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遺跡と調査の概要

居徳遺跡群は太平洋に面した高知平野の西端部,土佐市高岡町に所在する低湿地遺跡である｡

一級河川仁淀川の西岸に位置し,山裾部に近い沖積平野に立地する｡現地表は標高8-9mであ

り,現在の仁淀川河口からは,およそ 8km遡上した位置にある｡高速道路建設に伴う緊急発掘調

査として,1997･1998年の2か年にわたり,25,673m2の範囲について調査を実施した｡縄文時

代から中世にわたる複合遺跡で,各時代の遺構検出面や遣物包含層が重層的に堆積している｡

本遺跡における人々の生活痕跡や遺物の出土は,遺跡の北～西方の山塊から派生した侵食残丘

周辺に顕著である｡本次の調査範囲内においては,既に削平された4つの侵食残丘基底部を確認

している｡残丘基底部から低地域へと下る斜面部分には,非常に高密度の遺物包含層が形成され

ており,このことは,本来丘陵上には各時代の集落が形成されていたことを推察させる｡また,

遺跡の大半を占める斜面部分や低地域は,厚さ2m以上のシル ト層や粘性土層によって覆われ,

その内部には潤沢な地下水を保持したままの旧表土層などが密封されていた｡これら低湿地環境

の恩恵により,漆製品,木製品,動植物遺存体などの有機質遺物が良好かつ豊富に出土したこと

は,本遺跡の大きな特徴といえる｡

本遺跡の調査成果は縄文時代から中世にわたるものであるが,中でも縄文時代晩期～弥生時代

前期にかけての時期の資料は,質 ･量ともに高知県ではかつてない画期的な規模のものであり,

きわめて興味深い成果が得られている｡

縄文時代晩期中葉～後葉初頭の様相

4C区 ･旧河道跡からの出土資料がこの時期に該当する｡弥生時代化への胎動期の様相を示し

ており,中国製の可能性が指摘されている木胎漆器や,農耕の存在にかかわる木製鍬の出土が,

それを物語る｡木胎漆器は文様の特徴等か ら,東北地方の亀ケ岡文化との関連も推察されてお

り,東日本地域との交流を示す可能性がある｡ 弥生文化を構成する大陸系の文化要素の到達と,

広範囲な交流圏の存在が,この時期の特徴である｡

縄文時代晩期後半の様相

4D区 ･廃棄物堆積層からの出土資料がこの時期に該当する｡動物骨に関する環境考古学的分

析により,イノシシの解体手法,イヌを食用とする食習慣,骨角器などの弥生文化的様相の存在

が明らかになっている｡動物骨に混じって出土した15点の人骨には,矢の貫通痕や,鋭利な道具

による創傷痕,刺突痕などの人為的損傷が多く認められ,大腿骨 9点という部位の偏 りもきわめ

て異例である｡集団的な戦闘行為との因果関係と併せて,損傷に金属器が使用された可能性も注

目されている資料である｡一方,土偶の出土により東日本地域との交流も保持されていたことが

分っている｡ 弥生文化的な諸様相の着実な浸透と,東日本地域との交流が併存していたのが,こ

の時期の特徴といえる｡
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縄文時代晩期末～弥生時代前期前半の様相

1C区 ･遺物包含層からの出土資料ほかがこの時期に該当する｡継起的に進行した弥生文化的

要素の浸透 ･蓄積の結果,弥生土器の出現によって弥生時代化が完成された段階である｡縄文時

代晩期の突帯文土器と弥生時代前期の弥生土器とは共存状態にあり,その移行期における土器様

相変遷の具体相が表われている｡この様相は高知県西南部の中村市 ･入田遺跡に共通するが,高

知県中央部では初例である｡従来,高知県中央部の様相を代表してきた高知平野東部の南国市 ･

田村遺跡群では,前期初頭の弥生土器に縄文晩期の突帯文土器は全く伴っていないことから,高

知平野の西部と東部では,それぞれ異なる状況下で,弥生時代化が果たされていたことが分っ

た｡その一方,東北地方からの大洞式土器の搬入や,西日本地域にはきわめて珍しい石冠の出土

は,東日本地域の縄文土器文化との交流の継続を示している｡東日本地域との交流関係を維持し

たまま,弥生時代化が完遂されたことがこの時期の特徴である｡

南四国における縄文から弥生

居徳遺跡群における弥生時代化の動きは,現在判明している限りでは,縄文時代晩期中葉に始

まっている｡弥生文化を構成する個別の大陸系文化要素は継続的に到来し,着実に根を下ろす一

方で,東日本地域との交流関係は維持され,その後,弥生時代前期前半まで途絶えない｡このこ

とが,この遺跡における縄文 ･弥生移行期の最大の特徴である｡同時期の高知平野において,対

極的な存在感を示す居徳遺跡群と田村遺跡群とを生み出した背景には,そうした東日本地域との

関係性の問題が大きく関わっている可能性がある｡今後,両遺跡に関するさまざまな対比的検討

が,南四国における弥生文化成立期の様相解明には欠かせないであろう｡

居徳遺跡群出土資料の年代測定

縄文時代晩期中葉～後葉初頭の4C区 ･旧河道跡出土の木製鍬 1点については,14C年代測定

法によって,790±15-25年calBCの年代が得られている｡

縄文時代晩期後半の4D区 ･廃棄物堆積層出土の人骨 1点については,ゼラチンコラーゲンが

採取でき,AMS年代測定法によりCalBP 3210-3080年の年代が得られた｡コラーゲンの残り具

合がよくないことから,注意して取り扱うべきデータだとされるが,興味深い成果である｡
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1 居徳 6 柳田 ll 八反坪 16 異同中山

～ 北高田 7 田村 12 松ノ木 17 ツグロ橋下

3 倉岡 8 林田シ夕ノヂ 13 姫野々上町

4 八田神母谷 9 美良布 14 中村貝塚

図 ･表 1 南四国 ･縄文時代晩期～弥生時代前期の代表的な遺跡

/YF',

図2 居徳遺跡群調査区配置図
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RadiocarbondatingoftheartifactsexcavatedfromtheltokuSites

Awoodenhoewasexcavatedfromtheburiedstreamof4Cgrid. Itwasbelongto
betweenthemiddleandthebeginningoflatteroftheFinalJomonandwasdated790±

15-25calBCbyradiocarbondating.
Furthermore,ahumanbonewasexcavatedfromtheabandonmentdepositofthe

latteroftheFinalJomonin4Dgrid,andwewerepossibletosamplethegelatincollagen

fromitforAMSdating. Itwasdated3210-3080catBP. Thisarchaeologicaldatum
wasaninterestingresult. However,allowingfortheimperfectremainderofcollagen,

thereisnecessityforcarefultreatingthedatum.
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