風資料
　　　館常設展示図より位置を加筆改変）．
　１．上花畔１遺跡（石狩市緑苑台東）
　２．石狩紅葉山49号遺跡（石狩市花川）
　３．志美４遺跡（石狩市新港東）
　４．紅葉山33号遺跡（石狩市花川南）
　５．若生Ｃ遺跡（石狩市若生）
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図１ 遺跡の位置図（いしかり砂丘の 資料館常設展 図より位置を加筆改変）
１ 上花畔１遺跡（ 狩市緑苑台東）
２ 狩紅葉 49号遺跡（ 狩市花川）
３ 志美４遺跡（ 狩市新港東）
４ 紅葉 33号遺跡（ 狩市花川南）
５ 若 C遺跡（ 狩市若 ）



３．展示した各期の土器

（１）縄文文化前半期
　 石狩市内の花川・花畔地区の平野部に人々の活
動が認められるようになるのは，今から5500年前
～5000年前頃と考えられる．縄文海進のピークを
迎えた約6000年前の後，海岸線の後退とともに現
在の平野部の陸地化が進む（注1）．
　現在の海岸から５～６km内陸に位置する紅葉山
砂丘は，手稲山麓から花川地区を経て石狩丘稜へ
と南西-北東方向に延びる地形で，紅葉山砂丘上と
内陸側低地に複数の遺跡が確認されきた．その一
つである紅葉山砂丘の内陸側に位置する上花畔１
遺跡（図1-1）（石狩市花川東）では，縄文文化前
期後半から中期の土器が出土した（石狩町教育委
員会，1992）．
　付図1-1は，上花畔１遺跡出土の深鉢（縄文文化
中期）である（写真１）．底部を欠損しているが
全体の約1/２ほどが残存し，現存高は27cmで全体
的な器形が復元されている．外面の口唇部直下に
幅約２cmの肥厚帯をもち，文様は外面全体に結束
羽状縄文が施されている．文様の他には複数の補
修孔が穿たれている．特筆すべき点は，補修孔の
一部に紐状のものが残されていることであり，稀
少である．
　 なお，縄文文化前半期を代表する市内の遺跡の
一つに，いしかり砂丘の風資料館の常設展に紹介
している石狩紅葉山49号遺跡がある（図1-2）（石
狩市教育委員会，2005）．紅葉山砂丘の内陸側斜
面では，縄文文化中期の竪穴住居趾２基が発見さ
れた．また，低湿地部で確認された河川跡では，
縄文文化中期の河川漁の仕掛けをはじめ稀少な木
製品が数多く出土した（石狩市教育委員会，
2003；いしかり砂丘の風資料館，2005；石橋，
2007；荒山・石橋，2013；荒山，2015；2016）．

（２）縄文文化後半期
　 石狩市内で縄文文化後半期を代表する遺跡に，
志美遺跡群（石狩市新港東）があり（志美１･志美

２･志美３･志美４遺跡），縄文文化晩期の竪穴住
居址や土壙墓が出土した（石狩町教育委員会，
1977；1979）．これらの遺跡は現海岸線から約２
km内陸にあり，花畔砂堤列（注2）上に位置する．
展示したのは，志美４遺跡（図1-3）から出土し
た，壺・高坏・注口土器の３点で，いずれも異な
る土壙墓から出土した．（付図1-2～4, 写真2-1～
3）．
　 付図1-2は完形の壺である．報告書の所見に，
「この土器は使用によると思われる磨耗や汚れが
見られず，副葬用に新たに作られたと思われる」
とある（石狩町教育委員会，1979）．この遺跡か
ら出土した土器の器種をみると，壺は鉢・台付鉢
とともに多くみられる．付図1-3は高坏で，全体に
赤色顔料がみられる．この遺跡で出土した高坏の
復元資料は２個体で，この他に破片で２個体分が
確認されている．付図1-4は注口土器で，この遺跡
では本例と破片１点のみで確認されている器種で
ある．これら３点の土器は大洞式系土器で，文様
はいずれも繊細な縄文を地文に，雲形文ないしは
雲形文をくずしたような文様が器の上半部に施さ
れている（注3）．

（３）続縄文文化前半期
　紅葉山33号遺跡（図1-4）（石狩市花川南）は紅
葉山砂丘上に位置する．続縄文文化前半期の土壙
墓が30基以上発見され，副葬品として土器・石
器・玉類等が出土した（石狩町教育委員会，
1984；石橋，2012）．展示したのは，土壙墓から
出土した，甕２点，壺形土器１点，小型の鉢形土
器２点，小型の異形土器１点である（付図1-５～
10, 写真３）．いずれも異なる土壙墓から出土し
た．写真３は，このうち甕２点，壺形土器１点を
示したものである．これら土器のうち，甕２点
（付図１-5・6）には，上半部に縄文を地文として
数条一組の沈線が並行に横走し，下半部に縞縄文
が施されており，恵山文化期に特徴的なものと考
えられる（注4）．
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※掲載している写真の土器は縮尺不同（撮影：筆者）
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左の土器の底部を上にして撮影．



（４）続縄文文化後半期
　石狩川河口右岸に位置する若生Ｃ遺跡（図1-5）
（石狩市若生）では，続縄文文化後半期のうち，
後北式土器が出土する墓地と，後続する北大式土
器が出土する墓地が確認されている（注5）（石狩町
教育委員会，1975；1976；1977）．
合葬墓（第20号墓）から出土した土器９点は，
1982年に石狩市の市指定文化財（第３号）に指定
されている．これらは後北式土器の一群で，今回
展示したのは，浅鉢形土器７点，注口土器１点で
ある（付図1-11～18, 写真４）．写真４は，浅鉢
形土器のうちの１点，注口土器１点を示したもの
である．浅鉢形土器（付図1-11）には列点文や帯
状縄文が施され，さらに赤色の彩色により文様が
施されている．注口土器（付図1-16）には，微隆
起線文・列点文・帯状縄文が施され，口縁部には
口唇部の波状の形状に合わせた弧状の文様帯，胴
部には半円形を呈する文様帯がみられ，その下部
には帯状縄文が横走する．さらに，外面には赤色
顔料が付着する．土器の底面にも帯状縄文による
文様が認められる．
　 続縄文文化末葉に属する土器で展示したのは北
大式土器１点である（付図1-19, 写真5-1）．口縁
部には円形刺突文が一周し，その下には２条１組
の沈線文によるＶ字状の文様がつけられ，さらに
上半部には縄文・爪形文・２条１組の横走沈線
文・２条１組の沈線文により施された菱形に円形
刺突文を組合わせた文様が施される．文様以外の
特徴としては，底部の中央が焼成後に意図的に打
ち抜かれている点が挙げられる（写真5-2）．この
ような特徴は，若生Ｃ遺跡から出土した他の北大
式期の土器の底部にも多く確認されている（石狩
町教育委員会，1975）．

（５）擦文文化
　 紅葉山砂丘もしくは花畔砂堤列に位置し，発掘
調査によって擦文文化の遺構・遺物が確認されて
いる遺跡には，石狩紅葉山49号遺跡（石狩市教育
委員会，2005），紅葉山25遺跡（石狩町教育委員
会，1975a）若生Ｃ遺跡（石狩町教育委員会，

1975b）がある．石狩紅葉山49号遺跡では砂丘上
から擦文文化の竪穴住居址２基，擦文文化初頭の
土器が出土した．紅葉山25遺跡でも，竪穴住居址
４基，擦文文化初頭の土器が出土した．今回は展
示スペースの関係から，若生Ｃ遺跡の擦文土器を
展示した．若生Ｃ遺跡は，続縄文文化後半期に加
え，擦文文化の竪穴住居址６基が発見されてい
る．若生Ｃ遺跡は発掘調査が行われた当時
（1974～1976年）には，八幡町遺跡ワッカオイ地
点Ａ・Ｃ・Ｄ地区と呼ばれていた．先に紹介した
後北式土器９点が出土した墓が確認されたのはＤ
地区，北大式期の墓や擦文文化の竪穴住居址が発
見されたのはＣ地区である．また，この遺跡の試
掘調査でも擦文土器（小型の甕，坏）が出土し
た．展示したのは，試掘調査で出土した小型の甕
１点，住居址から出土した甕１点である（付図
1-20・21，写真６）．どちらも口縁部には綾杉
文，上半部には擦文土器に特徴的な刻線文が施さ
れている．器形を比較すると，小型の甕は口縁部
が外に開き，もう一方は上方に立ち上がる．文様
の特徴と器形の特徴から，擦文文化中期から後期
に属するものと考えられる（注6）．

４．おわりに

　 テーマ展「土器文様の不思議」では，石狩市内
で出土した各期の土器の特徴的な文様を中心に紹
介し，縄文文化から擦文文化までを取り上げた．
今後も，地域の歴史について，これまでの遺跡の
調査成果と新たな検討を重ねながら，展示や講座
をとおして紹介していきたい．

附記：テーマ展の様子は写真７のおとりである．また，
テーマ展の関連企画として，体験講座「縄文土器の文様
を作ろう」を開催した（開催日：2017年10月28日
（土），場所：いしかり砂丘の風資料館）．縄文土器の
文様を観察し，「①結束羽状縄文」と「②半截竹管文」
を粘土に再現した文様の模型を作成した（注7）（写真
８・９）．①では，紐を撚って原体を作るところから挑
戦し，撚りの方向が反対の２本を組み合わせて粘土に施
文することで羽状縄文が現れることを体験した．②で
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は，同じ工具でも，押し当てる角度の変化，突く・押
す・引くなどの違いによって様々な文様が現れることを
実際に粘土に再現した．

注１ 松下勝秀は花畔低地の形成過程について，「海浜線の前
進速度は≒1km/1,000y」（松下，1979）を示している．こ
の算出方法にもとづくと，約4000年前（縄文文化中期後半
頃）の紅葉山砂丘と海岸との距離は砂丘から約２km(石狩
市教育委員会，2005)の推定値となる.これまでに紅葉山砂丘
周辺で発掘調査された遺跡では，上花畔１遺跡に縄文文化
前期後半の土器が出土し，紅葉山52号遺跡では木製の魚捕
獲用施設の部品が縄文文化前期末頃と推定され（石狩町教
育委員会，1992；石狩市教育委員会，2009），縄文文化前
期後半頃からこの辺りで人々が活動していたものと考えら
れる．

注２ 花畔砂堤列は，石狩湾の海岸線に平行な波状地形で，志
美遺跡群はその砂堤列上に位置する（石狩町教育委員会，
1977）．なお，当該地域の陸化および遺跡に関しては，上
記文献の他に，上杉・遠藤（1973），上野（1978）を参
照した．

注３ 関連して，宇田川，1988；大川・鈴木・工楽編，1996；

熊谷，2001；小林・小川，1989；藤沼，1994を参照した．
注４ 関連して，木村，1975；高橋，2003を参照した．
注５ 関連して，大沼編，2004；加藤・沢編，1982；榊田，
2016；鈴木，1999を参照した．

注６ 関連して，宇田川，1988；大沼編，2004；榊田，2016；
塚本，2002；中田ほか，1999を参照した．

注７ 関連して，山内，1979；戸田，1994；西川，1994；田
中・佐原，2002を参照した．
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11 13

付図１．展示した土器（実測図）．
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