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文序

昭和62年 12月 に開通しました四国横断自動車道 (善通寺～豊浜間)の建設に伴い,香川県教育

委員会では昭和57年度から昭和62年度までに路線内の23遺跡について発掘調査を実施いたしまし

た。

発掘調査の成果につきましては,整理作業の終了した遺跡から順次報告書として刊行し,昭和

63年度末までに 6冊の調査報告書を刊行しております。

今回第 7冊 として報告いたしますのは,観音寺市古川町 0本大町 O中 田井町に所在する一の谷

遺跡群についてであります。調査によって,弥生時代前期と終末期の集落跡が明らかになりまし

た。このうち弥生時代前期の竪穴住居跡は香川県におきまして初めて検出された遺構であります。

また,同終末期の集落跡は29基の竪穴住居跡により構成されており,西讃地域最大の集落跡であ

るばかりではなく,県下におきましても有数の遺跡と考えられます。

本書が香川県の古代史研究の資料として広 く活用され,さ らに埋蔵文化財に対する理解と関心

が深められる一助となれば幸いであります。

最後になりましたが,発掘調査から遺物の整理・報告に至るまでの間, 日本道路公団および関

係諸機関ならびに地元関係各位に多大な御援助と御協力をいただきました。ここに深く感謝の意

を表するとともに今後とも御支援賜 りますようお願い申し上げます。

平成 2年 2月

香川県教育委員会

教育長 松 繁 壽 義



例 口

1 本書は四国横断自動車道 (善通寺～豊浜間)建設に伴 う埋蔵文化財発掘調査報告書第七冊で

あり,観音寺市古川町 0本大町・中田井町に所在する一の谷遺跡群の報告を収録した。

2 発掘調査は日本道路公団高松建設局から香川県教育委員会が委託を受け実施した。また本報

告書作成業務は同局の委託を受け,香川県教育委員会の指導のもとに財団法人香川県埋蔵文化

財調査センターが実施した。

3 予備調査期間は昭和60年 2月 から3月 であり,本調査は昭和60年 5月 15日 から61年 12月 25日

の間で実施した。

4 調査は,予備調査を真鍋昌宏 (財団法人香川県埋蔵文化財調査センター文化財専門員)と 片

桐孝浩 (同技師)が,本調査を岸上康久 (善通寺第一高等学校教諭),西 岡達哉 (財団法人香川

県埋蔵文化財調査センター主任技師),片桐,岡 田静明 (琴平高等学校教諭),北 山健一郎 (財

団法人香川県埋蔵文化財調査センター技師),磯崎 寛 (観音寺市立中部中学校教諭),田渕裕

司 (退職),松浦 隆 (善通寺養護学校講師),清水周作 (退職),馬渕元行 (退職)が担当した

(役職名は平成元年 8月 末現在)。

5 調査に当っては下記の協力を得た。記して謝意を表したい。日本道路公団高松建設局,同善

通寺工事事務所,香川県土木部横断道対策室,善通寺市横断道対策室,地元自治会,地元対策

協議会

6 報告書の作成業務は調査終了後から昭和62年度までは香川県教育委員会が実施し,昭和63年

度は財団法人香川県埋蔵文化財調査センターが実施した。

本書の執筆は下記の通 り分担し,編集を西岡が担当した。

第 2章第 2節 1-(3)02-(2),第 6節 6……………………………………………………片桐孝浩

第 2章第 5節……………………………………………………………………………………岡田静明

第 2章第 8節……………………………………………………………渡辺 誠 (名 古屋大学教授)

第 2章第 9節,第 10節………………・………………………………三辻利一 (奈良教育大学教授)

その他の部分……………………………………………………………………………………西岡達哉

7 本書遺構図中の方位は国土座標系第Ⅳ系の北を示しており,標高はTo P。 で表示している。

また遺構名称については下記の略称を併用している。

SB:竪穴住居跡・掘立柱建物跡  SK:土  坑

ST:壷棺墓・土坑墓  SD:溝 状遺構               ´

SX:不明遺構・河道跡 0自 然流路

8 本調査では人骨の鑑定を前香川医科大学恒成茂行教授(現熊本大学)と 香川医科大学井尻 巌



教授に,ま た金属製品の材質分析を奈良教育大学三辻利一教授,動物遺体の同定を名古屋大学

渡辺 誠教授に依頼し,玉稿をいただいた。



本文編 目

第 1章 はじめに…………………………………・…………………………………………………… 1

第 1節 調査に至る経緯……………………………………………………………………………  1

第 2節 遺跡の立地と環境…………………………………………………………………………。 6

1 遺跡の立地…………。……………………………………………………。…………………・ 6

2 周辺の遺跡…………………………………………………………………………………… 7

第 3節 調査の方法………………………………………………………………………………… 10

第 4節 土層序について…………・・」……………………………………………………………… 14

第 2章 平塚 0香門地区の調査……………………………………………………………………… 15

第 1節 調査の経過と概要…………・……………………………………………………………… 15

第 2節 弥生時代前期の遺構と遺物……………………………………………………………… 20

1 竪穴住居跡…………………………………………………………………………………… 20

2 土 坑……・…………………………………………………………………………………。。 27

0-の谷遺跡群出土木材及び炭化木材分析委託業務報告

(パ リノ・サーヴェイ株式会社)・……………… 97

3 溝状遺構……………………………。………………………………………………………… 148

4 不明遺構…………………………………。…………………………………………………… 153

第 3節 弥生時代後期の遺構と遺物………………・……………………………………………… 173

第 4節 弥生時代終末期から古墳時代初期の遺構と遺物……………………………………… 179

1 竪穴住居跡…………………………………………………………………………………… 179

2 掘立柱建物跡………………………。………………………………………・………………。260

3 壷棺墓…………………………………………。……………………………………………… 261

4 土 坑……………………………………………………・……………………………。……。265

5 溝状遺構……………………………Ⅲ………………………………………………………… 274

6 不明遺構……………………………………………………………………………………… 284

第 5節 江戸時代の遺構と遺物…………………………………………………………………… 310

1 調査の経緯と成果…………………………………………………………………………… 310

2 近世遺構の歴史地理環境……………………………………・……………………………… 311

3 調査の記録………………………………………………。…………………………………-313

4 考 察………………………………………………………………………………………… 372

次



第 6節 その他の遺構と遺物……………………………………………………………………… 419

1 掘立柱建物跡……………………………………………。…………………………………¨419

2 土 坑…………………………………………………………………………。……………・・430

3 滞状遺構………・……………………………………………………………………………¨ 432

4 焼土遺構……………………………………………………………………………………… 436

5 不明遺構……………………………………………………………………………………… 437

0プ ラント0オパール分析調査報告書 (古環境研究所)…………………………………。439

6 ピット群……………………………………………………………………………………… 450

第 7節 包含層出土の遺物………………………………・・ざ。……………………………………¨451

1 平塚地区……………………………………………………………………………………… 451

2 香門地区……………………………………………………………………………………… 477

第 8節 香川県観音寺市一の谷遺跡群出土の動物遺体 (渡辺 誠)… ………………………。478

第 9節 一の谷遺跡群出土の金属製品の材質分析 (三辻利一)… ……………………………。482

第10節 一の谷遺跡群近世遺構出土の金属製品の材質分析 (三辻利一)。・…………………。484

第 3章 竹道北地区の調査…………………………………………………………………………… 505

第 1節 調査の経過と概要………………。………………………………………………………… 505

第 2節 弥生時代前期の遺構と遺物……・………………………………………………………¨ 506

第 3節 その他の遺構と遺物……………………………………………・………………………… 510

1 掘立柱建物跡…………………・……………………………………………………………・・510

2 土 坑………………・………………………………………………………………………… 517

3 溝状遺構…………………・…………………………………………………………………… 517

4 不明遺構…………………………………………さ。。………………………………………… 519

5 土坑墓………………・…………………………………………………………………………521

6 包含層出土の遺物…………………………………………………………………………… 522

第 4章 竹道南・山の前北地区の調査……………………………………………………………… 531

第 1節 調査の経過と概要……………………・…………………………………………………… 531

第 2節 遺構と遺物………………………………………・…………………………………………533

1 掘立柱建物跡…・………。「。…………………………………………………………………。・533

2 土 坑………………………………………………………………………………………… 537

3 溝状遺構………………………………………………………………………・………………538



4 河道跡………………………………………………………………………………………… 541

5 ビット群……………………………………………………………………………………… 543

6 包含層出土の遺物…………………………………………………………………………… 543

第 5章 山の前南地区の調査………………………………………………………………………… 547

第 1節 調査の経過と概要………………………………………………………………………… 547

第 2節 遺構と遺物………………………………………………………………………………… 548

1 掘立柱建物跡………………………………………………………………………………… 548

2 溝状遺構……………………………………………………………………………………… 550

3 ビット群……………………………………………………………………………………… 551

4 包含層出土の遺物…………………………………………………………………………… 551

第 6章 おわりに……………………………………………………………………………………… 553

第 1節 一の谷遺跡群の位置……………………………………………………………………… 553

1 弥生時代前期において一一特に生業の問題について一―……………………………… 553

2 弥生時代終末期から古墳時代初期において一一特に生産力の問題について一一…… 554

第 2節 集落の変遷………………………………………………………………………………… 555

註………………………………………………………………………………………………………… 558



巻頭図版 銅 鏡

第 1図 発掘調査風景 (竹道北・南地区)¨…。1

第 2図 整理作業風景 ・………………………・・5

第 3図 一の谷遺跡群の位置 と周辺の遺跡

分布図 ・………………………………・・6

第 4図 予備調査風景…………………………10

第 5図 一の谷遺跡群調査区設定図…………11

第 6図 基本土層序 (チ 28区南壁面)。 ………・・14

第 7図 現地見学会風景……・………・・・…… 1̈7

第 8図 土壌分析試料サンプリング風景……18

第 9図 平塚地区竪穴住居跡分布図(1)… ……20

第 10図  第30号竪穴住居跡実測図……………21

第 11図  第31号竪穴住居跡実測図……………23

第 12図  第31号竪穴住居跡伴出遺物実測図…24

第 13図  第31号竪穴住居跡伴出石器実測図

(1)・・・・・̈・̈・・・・・・・・・・̈・̈・̈・・・・̈ 。̈・̈・̈ 2̈5

第 14図  第31号竪穴住居跡伴出石器実測図

(a・・̈ ¨̈ ・̈̈・・・・̈・・̈ ・̈・̈・・・・・・̈ ・̈・・・・・26

第 15図  平塚地区土坑群分布図(1)… …………27

第 16図 第 1土坑群実測図……………………36

第 17図  第68号土坑実測図……………………36

第 18図  第68号土坑伴出石器実測図…………36

第 19図 第68号土坑伴出遺物実測図…………37

第 20図 第 2土坑群実測図……………………38

第 21図 第 3土坑群実測図……………………39

第 22図 第192号 土坑伴出石器実測図 ………。39

第 23図 第19301950196号土坑伴出遺物実

測図……………………………………39

第 24図 第188号 土坑伴出石器実測図 ・……・・40

第 25図 第42号土坑伴出遺物実測図…………40

第 26図 第 4土坑群実測図……………………41

第 27図 第 5土坑群実測図……………………43

第 28図 第 6土坑群実測図……………………45

第 29図 第43号土坑伴出遺物実測図…………47

第 30図 第44号土坑伴出遺物実測図…………47

第 31図 第45号土坑伴出石器実測図…………47

次

第45号土坑伴出遺物実測図…………48

第46号土坑伴出遺物実測図…………48

第47号土坑伴出遺物実測図…………48

第50号土坑伴出遺物実測図…………49

第54号土坑伴出石器実測図…………50

第55号土坑伴出遺物実測図…………50

第57号土坑伴出遺物実測図…………51

第57号土坑伴出石器実測図…………51

第58号土坑伴出遺物実測図…………51

第61号土坑伴出遺物実測図…………52

第64号土坑実測図……………………52

第64号土坑伴出石器実測図…………52

第64号土坑伴出遺物実測図…………53

第62号土坑伴出遺物実測図…………54

第133号 土坑実測図 ・…………………54

第 7土坑群実測図……………………55

第133号 土坑伴出遺物実測図 ・……・・57

第135号 土坑伴出遺物実測図 。……・・58

第93号土坑伴出遺物実測図…………59

第94号土坑埋土層序実測図…………59

第94号土坑伴出遺物実測図…………60

第94号土坑伴出石器実測図…………60

第95号土坑埋土層序実測図…………60

第95号土坑伴出遺物実測図…………60

第 8土坑群実測図……………………61

第97号土坑伴出遺物実測図…………63

第97号土坑伴出石器実測図…………64

第99号土坑伴出遺物実測図…………65

第 1号土坑伴出遺物実測図…………65

第 7号土坑伴出遺物実測図…………66

第 9土坑群実測図……………………67

第 7号土坑伴出石器実測図…………69

第10土坑群実測図……………………69

第127号 土坑伴出石器実測図 ・・……・70

第128号 土坑伴出石器実測図 ・・……。70

第129号 土坑伴出石器実測図 ・……・・70

図挿 目

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

32図

33図

34 5]

35 Dコ

36図

37 図

38 5コ

39 図

40 図

41 図

42 Eコ

43 図

44図

45 図

46 図

47 図

48 図

49 図

50 図

51 E圏

52 5圏

53 図

54 5劉

55 厖コ

56 図

57 図

58 ,コ

59 図

60 図

61図

62 Dコ

63 図

64図

65図

66 図

67 図

lV



第 68図 第n土坑群実測図……………………71

第 69図 第 3号土坑伴出遺物実測図…………71

第 70図 第 3号土坑伴出石器実測図…………72

第 71図  第104号 土坑埋土層序実測図 ・・……・72

第 72図  第12土坑群実測図……………………73

第 73図  第104号 土坑伴出遺物実測図 ………・75

第 74図  第104号 土坑伴出石器実測図 ・……・・76

第 75図 第105号 土坑伴出遺物実測図 ・……・・76

第 76図 第106号 土坑伴出石器実測図 ・……・・76

第 77図 第106号 土坑伴出遺物実測図 ・………77

第 78図 第109号 土坑埋土層序実測図 ………・77

第 79図  第109号 土坑伴出遺物実測図 ・……・・78

第 80図 第101号 土坑埋土層序実測図 ・………78

第 81図 第102号 土坑伴出遺物実測図 ・………78

第 82図 第13土坑群実測図……………………79

第 83図 第103号 土坑伴出遺物実測図(1)。・…・82

第 84図 第103号 土坑伴出遺物実測図(21… …・83

第 85図 第 5号土坑伴出遺物実測図…………83

第 86図 第15号土坑伴出遺物実測図…………84

第 87図 第14土坑群実測図……………………85

第 88図 第20号土坑伴出遺物実測図…………87

第 89図 第21号土坑伴出遺物実測図…………87

第 90図 第21号土坑伴出石器実測図…………88

第 91図 第35号土坑伴出遺物実測図…………88

第 92図 第15土坑群実測図……………………89

第 93図 第 8号土坑実測図……………………91

第 94図 第 8号土坑伴出遺物実測図(1)… ……92

第 95図 第 8号土坑伴出遺物実測図(幼………93

第 96図 第 8号土坑伴出遺物実測図(3)。 ……・・94

第 97図 第 8号土坑伴出石器実測図…………94

第 98図 第 8号土坑伴出臼玉実測図…………95

第 99図 第10号土坑伴出石器実測図…………95

第 100図 第12号土坑伴出遺物実測図…………95

第 101図 第38号土坑実測図……………………96

第 102図 第38号土坑伴出管玉実測図…………96

第 103図 第38号土坑伴出遺物実測図 ・・……。101

第 104図  第38号土坑伴出石器実測図 ・……・・102

第 105図 第107号 土坑伴出石器実測図………103

第 106図 第173号 土坑伴出遺物実測図………103

第 107図 第166号 土坑伴出石器実測図………103

第 108図 第168号 土坑伴出遺物実測図………104

第 109図 第16土坑群実測図 ・…………………105

第 110図 第17土坑群実測図 ・…………………107

第 111図 第18土坑群実測図 ・…………………109

第 112図 第19土坑群実測図 ・………………・・109

第 113図 第20土坑群実測図 …………………。ln

第 n4図  第156号 土坑伴出遺物実測図………113

第 115図 第157号 土坑伴出遺物実測図………113

第 116図 第144号 土坑実測図…………………114

第 117図 第21土坑群実測図 ・………………・・115

第 118図 第144号 土坑伴出遺物実測図………117

第 119図 第159号 土坑伴出石器実測図………117

第 120図 第159号 土坑伴出遺物実測図………118

第 121図 第160号 土坑伴出遺物実測図………118

第 122図 第131号 土坑伴出石器実測図………118

第 123図 第22土坑群実測図 ・………………・・119

第 124図 第131号 土坑伴出遺物実測図………119

第 125図 第23号土坑伴出遺物実測図 ・………120

第 126図 第23土坑群実測図 ・…………………121

第 127図 第23号土坑伴出石器実測図 ・・……。123

第 128図 第24号土坑伴出遺物実測図 ・……・・123

第 129図 第24土坑群実測図 ・・………………・124

第 130図 第89号土坑伴出遺物実測図 ・……・・125

第 131図 第92号土坑実測図 ・…………………125

第 132図 第92号土坑伴出遺物実測図 ・……・。126

第 133図 第67号土坑伴出遺物実測図 。………127

第 134図 第69号土坑伴出石器実測図 ・………128

第 135図 第71号土坑伴出遺物実測図 ・……・・128

第 136図 第25土坑群実測図 ・………………・。129

第 137図 第110号 土坑伴出遺物実測図………131

第 138図 第110号 土坑伴出石器実測図………131

第 139図 第114号 土坑伴出石器実測図………132

第 140図 第115号 土坑伴出石器実測図………132

第 141図 第116号 土坑伴出遺物実測図………132

第 142図 第117号 土坑伴出遺物実測図………132

第 143図 第145号 土坑伴出遺物実測図………133



第 144図 第26土坑群実測図・・………………。134

第 145図  第72号土坑伴出遺物実測図・……・・135

第 146図  第27号土坑伴出遺物実測図・・……。136

第 147図  第27土坑群実測図・…………………137

第 148図  第30号土坑伴出遺物実測図・・……。139

第 149図  第34号土坑伴出遺物実測図・・……。140

第 150図  第79号土坑伴出遺物実測図 ………。140

第 151図  第81号土坑伴出石器実測図・………141

第 152図  第83号土坑伴出遺物実測図・………141

第 153図  第87号土坑伴出遺物実測図・………142

第 154図 第87号土坑伴出石器実測図・……・・143

第 155図 第122号 土坑伴出遺物実測図………144

第 156図 第29土坑群実測図・………………・。144

第 157図 第28土坑群実測図・・………………。145

第 158図 第30土坑群実測図 …………………・147

第 159図 第12号溝状遺構伴出遺物実測図(1)149

第 160図 第12号溝状遺構伴出遺物実測図0)150

第 161図  第12号溝状遺構伴出石器実測図(1)151

第 162図 第12号溝状遺構伴出石器実測図(2)152

第 163図 第 8号竪穴住居跡状遺構実測図 。̈153

第 164図 第 8号竪穴住居跡状遺構伴出遺物

実測図・………………………………153

第 165図  第 8号竪穴住居跡状遺構伴出石器

・・・・・・・・・・・・・・・・154

第 166図 土器溜状遺構埋土層序実測図 ・……154

第 167図 土器溜状遺構実測図 ・……………・・160

第 168図 土器溜状遺構伴出遺物実測図(1)¨ 。161

第 169図 土器溜状遺構伴出遺物実測図9)・・・162

第 170図 土器溜状遺構伴出遺物実測図(鋤 ・̈163

第 171図 土器溜状遺構伴出遺物実測図14)。 1̈64

第 172図 土器溜状遺構伴出遺物実測図(51・・・165

第 173図 土器溜状遺構伴出石器実測図 ・……166

第 174図 河道跡(S X312)伴出遺物実測図…167

第 175図 河道跡(S X312)伴出石器実測図…167

第 176図  S X314伴出遺物実測図(1)… ………168

第 177図  S X314伴出遺物実測図(2)。 …………169

第 178図  S X314伴出石器実測図……………170

第 179図  S X316伴出遺物実測図……………170

S X315伴 出遺物実測図……………171

S X327伴 出石器実測図……………171

S X327伴 出遺物実測図……………172

大型土坑実測図 ・………………… 1̈74

大型土坑伴出遺物実測図(1)… ……。175

大型土坑伴出遺物実測図(21・・……。176

大型土坑伴出遺物実測図(3)… ……。177

大型土坑伴出石器実測図 ・………・・178

平塚地区堅穴住居跡分布図(21… …。179

第 1号竪穴住居跡実測図 ・……… 1̈80

第 1号竪穴住居跡伴出遺物実測図 182

第 1号竪穴住居跡伴出石器実測図 183

第 2号竪穴住居跡実測図 ・…………184

第 2号竪穴住居跡伴出遺物実測図 186

第 3号竪穴住居跡実測図 ・…………187

第 3号堅穴住居跡伴出遺物実測図 188

第 4号竪穴住居跡実測図 ・・………。188

第 5号竪穴住居跡柱穴断面実測図 189

第 5号竪穴住居跡実測図 ・…………190

第 5号竪穴住居跡炉跡実測図 ……。191

第 5号竪穴住居跡柱材実測図 ・……191

第 5号竪穴住居跡伴出遺物実測図 192

第 5号竪穴住居跡伴出石器実測図 192

第 6号竪穴住居跡実測図 ・…………193

第 6号竪穴住居跡柱穴断面実測図 194

第 6号竪穴住居跡伴出遺物実測図 195

第 6号竪穴住居跡伴出石器実測図 195

第 7号竪穴住居跡実測図 ・………・。197

第 7号竪穴住居跡伴出遺物実測図 198

第 7号竪穴住居跡伴出石器実測図 199

第 8号竪穴住居跡実測図 …………。201

第 8号竪穴住居跡伴出遺物実測図

(1)¨・・・・・̈・・・…・・̈・・・̈・・・̈ ¨̈ ・̈・̈・・・。202

第 8号竪穴住居跡伴出遺物実測図

(21・・̈ ・̈̈ ・̈̈ ¨̈ ・̈・̈・・̈ ¨̈ ・̈・・̈・…203

第 8号竪穴住居跡伴出石器実測図 204

第 9号竪穴住居跡実測図…………・205

第 9号竪穴住居跡柱穴断面実測図 206

第 180図

第 181図

第 182図

第 183図

第 184図

第 185図

第 186図

第 187図

第 188図

第 189図

第 190図

第 191図

第 192図

第 193図

第 194図

第 195図

第 196図

第 197図

第 198図

第 199図

第 200図

第 201図

第 202図

第 203図

第 204図

第 205図

第 206図

第 207図

第 208図

第 209図

第 210図

第 211図

第 212図

第 213図

第 214図

第 215図

Vl



第 216図  第 9号堅穴住居跡伴出遺物実測図

(1)。・̈ ・̈・・・・・・・・・・・̈・・……………・̈ …・・・・・207

第 217図  第 9号竪穴住居跡伴出遺物実測図

(2)。 ……………

第 218図  第10号竪穴住居跡実測図 …………。208

第 219図  第10号竪穴住居跡伴出遺物実測図 209

第 220図  第10号竪穴住居跡伴出石器実測図 210

第 221図 第11号竪穴住居跡実測図 ・・………。211

第 222図  第11号竪穴住居跡伴出遺物実測図 211

第 223図 第12号竪穴住居跡実測図 ・………・。213

第 224図 第12号竪穴住居跡伴出遺物実測図 214

第 225図  第13号竪穴住居跡実測図 …………。216

第 226図  第13号竪穴住居跡伴出遺物実測図 217

第 227図 第13号堅穴住居跡伴出石器実測図 218

第 228図  第14号竪穴住居跡実測図 …………。219

第 229図  第14号竪穴住居跡伴出遺物実測図 220

第 230図  第14号堅穴住居跡伴出石器実測図 220

第 231図  第15号竪穴住居跡実測図 。………・。221

第 232図  第15号竪穴住居跡伴出遺物実測図 222

第 233図 第15号竪穴住居跡伴出石器実測図 222

第 234図  第16017号 竪穴住居跡実測図 ……。223

第 235図  第16号竪穴住居跡伴出遺物実測図 224

第 236図 第16号竪穴住居跡伴出石器実測図 225

第 237図  第17号竪穴住居跡伴出遺物実測図 227

第 238図  第17号竪穴住居跡伴出石器実測図 227

第 239図  第18号竪穴住居跡実測図 ・………・。229

第 240図  第18号竪穴住居跡伴出遺物実測図

(1)…・・・̈・・・・̈・・・・・̈・・・・̈ ・̈・・̈・・̈・・・・・230

第 241図  第18号竪穴住居跡伴出遺物実測図

(21¨ ¨̈ ・̈・・・・・・・̈・・̈・・・・・̈・̈ …̈…・̈ 。231

第 242図  第18号堅穴住居跡伴出石器実測図 232

第243図 '第 19号竪穴住居跡実測図・………・・233

第244図 第19号竪穴住居跡伴出石器実測図 234

第 245図  第20号竪穴住居跡実測図 ・…………235

第 246図  第20号竪穴住居跡柱穴断面実測図 236

第 247図  第20号竪穴住居跡伴出遺物実測図 237

第 248図 第20号竪穴住居跡伴出石器実測図 238

第 249図 第21号竪穴住居跡実測図 …………。239

第 250図  第21号竪穴住居跡伴出遺物実測図 240

第 251図  第22号竪穴住居跡実測図 ・………・・241

第 252図  第22号堅穴住居跡伴出管玉実測図 241

第 253図  第23号竪穴住居跡実測図 …………・242

第 254図  第23号竪穴住居跡伴出遺物実測図 244

第 255図  第23号竪穴住居跡伴出石器実測図 245

第 256図  第23号竪穴住居跡上位土坑状遺構

伴出遺物実測図

第 257図

第 258図

第 259図

第 260図

第 261図

第 262図

第 263図

第 264図

第 265図

第 266図

第 267図

第 268図

第 269図

第 270図

第 271図

第 272図

第 273図

第 274図

第 275図

第 276図

第 277図

第 278図

第 279図

第 280図

第 281図

第 282図

第 283図

第 284図

第 285図

第24号竪穴住居跡実測図

第24号竪穴住居跡伴出遺物実測図

第25号竪穴住居跡実測図

第26号竪穴住居跡実測図

第26号堅穴住居跡伴出遺物実測図

第27号竪穴住居跡実測図

第28号竪穴住居跡実測図

第28号竪穴住居跡伴出遺物実測図

第29号竪穴住居跡実測図

第29号堅穴住居跡伴出遺物実測図

第31号掘立柱建物跡実測図

第25号竪穴住居跡伴出遺物実測図

第25号竪穴住居跡伴出石器実測図

第27号竪穴住居跡伴出遺物実測図

第27号竪穴住居跡伴出石器実測図

第31号掘立柱建物跡伴出遺物実測

図 ・…………………………………・。260

平塚地区壷棺墓分布図 ・……………261

第 1号壺棺墓実測図 ………………。262

第 1号壷棺墓伴出遺物実測図 ・・…。263

第 2号壷棺墓伴出遺物実測図 ・……263

第 2号壷棺墓実測図 ………………・264

平塚地区土坑群分布図(a… ………。265

第31土坑群実測図 ・・………………。266

第 4号土坑伴出遺物実測図 ・…… 2̈66

第 4号土坑伴出石器実測図 ………・266

第32土坑群実測図 ・・………………・267

第34土坑群実測図 ・…………………268

第33土坑群実測図 ・…………………269

第35土坑群実測図 ・・………………。271

Vll



第 286図 第26号土坑埋土層序実測図 ・……・。273

第 287図  第26号土坑伴出遺物実測図 ・……・・273

第 288図 第120号 土坑伴出遺物実測図………273

第 289図 第120号 土坑伴出管玉実測図………273

第 290図 第30号溝状遺構伴出遺物実測図 ・・・275

第 291図 第31号溝状遺構伴出遺物実測図 ‥。276

第 292図 第 7号溝状遺構実測図 ・……………278

第 293図 第 7号溝状遺構伴出石器実測図 。̈279

第 294図 第 7号溝状遺構伴出遺物実測図(1)280

第 295図 第 7号溝状遺構伴出遺物実測図(21281

第 296図  第 7号溝状遺構伴出遺物実測図(鋤 282

第 297図  第 8号溝状遺構伴出遺物実測図 。̈283

第 298図 第 1号竪穴住居跡状遺構伴出遺物

実測図 ・…………………………… 2̈84

第 299図  第 1号竪穴住居跡状遺構実測図 。̈284

第 300図 第 2号竪穴住居跡状遺構実根1図 。̈285

第 301図  第 2号竪穴住居跡状遺構伴出石器

実測図 ・………………………………285

第 302図  第 2号竪穴住居跡状遺構伴出遺物

実測図 ・……………………………・。285

第 303図  第 3号竪穴住居跡状遺構実測図 。̈286

第 304図  第 4号竪穴住居跡状遺構実測図 ‥。287

第 305図  第 4号竪穴住居跡状遺構伴出遺物

実測図 ・……………………………・・287

第 306図  第 5号竪穴住居跡状遺構伴出石器

実測図 ・……………………………・・287

第 307図  第 5号竪穴住居跡状遺構実測図 ・・・288

第 308図  第 5号竪穴住居跡状遺構伴出遺物

実測図 ・・……………………………。288

第 309図  第 6号竪穴住居跡状遺構実測図 ・・・289

第 310図  第 6号竪穴住居跡状遺構伴出遺物

実測図 ・……………………………・。289

第 311図  第 7号竪穴住居跡状遺構実測図 …・290

第 312図  第 7号竪穴住居跡状遺構伴出遺物

実測図 ・……………………………・。290

第 313図  第 7号竪穴住居跡状遺構伴出石器

実測図

第 315図  集石土坑伴出遺物実測図 ・………・。292

第 316図  井戸状遺構伴出遺物実測図 ・………293

第 317図  井戸状遺構埋土層序実測図 ・……・。293

第 318図  土坑状遺構伴出遺物実測図 ・……・・293

第 319図  自然流路遺物遺存状態実測図 ・……294

第 320図  自然流路伴出遺物実測図(1)… ……。295

第 321図  自然流路伴出遺物実測図(2)。・……。296

第 322図  コ37038区 土器列遺物実測図(1)¨・298

第 323図  コ37・ 38区土器列遺物実測図(2)・・・299

第 324図  シ36区第 3層土器群遺物実測図(1)301

第 325図  シ36区第 3層土器群遺物実測図(a302

第 326図  シ36区第 3層土器群遺物実測図(3)303

第 327図  シ36区第 4層土器群遺物実測図(1)304

第 328図  シ36区第 4層土器群遺物実測図12)305

第 329図  シ36区第 4層土器群遺物実測図(3)306

第 330図  シ36区第 4層土器群遺物実測図(4)307

第 331図  シ36区第 4層土器群遺物実測図(5)308

第 332図  S B 101実測図・・………・・………・・・・……。318

第 333図  S B 102実測図‥‥・・…………・・・・・・…・・。319

第 334図  S B 103実測図………………………320

第 335図  S B 104実測図………………………321

第 336図  S B 105実測図………………………322

第 337図  S B 106実測図・・………………・・̈ ・̈・̈ …323

第 338図  S K123～ 125土 層断面図 ・………・。329

第 339図  S K186土層断面図…………………338

第 340図  S K 187土層断面図…………………338

第 341図  S K190土層断面図…………………339

第 342図  S K209土層断面図…・・:… …………343

第 343図  S K220土層断面図…………………345

第 344図  S X 101平面実測図…………………354

第 345図  S X 101土層断面図…………………354

第 346図 市道断ち割土層断面図 ・……………356

第 347図  大甕実測図(1)。・……………………。357

第 348図  大甕実測図(21… ……………………。358

第 349図  大甕実測図(3)… ……………………。359

第 350図  遺構出土陶磁器実測図(1)。・………。379

第 351図  遺構出土陶磁器実測図(21・・………。380

第 352図  遺構出土陶磁器実測図(鋤 …………。381第 314図 集石土坑実測図 ・…………



第 353図  遺構出土陶磁器実測図14)。 …………382

第 354図  遺構出土陶磁器実測図(5)… ………。383

第 355図  遺構出土陶磁器実測図(0・・………。384

第 356図  遺構出土陶磁器実測図(71・・………。385

第 357図  遺構出土陶磁器実測図18)… ………。386

第 358図  遺構出土陶磁器実測図19)。 …………387

第 359図  遺構出土陶磁器実測図00… ………。388

第 360図  遺構出土陶磁器実測図OD… ………。389

第 361図  遺構出土陶磁器実測図l121… ………・390

第 362図  遺構出土陶磁器実測図l131・・………。391

第 363図  遺構出土陶磁器実測図00…………392

第 364図  遺構出土陶磁器実測図09・・………・393

第 365図  遺構出土陶磁器実測図00。・………。394

第 366図  遺構出土陶磁器実測図0つ …………。395

第 367図  遺構出土陶磁器実測図00… ………。396

第 368図  遺構出土陶磁器実測図09… ………・397

第 369図  遺構出土陶磁器実測図00… ………・398

第 370図 遺構出土陶磁器実測図OD… ………。399

第 371図  包含層出土陶磁器実測図(1)… ……。400

第 372図  包含層出土陶磁器実測図12)… ……。401

第 373図  包含層出土陶磁器実測図(31… ……・402

第 374図  包含層出土陶磁器実測図(4)… ……。403

第 375図 包含層出土陶磁器実測図(助 ・・……。404

第 376図  包含層出土陶磁器実測図(6)… ……・405

第 377図  包含層出土陶磁器実測図(7)… ……・406

第 378図  包含層出土陶磁器実測図(8)… ……。407

第 379図  包含層出土陶磁器実測図19)。 ……・・408

第 380図  摺鉢実測図(1)。・……………・・r… ….409

第 381図  摺鉢実測図9)。 …………………・…・410

第 382図  播鉢実測図(鋤 ………………………・411

第 383図 摺鉢実測図14)。 ……………………・。412

第 384図 第 3次香川県時代の公正図 (仮称

明治23年公正図)。 …… ・・・・・・413

第 385図  名東県時代の公正図表紙 …………。414

第 386図  名東県時代の公正図 (仮称名東県

一B公正図)。 ……………………・・415

第 387図  名東県時代の公正図 (仮称名東県

一A公正図)。 ……………………・・416

第 388図  銅銭実測図(1)(関連資料含む)・・・・417

第 389図 銅銭実測図(幼 (関連資料)。 ………418

第 390図  第 1号掘立柱建物跡実測図 ・………420

第 391図  第 2号掘立柱建物跡実測図 ・………421

第 392図  第20号掘立柱建物跡実測図 ・……・・422

第 393図 第21号掘立柱建物跡実測図 ・………422

第 394図  第22号掘立柱建物跡実測図 ・……・・423

第 395図  第23号掘立柱建物跡実測図 ・………423

第 396図  第23号掘立柱建物跡伴出遺物実測

図 ・…………………………………・・424

第 397図 第24号掘立柱建物跡実測図 ・………424

第 398図  第25号掘立柱建物跡伴出遺物実測

第25号掘立柱建物跡実測図

第26号掘立柱建物跡実測図

第27号掘立柱建物跡実測図

第28号掘立柱建物跡実測図

第28号掘立柱建物跡伴出遺物実測

図 ・…………………………………・・427

第 404図  第29号掘立柱建物跡実測図 ・………428

第 405図  第30号掘立柱建物跡実測図 ・……・・428

第 406図  第32号掘立柱建物跡実測図 ・……・・429

第 407図  土坑伴出遺物実測図 ・……………・・430

第 408図  第 1号溝状遺構伴出遺物実測図 ・・・432

第 409図  第 1号溝状遺構伴出石器実測図 ・・・432

第 410図  第 3号溝状遺構伴出遺物実測図 ・・,433

第 411図  第 3号溝状遺構伴出石器実測図 。̈433

第 412図  第 9号溝状遺構伴出遺物実測図 ・・・434

第 413図  第10号溝状遺構伴出遺物実測図 ・・・434

第 414図  第10号溝状遺構伴出石器実測図 ・・・434

第 415図  第11号溝状遺構伴出遺物実測図 ・・・434

第 416図  第20号溝状遺構伴出遺物実測図 ・・。435

第 417図  第20号溝状遺構伴出石器実測図 ・・。435

第 418図  焼土遺構実沢1図 ・…………………・。436

第 419図  河道跡(S X320)伴出遺物実測図…437

第 420図  平形銅剣実測図 ・……………………450

第 421図  舟底形石器実測図 …………………。451

第 422図  壷形土器実測図(1)… ………………・452

第 399図

第 400図

第 401図

第 402図

第 403図

lX



第 423図 壷形土器実測図12)… ………………。453

第 424図 壼形土器実測図(鋤・甕形土器実測

、図(1)… ……………………1・ ……….。 454

第 425図 甕形土器実測図(幼 …………………。455

第 426図 甕形土器実測図(鋤 …………………。456

第 427図 甕形土器実測図(4)… ………………。457

第 428図 甕形土器実測図(助 …………………・458

第 429図 甕形土器実測図(0……………・・ヾ…・459

第 430図 甕形土器実測図(η・底部実測図(1)460

第 431図 底部実測図(幼 ………………………。461

第 432図 底部実測図13)0甑形土器実測図・・・462

第 433図 鉢形土器 。蓋形土器 。その他の器

種実測図 ・・…………………………。463

第 434図 紡錘車実測図(1)… …………………・463

第 435図 壷形土器実測図・甕形土器実測図

・̈̈・・‥‥・・̈ 。464

第 436図 甕形土器実測図(幼・底部実測図(1)465

第 437図 底部実測図(2)0甑形土器・高杯形

土器 0鉢形土器・器台形土器実測

図 ・̈・・・̈・‥・̈・・・・…・̈・・・̈・・・・・̈・・・・・・・466

第 438図 支脚形土製品実測図(1)・・…………・467

第 439図 紡錘車実測図9)… …………………。468

第 440図 支脚形土製品実測図12)・ 不明土製

品実測図 ・…………………………・・469

第 441図 磨製石庖丁・磨製石斧実測図 ……。470

第 442図 打製石庖丁実測図 …………………・471

第 443図 打製石鍬 。礫石錘・楔形石器・石

槍・不明石器・砥石実測図 ………・472

第 444図 銅鏡実測図 ・…………………………474

第 445図 須恵器実測図 ・……………………・。475

第 446図 中世以降の遺物実測図 ・…………・。476

第 447図 香門地区包含層出土遺物実測図 ・・・477

第 448図 河道跡(S X20)伴出石器実測図 。̈506

第 449図  河道跡(S X20)伴出遺物実測図(1)507

第 450図  河道跡(S X20)伴出遺物実測図(21508

第 451図 河道跡(S X20)伴出遺物実測図(3)509

第 452図 第 8号掘立柱建物跡実測図 ・……・・510

第 453図 第 9号掘立柱建物跡実測図 ・……・・511

第 454図  第11号掘立柱建物跡実測図 ・……・・511

第 455図  第10号掘立柱建物跡実測図 ・……・・512

第 456図  第12号掘立柱建物跡実測図 ・………513

第 457図  第13号掘立柱建物跡実測図 ・……・・514

第 458図 第14号掘立柱建物跡実測図 ・・……・515

第 459図  第15号掘立柱建物跡実測図 ・………516

第 460図  竹道北地区掘立柱建物跡伴出遺物

実測図 ・……………………………・・516

第 461図  竹道北地区土坑伴出遺物実測図 ・・・517

第 462図  竹道北地区溝状遺構伴出遺物実測

厖] …・…・̈・̈ ¨̈ 。…・・・・̈ 。̈・・・・̈・̈・・・・̈ 518

第 463図  竹道北地区溝状遺構伴出石器実測

図 ・…………………………………・・519

第 464図  竹道北地区河道跡伴出遺物実測図 520

第 465図  竹道北地区河道跡(S X17)伴 出石

器実測図 ……………………………・520

第 466図  第 1号土坑墓実測図 ・………………521

第 467図  第 4号土坑墓伴出遺物実測図 ・……521

第 468図  第 2号土坑墓実測図 ・……………・・521

第 469図  第 3号土坑墓実測図 ・……………・・522

第 470図  第 4号土坑墓実測図 ・………………522

第 471図  竹道北地区包含層出土遺物実測図 523

第 472図  打製石庖丁実測図 ・………………・・523

第 473図  第 6号掘立柱建物跡実測図 ・……・・533

第 474図  第 7号掘立柱建物跡実測図 ・……・・534

第 475図  第16号掘立柱建物跡実測図 ・……・・535

第 476図 第17号掘立柱建物跡実測図 ・……・・536

第 477図・
第18号掘立柱建物跡実測図 ………・536

第 478図  第19号掘立柱建物跡実測図 ・・……。537

第 479図  竹道南地区溝状遺構伴出遺物実測

図(1)…・・・・̈・̈・‥・‥・̈ 。̈¨̈・・・・・・̈・・・・538

第 480図  竹道南地区溝状遺構伴出遺物実測

図(2)… ………………………………・540

第 481図  竹道南地区溝状遺構伴出石器実測

図 ・…………………………………・・541

第 482図  山の前北地区溝状遺構伴出石器実

測図 ・………………………………・・542



第 483図 竹道南地区河道跡(S X16)伴 出遺

物実測図 ……………………………・542

第 484図 竹道南地区河道跡(S X16)伴出石

器実測図 …̈………………………。543

第 485図 ナイフ形石器実測図 ・………………544

第 486図 礫石錘実測図 …̈…………………。544

第 487図 竹道南地区包含層出土遺物実測図 544

第 488図  山の前北地区包含層出土遺物実測

図 ・̈・̈・̈・・…。̈“・̈・‥・・・・̈ 。̈・・・・……。545

第 489図 第 3号掘立柱建物跡実測図 ・・……。548

第 490図 第 4号掘立柱建物跡実測図 ………・549

第 491図 第 4号掘立柱建物跡伴出遺物実測

図 ・…………………………………・・549

第 492図 第 5号掘立柱建物跡実測図 ・………550

第 493図 山の前南地区溝状遺構伴出遺物実

測図 ・………………………………・・550

第 494図 磨製石斧実測図 ・…………………・・551

第 495図 ナイフ形石器実測図 ・……………。・551

Xl



表

一の谷遺跡群周辺の遺跡地名表 ・・…・7

整理作業工程表………………………19

平塚地区堅穴住居跡一覧表(1)… ……20

平塚地区土坑一覧表(1)… ……………28

平塚地区竪穴住居跡一覧表(幼 ……。259

平塚地区壼棺墓一覧表 ・・…………。261

平塚地区土坑一覧表(幼 ……………。265

平塚 。香門地区掘立柱建物跡一覧

表 ……………………………………………419

竹道北地区掘立柱建物跡一覧表 ・・・509

山の前北地区掘立柱建物跡一覧表 533

山の前南地区掘立柱建物跡一覧表 548

竪穴住居跡伴出遺物一覧表(1)・・…・563

竪穴住居跡伴出遺物一覧表(2)・・…・577

壷棺墓伴出遺物一覧表 ……………・577

掘立柱建物跡伴出遺物一覧表 ……。578

土坑伴出遺物一覧表(1)… …………。579

土坑伴出遺物一覧表(幼 ・・…………・593

土坑伴出遺物一覧表(鋤 ……………・593

竪穴住居跡状遺構伴出遺物一覧表

(1)。・・・・̈ ¨̈ ・̈・̈・……・・̈・…・……・̈・̈・・594

竪穴住居跡状遺構伴出遺物一覧表

(2)。・̈・・・̈ 。̈̈・̈・・…・・・・̈・̈・・・・・・・・・・・・594

大型土坑伴出遺物一覧表(1)… ……・595

大型土坑伴出遺物一覧表(幼 ………・597

集石土坑伴出遺物一覧表 …………・597

土器溜状遺構伴出遺物一覧表 ……。598

井戸状遺構伴出遺物一覧表 ………。601

自然凹地形伴出遺物一覧表 ………・602

自然流路伴出遺物一覧表(1)… ……。606

自然流路伴出遺物一覧表(21… ……。607

自然流路伴出遺物一覧表(鋤 ………・607

河道跡伴出遺物一覧表(1)・・………・608

河道跡伴出遺物一覧表(2)… ………・608

河道跡伴出遺物一覧表(3)… ………・609

河道跡伴出遺物一覧表(4)… ………・611

次

第 34表 溝状遺構伴出遺物一覧表(1)… ……。612

第 35表 溝状遺構伴出遺物一覧表(幼 ………。617

第 36表 溝状遺構伴出遺物一覧表(3)… ……・617

第 37表 溝状遺構伴出遺物一覧表14)。 ……。・618

第 38表 溝状遺構伴出遺物一覧表(助 ………。623

第 39表 溝状遺構伴出遺物一覧表(6)・・……。623

第 40表 土器列伴出遺物一覧表(1)… ………・624

第 41表 土器列伴出遺物一覧表(2)。・………。625

第 42表 土器群 (第 3層 )伴 出遺物一覧表(1)626

第 43表 土器群 (第 3層 )伴 出遺物一覧表(21628

第 44表 土器群 (第 4層 )伴 出遺物一覧表(1)629

第 45表 土器群 (第 4層 )伴 出遺物一覧表(21633

第 46表 平塚地区包含層出土遺物一覧表(1)634

第 47表 平塚地区包含層出土遺物一覧表12)647

第 48表 平塚地区包含層出土遺物一覧表(3)648

第 49表 香門地区包含層出土遺物一覧表(1)650

第 50表 香門地区包含層出土遺物一覧表(a650

第 51表 竹道北地区包含層出土遺物一覧表

(1)¨ ・̈・・・・・・…・̈・‥・・・・̈・̈・̈・̈・̈・・・・・651

第 52表 竹道北地区包含層出土遺物一覧表

(2)‥・・̈・・‥………………・・・・・・・・・・・・・・…・・・・651

第 53表 竹道南地区包含層出土遺物一覧表

(1)。・̈・・・・̈・‥・・・・・̈ ・̈・・・・‥‥・̈・…・・・・・653

第 54表 竹道南地区包含層出土遺物一覧表

12)¨・・・・・̈・̈ ‥̈‥・・・̈・・・・・̈ ¨̈ 。・・・・・・。653

第 55表 山の前北地区包含層出土遺物一覧

表 ……………………………………・653

第 56表 磨製石庖丁一覧表 …………………・654

第 57表 磨製石斧一覧表 ・・…………………・654

第 58表 磨石一覧表 ・・………………………・655

第 59表 石皿一覧表 …………………………・655

第 60表 凹石一覧表 …………………………・655

第 61表 砥石一覧表 …………………………。655

第 62表 打製石庖丁一覧表 …………………・656

第 63表 打製石斧一覧表 ……………………。657

第 64表 打製石鍬一覧表 ……………………・657

目

第 1

第 2

第 3

第 4

第 5

第 6

第 7

第 8

第 9表

第 10表

第 11表

第 12表

第 13表

第 14表

第 15表

第 16表

第 17表

第 18表

第 19表

第 20表

第 21表

第 22表

第 23表

第 24表

第 25表

第 26表

第 27表

第 28表

第 29表

第 30表

第 31表

第 32表

第 33表

表

表

表

表

表

表

表

表

X ll



第 65表 石鏃一覧表 …………………………。658

第 66表 石錐一覧表 。。………………………。666

第 67表 礫石錘一覧表 ………………………。669

第 68表 不定形刃器一覧表 …………………。670

第 69表 石槍一覧表 …………………………。672

第 70表 楔形石器一覧表 ・・…………………・672

第 71表 不明石器一覧表 ……………………・672

X lll



図付

付 図

付 図

付 図

付 図

付 図

付 図

付 図

付 図

付 図

付 図

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

平塚地区遺構配置図(1)

平塚地区遺構配置図9)

平塚地区遺構配置図い)

平塚地区遺構配置図14)

香門地区遺構配置図

竹道北地区遺構配置図

竹道南地区遺構配置図

山の前北地区遺構配置図

山の前南地区遺構配置図

平塚地区近世遺構配置図

X lV



写真図版編

第 1号竪穴住居跡

第 2号竪穴住居跡

第 2号竪穴住居跡伴出遺物(1)

第 2号竪穴住居跡伴出遺物(2)

第 3号竪穴住居跡

第 4号竪穴住居跡

第 5号竪穴住居跡

第 5号堅穴住居跡柱材

第 6号竪穴住居跡

第 6号竪穴住居跡伴出遺物

第 6号竪穴住居跡柱穴

第 6号竪穴住居跡検出焼土塊

第 7号堅穴住居跡

第 7号竪穴住居跡伴出遺物

第 7号竪穴住居跡柱穴

第 8号竪穴住居跡

第 8号竪穴住居跡伴出遺物

第 9号堅穴住居跡

第 9号竪穴住居跡伴出遺物(1)

第 9号竪穴住居跡伴出遺物(鋤

第10号竪穴住居跡(1)

第10号堅穴住居跡121

第10号竪穴住居跡伴出遺物(1)

第10号竪穴住居跡伴出遺物(幼

第10号竪穴住居跡伴出遺物(3)

第11号竪穴住居跡(1)

第11号竪穴住居跡(21

第12号堅穴住居跡

第13号竪穴住居跡

第13号竪穴住居跡伴出遺物

第14号竪穴住居跡

第14号竪穴住居跡伴出遺物(1)

第14号竪穴住居跡伴出遺物(a

第14号竪穴住居跡祭壇状遺構

第14号竪穴住居跡炉跡

第15号竪穴住居跡

第15号竪穴住居跡伴出遺物(1)

第15号竪穴住居跡伴出遺物(幼
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第17号竪穴住居跡柱穴
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第18号竪穴住居跡
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第23号竪穴住居跡上位土坑状遺構
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第 4号竪穴住居跡状遺構

第 5号堅穴住居跡状遺構

第 5号竪穴住居跡状遺構伴出遺物

(1)

第 5号堅穴住居跡状遺構伴出遺物
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第 6号竪穴住居跡状遺構
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図 版 88 上 河道跡(S X20)伴出遺物14)

下 河道跡(S X20)伴出遺物("

図 版 89 上 自然流路(S X17)

下 自然流路(S X17)伴出遺物

図 版 90 上 第 809015号 掘立柱建物跡

下 第10号掘立柱建物跡

図 版 91 上 第11号掘立柱建物跡

下 第12号掘立柱建物跡

図 版 92 上 第14号掘立柱建物跡

下 第14号掘立柱建物跡伴出遺物

図 版 93 上 第13号掘立柱建物跡と土坑墓群

下 第 1号土坑墓

図 版 94 上 第 3号土坑墓

下 第 4号土坑墓

図 版 95 上 竹道北地区自然流路群(1)

下 竹道北地区自然流路群(21

図 版 96 上 山の前北地区西半部全景

下 第 6号掘立柱建物跡

図 版 97 上 第 7号掘立柱建物跡

下 第18号掘立柱建物跡

図 版 98 上 第19号掘立柱建物跡

下 山の前北地区溝状遺構群

図 版 99 上 自然流路(S D26)

下 自然流路(S D26)埋土層序

図 版 100 上 土坑状遺構(1)

下 土坑状遺構(幼

図 版 101 上 山の前南地区全景(1)

下 山の前南地区全景(21

図 版 102 竪穴住居跡伴出遺物(1)

図 版 103 竪穴住居跡伴出遺物(幼

図 版 104 竪穴住居跡伴出遺物13)

図 版 105 竪穴住居跡伴出遺物(41
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図 版 107 竪穴住居跡伴出遺物(0
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・壼棺墓伴出遺物

図 版 110 土坑伴出遺物(1)
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図 版 111 土坑伴出遺物は)           図 版 135 上 砥石(1)

図 版 112 土坑伴出遺物(鋤                  下 砥石(υ

図 版 113 土坑伴出遺物14)・ 土坑状遺構伴出遺物   図 版 136 上 不明石器(1)

図 版 114 溝状遺構伴出遺物(1)               下 不明石器(幼

図 版 115 溝状遺構伴出遺物(幼           図 版 137 上 近世遺構 コ40区 サ40区全景(西 か

図 版 116 溝状遺構伴出遺物(鋤                  ら)

図 版 117 土器溜状遺構・ 自然凹地形伴出遺物        下 近世遺構 コ39(東 )区 サ39区 全景

図 版 118 1日河道伴出遺物                  (北 から)

図 版 119 大型土坑伴出遺物           図 版 138 上 近世遺構サ38(東)区 (西 から)

図 版 120 竪穴住居跡状遺構・ 自然流路・土器列       下 近世遺構シ38039区 (西 から)

伴出遺物               図 版 139 上 近世遺構サ39区全景

図 版 121 平塚地区包含層出土遺物(1)            下 近世遺構 S B101(奥 )(北から)

図 版 122 平塚地区包含層出土遺物(a       図 版 140 上 近世遺構 S B106(奥 )(北から)

図 版 123 銅鏡・ 管玉・ 銅剣                下 近世遺構 S K140(左 :大褻底部残

図 版 124 竹道北地区掘立柱建物跡伴出遺物           存)(北から)

図 版 125 上 ナイフ形石器           図 版 141 上 近世遺構 S K148(中 央)(西から)

下 同上裏面                   下 近世遺構 S K160(左 奥 :大甕底部

図 版 126 上左 舟底形石器                  残存), S X 102(右 奥)

上右 同左裏面            図 版 142 上 近世遺構 S K166(左 ), S K165

下左 打製石槍                    (右 )(北から)

下右 同左裏面                 下 近世遺構 S K167(右 :土師質土器

図 版 127 上 磨製石庖丁(1)                 残存)(北東から)

下 磨製石庖丁(21           図 版 143 上 近世遺構 S K167内 土師質土器出

図 版 128 上 打製石庖丁(1)                 土状態

下 打製石庖丁12)                下 近世遺構 S K180(奥 ),S K181(手

図 版 129 上 打製石庖丁(3)                 前)(西から)

下 打製石庖丁

“

)           図 版 144 上 近世遺構 S K197(左 ),S K207(中

図 版 130 上 磨製石斧(1)                  央 :大甕底部残存),S K206(右 )

下 磨製石斧9)                   (南 から)

図 版 131 上 磨製石斧13)                下  S E 101全 景(南西より)

下 打製石鍬             図 版 145 上 近世遺構 S X101(洗 い場状遺構)

図 版 132 上 楔形石器                    全景(西 より)

下 礫石錘(1)                 下 近世遺構 S X101(洗 い場状遺構)

図 版 133 上 礫石錘(21                    全景 (北東より)

下 礫石錘(3)            図 版 146 上 近世遺構 S X101(洗 い場状遺構)

図 版 134 上左 磨石                     石積状態(西 より)

上右 敲石

下 石皿

下 近世遺構 S X101(洗 い場状遺構)

(東 より)
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図 版 147 上 市道吉岡・江藤線 トレンチ東壁面   図 版 165 上 S K126出 土磁器

土層序                    下 同上裏面

下 市道吉岡・江藤線 トレンチ南壁面   図 版 166 上 S K130出 土磁器

土層序                    下 同上裏面

図 版 148 上  S K101出 土陶磁器         図 版 167 上 S K139出 土磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 149 上 S K103出 土陶磁器         図 版 168 上 S K140出 土陶磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 150 上  S K107出 土陶磁器         図 版 169 上 S K148出 土磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 151 上 S K108出 土陶磁器         図 版 170 上 S K149出 土陶器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 152 上 S K108出 土陶磁器         図 版 171 上 S K163出 土陶器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 153 上 S Klll出 土陶磁器         図 版 172 上  S K 170出 土陶器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 154 上 S Kl13出 土陶磁器         図 版 173 上 S K176出 土磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 155 上 S Kl14出 土陶磁器         図 版 174 上 S K180出 土陶磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 156 上 S Kl15出 土陶器          図 版 175 上 S K184出 土磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 157 上 S Kl16出 土陶磁器         図 版 176 上 S K186出 土磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 158 上 S Kl18出 土陶器          図 版 177 上 S K187出 土磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 159 上 S K120出 土陶器          図 版 178 上 S K190出 土陶磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 160 上 S K121出 土磁器          図 版 179 上 S K193出 土磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 161 上 S K122出 土陶磁器         図 版 180 上 S K197出 土磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 162 上 S K123出 土陶磁器         図 版 181 上 S K201出 土陶器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 163 上 S K124出 土陶磁器         図 版 182 上 S K204出 土磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図 版 164 上  S K125出 土陶磁器         図 版 183 上 S K207出 土陶器

下 同上裏面                   下 同上裏面
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図版 184 上 S K217出 土磁器          図版 203 上 S K140出 土大甕

下 同上裏面                   下 S K180出 土大甕

図版 185 上 S K218出 土陶磁器         図版 204 上 S K187出 土大甕

下 同上裏面                   下 S K190出 土大甕

図版 186 上 S K220出 土陶磁器         図版 205 上 S K197出 土大甕

下 同上裏面                   下 S K232出 土大甕

図版 187上  S K224出 土磁器         図版 206上  S K20102020203。 233出 土摺鉢の

下 同上裏面                     接合状態

図版 188 上 S K228出 土磁器               下 S K167出 土土師質橋鉢

下 同上裏面             図版 207 上 S K167出 土焙烙

図版 189 上 S K230出 土磁器          図版 208 上 サ39区第 1層出土陶磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図版 190 上 S K232出 土陶磁器         図版 209 上 コ39区第 2層出土陶磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図版 191 上 S D102出 土磁器          図版 210 上 サ38区第 2層出土陶磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図版 192 上 S D104出 土陶磁器         図版 211 上 サ39区第 2層出土陶磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図版 193 上 S D104出 土陶器          図版 212 上 サ40区第 2層出土陶磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図版 194 上 S D107出 土陶器          図版 213 上 シ38039区 第 2層出土陶磁器

下 同上裏面                   下 同上裏面

図版 195 上 S Dl14出 土陶器          図版 214 上 コ39区第 3層出土陶磁器, コ40区

下 同上裏面                     第 3層出土陶器

図版 196 上 S Dl17出 土磁器               下 同上裏面

下 同上裏面             図版 215 上 サ38区第 3層出土陶磁器

図版 197 上 S Dl19出 土陶磁器              下 同上裏面

下 同上裏面             図版 216 上 サ39区第 102層出土陶磁器

図版 198 上 S E 101出 土陶磁器              下 同上裏面

下 同上裏面             図版 217 上 コ40区第 203層 出土陶磁器

図版 199 上 S P234出 土陶器               下 同上裏面

下 同上裏面             図版 218 上 コ39区第 3・ 4層出土陶磁器

図版 200 上 S X101出 土磁器               下 同上裏面

下 同上裏面             図版 219 上 サ38区第 6層出土陶器

図版 201 上 S X101出 土陶器               下 同上裏面

下 同上裏面

図版 202 上 S X 102出 土陶磁器

下 同上裏面
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図 版 220上左 かんざし

上中 同左裏面

上右 キセル吸口

下 砥石

図 版 221上 銅銭(I群 )

下 同上裏面

図 版 222上 銅銭(II群 )

下 同上裏面

図 版 223上 銅銭 (III群 )

下 銅銭(Ⅳ群)

図 版 224上 銅銭(V群 )

下 第 3号土坑墓伴出銅銭

図 版 225 動物遺体 1

図 版 226 動物遺体 2
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第 1章 は じめに

第 1節 調査に至る経緯

一の谷遺跡群が所在する観音寺市古川町,本大町,中 田井町の標高20～ 30mの 平野部には方形

に区画された地割を観察することができることから従前より旧刈田郡における条里制の遺構であ

ると考えられてきた。また本遺跡地に近接して出土したとされている現東京国立博物館所蔵の外

縁付鉦式流水文銅鐸の存在はその周辺地域に弥生時代の拠点的集落が存在することを示唆するも

のとして,衆 目の見解が一致するところであった。

したがって四国横断自動車道 (善通寺～豊浜)のルー トが本遺跡地内に設定されたことによっ

て,香川県教育委員会では発掘調査の必要に迫られたために昭和59年度に予備調査を行い,発掘

調査を要する地区を確定した後に翌60年度から2年に及ぶ本調査を実施した。ただし平塚地区に

ついては作物の収穫前であったため,60年度の本調査と並行して予備調査を行っている。

なお,予備調査開始時においては本遺跡を「刈田郡条里 (I～Ⅳ区)」 と呼称していたが,調査

の結果,弥生時代前期と同終末期から古墳時代初期を中心とした遺跡の実態が明らかになること

第 1図 発掘調査風景 (竹道北 。南地区 )
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により,「条里」の呼称が適合しない事態が生じた。そこで当該地域が旧一の谷村に帰属していた

経緯から前記の 4地区を包括する名称として「一の谷遺跡群」と改めたのである。

一の谷遺跡群の昭和59～ 61年度の調査体制は次の通 りである。

昭和59年度

総括 課 長 遠藤 啓 (～ 11.25)

磯田文雄 (■ .26～ )

林  茂

松本豊胤

中村 仁

下河芳樹 (～ 5。 31)   調査 善通寺連絡事務所

宮谷昌之 (6.1～ )      所 長  石塚徳治 (～ 4.30)

酒井幸子                入江 久 (5.1～ )

前田和也           係 長  伊沢肇一

主任技師 真鍋昌宏

嘱 託  片桐孝浩

主 幹

課長補佐

庶務 係 長

主任主事

主 事

昭和60年度

総括 課 長

教育次長

課長事務

取扱

主 幹

課長補佐

庶務 係 長

主任主事

主 事

磯田文雄 (～ 12.20)

樫原 悠 (12.21～ )

松本豊胤

片山 尭

宮谷昌之

酒井幸子 (～ 5.31)

前田和也

松下由美子 (6。 1～ )

調査 善通寺連絡事務所

所 長  入江 久

係 長  伊沢肇一

番|:瞥  岸上康久
技 師  西岡達哉

嘱 託  田渕裕司
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昭和61年度

総括 課 長  廣瀬和孝

主 幹  松本豊層t

課長補佐 片山 尭

庶務 係 長  宮谷昌之

主任主事 前田和也

主 事  松下由美子

調査 善通寺連絡事務所

久所 長  入江

係 長  伊沢肇一

彗|:詈  岸上康久
技 師  西岡達哉

片桐孝浩

岡田静明

寛磯崎

北山健一郎

嘱 託  田渕裕司

清水周作

隆松浦

馬渕元行 (～ 5。 31)

また, 3年に及ぶ調査に現場作業員として携わっていただいたのは次の方々である。

秋好 正子

石川 清行

太田 春夫 ・

大平 正吉

尾崎 竹男

香川 和代

合田太郎吉

近藤キクエ

篠原 和男

白井  テル

曽川都治廼

高橋  守

田中 幸子

筒井 ヒサノ

安藤 照枝

井上 和子

太田  守

大森 秀夫

織田 高重

片山 康子

後藤 満枝

近藤タマエ

篠原ス ミ子

新田 好美

高橋佳織里

高畑 一男

田辺 ミヤ子

筒井 康夫

石井 節子   石井ツヤノ   石井 筆雄

井上  久   入江 典代   大久保愛子

大西 喜六   大西 末子   大西マサ子

大森 良子   大矢 ツルエ

小野 孝郎   小野マス ミ

加藤悠喜子   亀山秀治郎   川西ハル ミ

小林勝治郎   小林 ミサヲ   小山カズ子

斎藤 清子   坂井スマ子   佐川 真弓

篠原 弘子   篠原  貢   渋谷  泰

資延百合子   関  展子   相馬 浅吉

高橋 千恵   高橋 千弦   高橋フミノ

詫間智恵子   詫間ヨシエ   立石 利幸

近井 友子   筒井しげ子   筒井 千景

堤  久吉   鳥取シゲ子   鳥取 敏子
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鳥取 英子   富田 玉恵   中西シズ子   西宇千鶴子   西岡アヤ子

西岡シゲ子   西岡シゲミ   西岡 智市   西岡フジエ   西岡 行雄

西脇  智   西脇 千春   則包アツミ   則包 恒子   平井美智枝

堀田タヅ子   堀田  実   牧  利光   真鍋 照男   馬渕 岩野

馬tFl加 代子   丸岡 俊明   造酒  茂   三谷サダ子   宮崎ヒサエ

三好 春義   森   潜   森 ミチエ   森  良秋   矢野カツミ

矢野タケ子   横山  薫   吉田美智子

さて,報告書作成のための整理作業は昭和62年度に担当職員 2名で,ま ず香川県教育委員会事

務局文化行政課善通寺連絡事務所において開始し,同年■月 1日 からは香川県埋蔵文化財セン

ターに拠を移して継続した。さらに昭和63年度は本整理業務が四国横断自動車道(高松～善通寺)

の建設に伴 う埋蔵文化財の調査業務とともに財団法人香川県埋蔵文化財調査センターに委託さ

れ,職員 1名 が担当した結果,同年 3月 末日をもって総ての作業を終了することができた。

一の谷遺跡群の整理業務に係わる昭和62・ 63年度の組織は次の通 りである。

昭和62年度

総括 課 長  廣瀬和孝

課長補佐 片山 尭 (～ 5.31)

高木 尚 (6.1～ )

副主幹  小原克己 (6。 1～ )

庶務 係 長  官谷昌之        整理 善通寺連絡事務所

主任主事 前田和也 (～ 5。 31)      係 長  渡部明夫

主 事  松下由美子 (～ 5。 31)     技 師  西岡達哉

三宅浩司 (6.1～ )           岡田静明

水本久美子 (6.1～ )

昭和63年度

文化行政課                財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

総括 課 長  廣瀬和孝         総括 所 長  田丸秀明

課長補佐 高木 尚            次 長  小原克己

副主幹  野網朝二郎 (6.1～ )   庶務 主 査  加藤正司

庶務 係 長  官谷昌之 (～5.31)       主任主事 近藤紀文

主 事  横田秀幸 (6.1～ )       主 事  二宅浩司

水本久美子                供野英二

調査 係 長  大山真充         整理 係 長  渡部明夫
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主任技師 安藤清和

技 師  國木健司

技 師 西岡達哉

また整理作業員として携わっていただいたのは次の方々である。

青木 民江   石川ゆかり   小畑三千代   葛西  薫

高橋 千恵   武田 幸子   千田嘉恵子   筒井 千景

平井美智枝   林  肇子   細川 倫子   真井 典子

第 2図 整理作業風景

田井 照美

白玖 昇子

横田 周子
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第 2節 遺跡 の立地 と環境

1 遺跡の立地

一の谷遺跡群は南北方向に総延長約750mを測る広大な複合遺跡であり,行政区画上は香川県観

音寺市古川町,本大町,中 田井町にまたがって所在する。調査開始時における遺跡地の地目は
,

水田地と畑地が大部分を占めており,平塚地区と竹道南地区の一部に宅地の存在をみることがで

きた。また平塚地区の北方約150mを財田川が西流している。

ところで本遺跡は広義の沖積平野に立地するが,現観音

寺市域において確認されている同時期の集落跡の多くが洪

積台地上に営まれている事実より,本遺跡の立地は特異な

事例であると考えられる。

13
響ツ

`樟

九α

第 3図 ―の谷遺跡群の位置と周辺の遺跡分布図

新
バ

・
Ｊ
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第 1表 ―の谷遺跡群周辺の遺跡地名表

2 周辺の遺跡

現観音寺市域に分布する遺跡については,本報告書シリーズ第 5冊をはじめ『香川叢書考古篇』,

『観音寺市誌通史篇』などの文献において概要を知ることができることから,本項では詳述する

ことは避けたい。しかしながら以下の 8遺跡については一の谷遺跡群との比較資料として不可欠

であると考えられることからやや紙数を割いて紹介することにする。

① 樋ノロ遺跡

一の谷遺跡群平塚地区の北西方約300mの 旧財田川により形成された自然堤防上に所在する。

1987年 の香川県教育委員会による発掘調査の結果,縄文時代後期の溝状遺構と弥生時代前期の木

棺墓34基が検出された。とりわけ後者について居住遺構が共存しない事実により,墓地としての

性格を有していることが推測できる。

② 石の経遺跡

三豊中学校が所在する洪積台地から北西方に派生する緩斜面上に位置 してお り,中 田井町

284～ 286番地の宅地および水田地において遺物の出土が知られている。しかしながら本格的な発

番号 称名 類種
所 在 地

要概
町   名 字  名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

―の谷遺跡群平塚地区
″  香門地区
″  竹道北地区
″  竹道南地区
″ 山の前北地区
″ 山の前南地区

正 福 寺 跡

樋 ノ ロ 遺 跡

阿 弥 陀 寺 跡

坂 屋 敷 遺 跡

満 (万)願  寺 跡

横  田  遺  跡

村 黒 遺 跡

の つ ご 遺 跡
墳

墳

跡

古

古

遺

塚

津

川

大

野

古

谷 間 が 原 遺 跡

石  田  遺  跡

長 砂 古 遺 跡
下 羽 上 古 墳

久 染 遺 跡

墳

跡

墳

塚

跡

跡

跡

跡

塚

跡

』中』　̈井．西の岡遺̈̈
一中

経

中

砂

青

下

向

古

古

み

石

跡

　

　

　

　

　

跡

地

跡

地

跡

地

跡

地

墳

墳

地

地

跡

墳

墳

跡

　

墳

地

墳

Ｄ
土
　
　
　
古

落

″

″

″

″

″

院

　

院

布

院

布

落

布

　

は

制

布

落

落 跡．
　

落

　

　

布

集

　

　

　

　

　

寺

墓

寺

散

寺

散

集

散

円

円

銅

散

集

集

円

集

　

円

散

円

塚 (円   墳)

集 落 跡・ 墓 地

″

布

落

布

散

集

墓

散

地

跡

地

地

大

　

川

本

　

古

本  大

吉  岡

流  岡

村  黒

吉  岡

植  田

古  川

池 ノ 尻

木 ノ 郷

池 ノ 尻

新  田

新  田

原

中 田 井

古  川

中 田 井

前山

塚

門

道

平

香

竹

道  西

本 大 下

本  村

西坂屋敷

横  田

中 新 田

青  塚

向  井

下  所

竹  道

香  門

石 の 経

ご

原

　

下

原

田

古

上

染

つ

原

醜

砂

羽

の

北

　

南

谷

石

長

下

久

本書第2章収録。

本書第3章収録。

本書第4章収録。

本書第5章収録。

詳細不明。

縄文時代後期の溝状遺構と弥生時代前期の木棺墓34基を検出。

阿弥陀堂が遺存する。

詳細不明。

土師器が出土。詳細不明。

住居跡に伴うと考えられる炉跡状遺構 7～ 8基を検出。

円形竪穴住居跡3基 を検出。弥生土器,初期須恵器が出土。

詳細不明。

滅失。詳細不明。円墳 2基を伴う。

墳丘南北20m,東西10m。 横穴式石室長さ2m,幅 lm。

外縁付銀式流水文銅鐸が出土。

詳細不明。

掘立柱建物跡21基検出。弥生土器,須恵器,緑釉陶器が出土

円形竪穴住居跡 1基 と横穴式石室 1基を検出。
須恵器が出土。詳細不明。

方形竪穴住居跡 4基,掘立柱建物跡,溝状遺構を検出。弥生土

器,土師器,須恵器,石庖丁が出土。

詳細不明。

全長57mの前方後円墳。内部主体の詳細は不明。

詳細不明。

方形堅穴住居跡3基 を検出。弥生土器,須恵器,石錐が出土。

壺棺基 1基 と溝状遺構を検出。

溝状遺構を検出。

精円形の封土が遺存する。高さ1.4m。 詳細不明。

方形堅穴住居跡,壷棺墓を検出。弥生土器,土師器が出土。
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掘調査は1961年頃に観音寺第一高等学校,笠田高等学校,観音寺市誌編纂委員会によって実施さ

れた一例に止まっており,他については散発的に遺物が出土した上に散逸が著しく,記録を留め

ていないのが現実である。

さて,管見に触れることの可能な資料にもとずき本遺跡を概観すると,検出された遺構には弥

生時代終末期の竪穴住居跡 1基 と壷棺墓 2基がある。前者はごく一部を検出し得たのみであるた

めに全体像は判然としないが,1辺約3.6mの隅丸方形の平面形態を呈していたこととベッド状遺

構を有していたことが判る。また,後者については検出状況が全 く不明であり,内容物が遺存じ

ていた記録も存在しない。ただし出土した大型の壷形土器の頸部以上の部位が人為的に破壊され

ていたという報告から遺体の埋葬を目的としていたことが容易に推測できるのである。

③ 向井 0西 の岡遺跡

観音寺市中田井町の洪積台地上に営まれており,1985年の圃場整備事業に伴 う事前調査により

正方形の平面形態を呈する竪穴住居跡 3基が重複した状態で検出されている。しかしながら,各

遺構の伴出遺物は弥生時代後期から同終末期の時期に比定することができ,相互に明確な時期差

を見いだすことが困難であることから,短時間内において建替えが行われたことが推測できる。

なお,小規模範囲における調査であるために集落の規模あるいは構造の点については全く判然

としていない。

④ 古川下所遺跡

前述の向井・西の岡遺跡に近接して立地する弥生時代後期の遺跡である。1985年 の調査により,

2条の溝状遺構と土器棺として用いられていたと考えられる大型の壷形土器 1個体分が埋納され

た円形の土坑 1基が検出されている。さらに溝状遺構の埋土中にも大型の壼形土器の破片が多量

に包蔵されていたことから,旧状においてはより多くの埋葬遺構が存在していたことが考えられ

ている。したがって本遺跡に墓地としての性格を与えることにより,居住地を向井 。西の岡遺跡

に推定することも可能ではなかろうか。

⑤ 谷間が原遺跡

従前より石田遺跡の北東方の傾斜面において焼土 と砥石が出土することが知 られていたが,正

確な地点は判然 としていない。また四国横断自動車道の建設に伴 う調査においても遺跡の存在を

確認することができなかった。 したがって詳細については全 く不明ではあるが,上記の遺物から

居住遺構の存在を想定することは可能である。

⑥ 古川遺跡

1923年 4月 に観音寺市古川町南下において外縁付鉦式流水文銅鐸が出土している。水田耕作中

に不時に発見されたために出土状況を知る手がかりは少ないが,鉦部を斜下方に転倒した状態で

埋納されていたという伝承のみが残っている。しかしながら埋納施設の存否,あ るいは伴出遺物

の有無についての記録は皆無である。

-8-



⑦ 村黒遺跡

舌状を呈する洪積台地の先端部に立地しており,弥生土器,土師器,須恵器が採集されている。

特に須恵器については蓋杯,高杯,魅,器台,甕の器形をみることができ,形態と製作技法の面

において陶邑第 1型式の資料に類すると考えられる。

なお遺構については3基の円形竪穴住居跡が検出されているが,詳細は知り得ない。

③ 久染遺跡

母神山北麓に営まれた弥生時代後期から古墳時代初期の集落跡であり,1986年の観音寺市教育

委員会の発掘調査により方形の平面形態を呈する竪穴住居跡 4基 (焼失家屋 1基を含む)を はじ

め掘立柱建物跡,溝状遺構などが検出されている。また竪穴住居跡の伴出遺物にはサヌカイトを

用いた打製石庖丁がみられることから,当該時期においても依然石器が農耕具の主要な役割を占

めていたことを示唆している。
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第 3節 調査の方法

発掘調査が予備調査と本調査に大別される点については既に述べた通 りであるが,それぞれは

目的と方法を異にしている。そこで本節では,各調査の目的を明らかにし,その目的追求のため

に筆者ら調査担当者が選択した手段について報告する。

① 予備調査

予備調査の目的は本調査の計画を立案するための基礎的な資料を提供することであった。すな

わち許容される最大面積の トレンチ掘削を行 うことにより土層序の把握,遺構の性格と密度なら

びに遺物包含層の状態の確認,さ らに旧地形の推定などの課題について調査を実施した。なお ト

レンチの設定に当っては調査対象地区の中央部分を分断することを避けるために,ルートの縁辺

部を選んでいる。

調査方法は重機を用いて表土 (近 。現代耕作土)を除去した後,人力により地山 (無遺物層)

までの掘削を行ったが,地山上面に厚い堆積層が確認された地点については適宜機械力により掘

削を進めた。当調査において重機を用いたのは調査期間を短縮することを意図していたためであ

る。また同様の理由により,検出した遺構および土層序についても略測のみを行 うことに止めた。

② 本調査

一の谷遺跡群の予備調査対象地区は主要地方道観音寺・池田線以南の総延長約2.7kmの 平野部で

第 4図 予備調査風景
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第 5図 一の谷遺跡群調査区設定図
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あったが,予備調査の結果,平塚,香門,竹道北,竹道南,山の前北,山の前南の各地区につい

て本調査が必要であることが判明した。とりわけ平塚,竹道北の 2地区において遺構密度が高く,

遺物が相当量包蔵されていると推測されたのである。

そこでこれらの予備調査のデータに基づき,以下の本調査の計画と方法を立案した。

1。 上記の全地区について全面発掘を実施するものとする。ただし,山の前北・南地区の一部は

遺構の密度,遺物の包蔵量とも稀少であるために,土層序の追跡と旧地形の解明を目的とした調

査を行 う。

2。 地区割は国土地理院国土座標第Ⅳ座標系に拠 り,全調査対象地区が完全に包括できる範囲に

地区名を施すことにした。地区割の最小単位は20m× 20mの 方形区画であり,北から南ヘア～り
,

西から東へ 0～ 44の 連続する標示を行っている。

3.重機の使用目的は表土の除去に限定するが,遺構面の上位に厚い覆土が堆積する地点につい

ては適宜遺構面直上まで機械力により掘削を行 う。これは調査期間の短縮化を計るものである。

4.記録方法については以下の通 りである。まず地形測量図は日本道路公団により作製された丈

量図 (500分の 1)を利用した。これは既に遺跡地が総て水田地または畑地化していたためにあえ

て小縮尺による地形測量の必要性が認められなかったためである。

また遺構平面測量図と土層序断面測量図は実物の20分の 1の縮尺で作製することを基本とした

が,必要に応じて10分の 1, 5分の 1, 2分の 1な どの小さい縮尺を併用することにより最善の

記録保存方法を実施する様注意した。

さらに写真撮影は35mmと 60mm× 90mmフ ィルムを併用する。

5。 遺構の呼称方法は発見順序に従って通し番号の名称を与えることを基本とするが,平塚地区

検出の遺構についてのみ, より北部に位置する遺構に若い番号を与える。また香門,竹道北・南,

山の前北 0南地区検出の各遺構は総て01か ら始まる番号により,平塚地区の遺構については混乱

を避けるために101あ るいは301(近世以前の掘立柱建物跡については401)か ら始まる番号で略称

する。

以上の計画と方法により,本調査に着手した。
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第 4節 土層序 について

基本層序については各調査区における調査概

要の報告時に,個々に触れることが原則である

と考えられるが,調査結果より総ての調査区に

はぼ共通する土層序を観察することができたこ

とから本節に包括して記述することにする。

発掘調査により本遺跡地においては,表土(現

代の水田地あるいは畑地の耕作土)を除去した

直後に大部分の遺構が埋没する状態を確認して

いる。すなわち廃絶した遺構を被覆する土壌が

存在していない事実は,遺構の埋没後に人為的
第 6図 基本土層序 (チ28区南壁面)

な掘削による地形の改変が行われたことを示唆していると考えることができよう。とりわけ遺構

面の直上に現代の耕作上が整合的に堆積する点により,遺構の覆上の削取の時期については極め

て現代に近い時期を推測している。

さて,以下に基本的な土層序を例示しておく。

第 1層 (I層) 現代の水田地あるいは畑地の耕作土である黒色腐植土層。また一部分は家屋

の地覆土である。

第 2層 (II層)現 代の水田に伴 う黄白色砂質土層であり,鉄分が著しく沈着することにより,

赤色に変色する部分をみることができる。俗に「床土」を呼ばれる人為的に客土された土壊に相

当する。

第 3層 (Ⅲ層) 本遺跡の大部分の遺構の基盤層を形成している黄褐色粘質土層について, こ

の呼称を用いているが,平塚地区に展開する徴高地形の上位面の一部においては上記の第 1層の

直下に最大径 5～ 10mの砂岩の円礫を主体とする砂混じりの礫層を検出することができたことか

ら,同土壊についてもこの名称により呼称している。なお両層序ともに旧石器時代の遺物を包蔵

する事実が判明したが,遺物量が少ない点と洪積層の直上面までの深度が相当規模に及ぶことが

想定されたために,本調査においては最終の掘削層との認定に至った。

ところで,竹道北地区の南,北縁辺部および平塚地区南,北,西縁辺部においては本層序上面

の絶対高が緩く下降した後に,その上位に複数の砂質土壊が堆積する状態を確認しており,特に

後者においてはこれらの土壊中より弥生時代前期と同終末期の人工遺物を相当量採取している。

なお,本調査において確認することのできた土壌については,第 1, 2層 を除き,総て自然堆

積によるものと考えることができるが,各層序は整合的に水平堆積の状態を示している。なかで

も平塚地区における厚い遺物包含層は小規模な埋積谷の覆土であることが考えられよう。
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第 2章 平塚・ 香門地区の調査

第 1節 調査の経過と概要

はじめに一の谷遺跡群の各地区の調査順序を明らかにしておく。昭和60年度は香門地区を皮切

りとして,山の前南地区および山の前北地区の工事用道路部分,竹道南・北地区,山の前南・北

両地区の残部の順に調査を行い,昭和61年度に竹道南地区の残部と平塚地区の調査を実施した。

そこで最初に香門地区の調査の経過と概要を報告する。現場事務所の落成 (1985年 5月 22日 )

に先立つ同月15日 に杭打ちを行い,本格的な全面発掘調査を開始した。ところが,観音寺市域の

平野部における大規模な発掘調査は過去に実施されておらず, しかも調査員一同に当地での調査

経験がなかったことから, しばらくは土壌に不慣れであり, さらには調査期間が稲作の植付時期

に合致していたために調査区が再三にわたり冠水したこともあって当初の計画からやや遅延して

終了することができた。

調査により検出された主な遺構は掘立柱建物跡 2棟 (S B01002)と 溝状遺構 (S D04005)

である。前者については時期を特定する遺物を伴出していないが,現存する方格地割の方向性に

一致する点において注目され,ま た後者は多量の弥生土器片を包蔵しており,予備調査のデータ

を裏付ける資料となった。

しかしながら,当該地区の遺構密度は後述する平塚地区に比すると極めて稀薄であり,同一の

遺跡とは考えられても既にその縁辺部に相当していることが判った。

次に平塚地区の調査の経過と概要を報告する。調査区の設定に着手したのが1987年 4月 3日 で

あり,同月8日 には重機を用いてコ40区の表土 (現代耕作土)の除去を行った。しかしながら現

場事務所の建設が予想外に手間取 り,同 月24日 に至ってようやく落成したため現場作業員の就労

を開始した。したがって調査開始時期においてほぼ lヶ 月間のロスタイムが生じたこととなるが
,

とりわけ1987年 12月 を全調査の終了期限とされた同地区の調査においてはこのロスタイムは調査

終了時まで大きく影響を及ぼした。

調査は道路公団の要望に応えて,調査地の一部に工事用道路を仮設した後に,工事の急を要す

る地区から実施した。このため筆者らの設定した方形の地区割の利点が最大限に発揮できる機会

は極めて少なくなった。

第 1の調査地区はケ37～ 39区 ,コ 35～ 40区 ,サ 35～ 40区 ,シ 37～ 39区であるが,前述の様に既

に調査区西端部に最大幅12mの工事用道路が仮設されていたためにその部分についてのみ移設後

に調査を行っている。当該地区は予備調査の結果,遺構密度が低いことを推定していたものの,

コ39040区 ,サ 39・ 40区において彩しい数の土坑を主体とした近世遺構群を検出し, さらに下位

において堅穴住居跡 3基 (S B327・ 328・ 329)と 複数の土坑の調査を行った。

ところが,近世遺構群は上記地区外においては皆無であり,土坑,溝状遺構,土器棺墓, ビッ
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卜群などを検出するに止まった。特にこれらの地区の遺構は本遺跡の基盤層を形成する礫混 りの

砂層を穿って設けられている点が特徴であり,近世遺構群を検出した調査区が複数の遺構面を有

し, しかも基盤層上に土砂が厚 く堆積する点から両地区間には地形および土地利用の点で大きい

差異が存在することが明らかになった。

本地区は8月 27日 に調査を終了するが,既に市道吉岡 。江藤線以南の地区についても調査を併

行しても、る。調査開始は8月 5日 である。やはり道路公団よリカルバートボックスと工事用道路

の建設に掛る地区を先行して調査されたいとの要請があり, これに応えた複雑な調査工程を設定

した。すなわち市道吉岡・江藤線の南部に接する部分 (市道以南14mの範囲),調査区東端部 (幅

10m),調査区南端部の市道江藤・古川線以北12mの範囲について順次調査を行ったのである。前

者の調査により,シ 37038区において基盤の砂礫層が表土 (現代耕作土)直下に検出され,西方

へ傾斜する状況が認められた。この堆積状況は市道吉岡 。江藤線以北の調査で確認した事実に一

致する。

検出した遺構はシ37区において基盤層を穿って構築された竪穴住居跡(S B 301)1基 があるが
,

遺構密度は低い。

つづく東端部の調査では遺構の遺存状態と内容さらに土壌および地形条件から集落中心部の存

在を推測することが可能になった。すなわち竪穴住居跡 9基 (S B303～ 305,308～ 313)の存在

を確認することにより集落内における居住域の南北方向への拡がりを明確にした。しかも基盤を

形成する土壌が黄褐色粘質土である点がこれまでの調査において確認した基盤の土壌 (砂礫層)

と全く異なるデータであり,両者の堆積関係について,砂礫層の上位に黄褐色粘質土が整合的に

堆積している点が明確にできた。また黄褐色粘質土の堆積する地点が微地形における周辺部分に

比した高地部分である点をも指摘することが可能になった。

調査対象地区の南端部に相当するセ32～ 34区, ソ33～ 35区の調査は,東端部の調査データおよ

び昭和59年度に実施した市道江藤・古川線以南の予備調査結果から集落の縁辺部を検出すること

が可能であると予測された。事実,セ 33区において竪穴住居跡 1基 (S B325)力 検`出された以外

には居住域を示す遺構は確認できず, しかもソ34035区 において不明遺構 (S X312)の下位に最

大幅928cm,最深部133cmの河道跡が存在することが判明した。この河道跡については湧水が激し

いために全面発掘は行えず,一部 トレンチ調査を実施した。この結果,下層より弥生時代前期の

遺物を採取した。しかしながら,完全に埋没した時期を明確にする遺物は遺存していないために
,

既に調査を終了した竪穴住居跡群との関連は判然としなかった。

ところで,南半部の調査に併行して,北半部の残地区の調査を8月 20日 より開始したが,調査

に当っては現有の調査能力では対処不可能と判断したため,急逮調査員,現場作業員を増員して

体制を強化することにした。 8月 末日をもって市道江藤 0本村線以南10mの範囲の調査を終了し

なければならないという強行なスケジュールではあったが,県下初見の弥生時代前期の竪穴住居
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跡 1基を検出する成果をあげることができた。また,その後の調査では平形銅剣の一部破片が出

土しており,遺構密度は稀少ではあるものの,資料価値の高い遺物を入手している。当該地区に

ついては9月 末日の用地引き渡しをもって調査を完了した。さて,工事工程との関連において検

出した遺構は調査終了後,即ちに破壊されるという実状であったことから,少 しでも多くの人々

に調査成果を周知する目的により, 9月 13日 午後 1時 30分から堅穴住居跡群の解説を中心とした

現地説明会を実施した。その結果400名 を超える参加があり,調査員一同市民の調査に対する関心

の強さを改めて実感したのである。

次の調査区は前述の徴高地部分の残地であり,既に終了した東端部の調査成果から,集落の中

心部分が明らかにできることが期待された。しかしながら,ス 35区及びセ34区以西には黄褐色粘

質土の堆積は認められず,基盤の砂礫層が著しく下降することが判明した。しかもシ34区 ,ス 340

35区,セ 34区において検出された竪穴住居跡はS B314～ 324であり, S B318 0 324以西には全く

存在しておらず ,さ らに同時期の遺構を共伴しないことから,当該地区が集落の縁辺部に位置す

るとの判断に至ったのである。

一方,西半部分は基盤層の上位に厚い堆積層を有し,複数の遺構面が埋没することを再認識し

た。この点については既に北半部の調査により徐々に認識を深めており, しかも予備調査時に明

らかに検出レベルの異なる複数の遺構の存在を確認していたことから,全 く想像を絶する事実で

第 7図 現地見学会風景
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はなかったが,遺構の基盤を形成する土壌と遺構の埋土が酷似することおよび基盤土壊と覆土の

識別に手間取ったことの 2点が調査を難渋させる要因となったのは確かであろう。

竪穴住居跡以外の特に注 目される遺構 としては S D301,S X328,掘 立柱建物跡 (SB
401～ 404,406～ 410,412,413)が ある。前者は過去の調査により,その一部を確認していたが,

ス35区においてはぼ直角に屈曲することが判明した。しかしながらS D301に囲まれた微高地上に

おいては,共伴する遺構が存在しない。

また,S X328は性格不明の土坑状を呈する大型の遺構であるが,弥生時代後期前半頃に埋没し

たことが判る。この時期の遺構は全調査区において他に例がない。

さらにス35区 に所在するS B406は大型の柱穴を有しており,他の同形態の建物跡とは規模のみ

ならず明らかに性格を異にするものと考えられた。

平塚地区の調査は,対象地区の西辺部に相当する仮設工事用道路部分直下の調査をもって終了

するが,本調査区においては古墳時代初期の遺構は全く遺存しておらず,改めて当時の集落の縁

辺部を占地していることが判った。さらに,新知見として弥生時代前期の土坑群の存在があった。

既に北半部および微高地部分において同時期の遺構を確認してはいたものの,移 しい数の遺構が

短時間内に複合する事実を知 り得たのである。この調査で確認できた弥生時代前期の遺構数は県

下においては前例をみないものである。

さて, この調査途上において,当該地区に

おいて古墳時代初期の遺構を全 く検出しな

かった点から,その土地利用について疑間点

が浮かび上がり, とりわけ顕著な遺構を伴わ

ない水田跡に代表される生産跡と考える見解

が強まった。そこで水田跡の存否を再確認す

ることを目的として古環境研究所に土壊分析

を委託した(11月 25,26日 )。 分析試料のサン

プリング地点と分析結果については後に詳述
第 8図 土壌分析試料サンプリング風景

する。

以上の経過により,1986年 12月 24日 に全調査区を引き渡して現場調査を終了した。

ところで,平塚地区の調査は一の谷遺跡群において遺構の密度,遺物の出土量ともに他を圧倒

していた。したがって現場調査後に実施した整理作業においても当然中心を成したことから作業

経過については本節に総括して報告することとし,各節においては省略したい。

整理作業は昭和62年度から63年度にかけて計24ヶ 月を費した。その主な工程は第 2表に掲げる

通 りである。

さて,本報告書作成に携わった調査員は 2名である。すなわち現場調査が最大規模を有してい

-18-



た時期に総数10名 が在職していたことを考えると決して各調査員の意とした点の総てを網羅して

報告し得たか否か疑問点を残していると言わざるを得ないと考えている。

なお整理作業は香川県教育委員会事務局文化行政課善通寺連絡事務所と香川県埋蔵文化財セン

ターにおいて実施した。

第 2表 整理作業工程表
1987年

4   月 5   月 6   月 7   月 8   月 9   月 10 月 ‖  月 12 月

1988年

1  月 2   月 3   月

近世陶磁器・土器復元

|         

‐

|´

|

丘世陶磁器・土器扶浪]

弥生 土器・上自器・須恵 裾復元

1988年
4   月 5   月 6   月 7   月 8   月 9   月 10 月 ‖  月 12 月

1989年

1  月 2   月 3   月

弥生土器・土師署・須恵器実浪]
l

遺構図レイアウ ト・ト ― ス ¬
遺物レイア 卜・ トレー ス

原 稿  執

遺物一覧表作成

1 逼場写真轟

筆

影

浄書 編集
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第 2節 弥生時代前期の遺構 と遺物

1 竪穴住居跡

(1)分布状態 (第 9図 )

弥生時代前期の竪穴住居跡は総数 2基を検出することができたが,約150mの距離を隔てて所在

することから,同一の集落を形成していたとは考え難い。

また,両遺構の位置は後述する同時代終末期から古墳時代初期の集落跡に合致しない事実が判

明している。

0

力

キ

ク

ケ

50m

コ

サ

ス

セ

ソ

33    34    35    36    37    38    39    40    41

第 9図 平塚地区竪穴住居跡分布図(|)

Ｔ
．

Ｎ

第 3表 平塚地区竪穴住居跡一覧表 (|)

遺 構 名 称 略 称 位 置

規 模

形   態 主 軸 方 位 挿 図 番 号

長径 短径 深度

第30号竪穴住居跡 S B330 つ卜35 10～ 14 不整円形 第10図

第31号堅穴住居跡 S B331 ク42 円形 第11～ 14図

規模 :単位cm

―-20-―



(2)第 30号竪穴住居跡 (S B 330)

①遺構について (第10図 )

1。 位 置

サ35区中央部やや東寄 りの位置において検出した。当該地は調査対象地の西端部に相当する。

2.形態と規模

西壁面の一部に屈曲部を有するために平面形態は不整円形を呈するが,掘削プランが正円形で

あったことは明らかである。また規模は長径348cm,短径345cm,最新部14cmを測る。

埋土は 3層 に大別できるが,いずれの層序も水平堆積の状況を示している。

3.構 造

主柱穴と考えられるPl～ 4は P2, P3の柱間距離が短いために正方形の配置にはない。

また炉跡は床面中央部に設けられており,長楕円形の平面形態を呈し,長径34cm,短径27cm,最

深部22cmの 規模を測る。

なお床面においては主柱穴以外のビットを11基検出している。これらは規模の大小により以下

の 3群に大別することが可能である。 1.平面規模が主柱穴のそれ以下の遺構。 2.平面規模が主

柱穴のそれに匹敵する遺構。3.平面規模が主柱穴のそれを超える遺構。ただしいずれも規則的な

配置にないことから上部構造を有していたとは考えられない。ところが第 3群においては掘削位

ょ
=1330堕

A′

0        1m
ト ー r― T― ¬ ― 〒

「

~ギ
‐

第 10図  第30号竪穴住居跡実測図
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①黄灰色砂質33粘 質土
②費灰褐色砂質弱粘質土
③黄自灰色砂質弱粘質土
(一部に炭化物を含む)

④黄灰色砂質弱粘質土
⑤黄灰色砂質弱粘質土
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置が壁面に近接していることに注目しなければならないであろう。従前より竪穴住居は円錐形の

上部構造を有することが唱えられてきたが, この通説に従 うならば壁面部において生活空間が最

も狭小になる。すなわち壁面直下の床面は生活の場としては適さない空間と言えよう。そこでこ

こではこれらの遺構には貯蔵穴の性格を与えるが,内容物が出土しなかった点と深度が小規模で

ある点から積極的な論拠に欠けていることは否定できないであろう。

本住居跡においてはベッド状遺構,壁溝を検出することができなかった。

4。 遺物の遺存状況

床面に遺存していた遺物は総て弥生土器の小破片であり,完存するものは皆無である。したがっ

て住居の廃絶時において遺物が搬出されたことが推測できよう。

また,東壁面に近接する位置に焼土塊と炭化物が集積する状態を検出している。おそらくこれ

らの遺物については炉跡内部から搬出された後にこの位置において保存されたものと考えられ

る。

(3)第31号竪穴住居跡 (S B331)

①遺構について (第11図 )

1。 位 置

一の谷遺跡群のなかで弥生時代前期の竪穴住居跡は 2基確認されている。 うち 1基は,ク 42区

で検出された。

2。 形態 と規模

この竪穴住居跡は,直径980cmの 円形の竪穴住居跡である。

3。 構 造

検出遺構面から床面までは深い部分で12.8cm,浅 い部分は包含層が被っていただけで残 りは悪

くかなりの削平を受けていたものと思われる。中央部には直径200cm,短径140cm,最深部50cmの

炉跡を持つ。この炉跡の埋土には多量の炭化物 と炭が,何層にも堆積 していた。また形状につい

て細か く観察すると短辺方向に突出した深い部分があ り,炊 き日の可能性を考えさせる。床面で

は竪穴住居を構成するであろう柱穴が多数検出された。 これらの柱穴は中央の炉跡を中心 として

円形に並んでお り,数回の建て替えが考えられる (第11図 )。 ここでは 3回の建て替え (A一 B一

C)が推定され, この建て替えごとの柱穴の深さを見るとA(27。 9cm)一 B(32.6cm)一 C(36.7

cm)と なり,規模が大きくなるにつれて深 くなっていることが判る。また中央の炉跡を中心 とし

てやや小さい柱穴が円形に並ぶのはおそらく炉の周 りの棚になるのではないだろうか。

4。 遺物の遺存状況

この竪穴住居跡の床面直上からはほとんど遺物は出土 しておらず,第 14図 に示 した遺物は住居

跡の埋土中より出土 したものである。また埋土中より多量のサヌカイ ト片が出土している。第13

図に示 した石鏃は埋土中及び柱穴より出土 したものである。

―-22-―
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第‖図 第31号竪穴住居跡実測図
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②伴出遺物について

竪穴住居跡より出土した土器はほとんど破片で残 りの良いものはなかった。しかしサヌカイ ト

は製品 。未製品 。チップなどを含め多数出土している。

1。 土器 (第 12図 1～ 10′ 14′ 15)

壺形土器

9～ 12は壼形土器の底部である。しっかりした平底を呈している。

甕形土器

1～ 8,14,15は甕である。日縁部が如意状に開くもの(1, 2,15),逆 L字形を呈するもの

(3～ 7,14)と 2種類あり、やや後者の形態が多い。日縁部下には沈線を施すもの (4・ 5条 )

と施さないもの,ま た沈線下に刺突文を施すもの (8)な どがある。

2。 土製品 (第12図 13,16)

13,16は不明土製品である。16は上部に穿孔がみられる。

一
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丁
睫
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-府
14             15

0          1 ocln

第 12図  第31号竪穴住居跡伴出遺物実測図
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3。 石器 (第 13,14図 )

また住居跡内より多数の石器が出土している。これらは床面直上のもの (第 14図 1～ 14)と 柱

穴出土のもの (第 13図 1～ 32)である。第13図 1～ 28は石鏃である。凹基式・平基式 。凸基式の

ものがみられる。29～ 32は石錐である。第14図 1は打製の石庖丁である。刃部は直線的に作 り,

背面を湾曲させている。 2～ 10は石鏃である。11～ 14は石錐である。

匁
― 2

も
一 7

偽―
~3

-ヽ

8

灯

―

⌒

4

―

覺

―

9

ハ
5

-0-

⌒

10

ι

`]∫

)―

―
6

a
12

第 14図
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2土 坑

(1)分布状態 (第 15図 )

総数183基の土坑を検出した。特に後出する竪穴住居跡群が立地する微高地形の北・西縁辺部に

密集して分布する点が注目されるが,遺構相互の位置関係により第 1～ 30土坑群を想定すること

ができる。

第 15図  平塚地区土坑群分布図(|)
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遺構名称 略  称 位置
規 模

形  態 主軸方位 挿図番号
長径 短径 深度

第 1号土坑 S K301 コ37 290 113 15～ 21 長楕円形 N-62° 30′ ―E 第60,62図

第 2号土坑 S K302 コ37 6～ 42 不定形 第62図

第 3号土坑 S K303 シ37 112 不定形 N-26° 30′
―E 第69,70,72図

第 5号土坑 S K305 シ
::

198 不定形 N-85° ―W 第85,87図

第 7号土坑 S K307 う卜37 8～ 15 不整長楕円形 E―W 第61～ 63図

第 8号土坑 S K308 X36 隅丸長方形 N-76° 30′ ―E 第92～ 98図

第10号土坑 S K310 ス36 10～ 17 長楕円形 N-50° 30′ ―W 第92,99図

第12号土坑 S K312 ス36 140 隅丸方形 N-47° 一W 第92,100図

第15号土坑 S K315 ス37 円  形 第86,87図

第17号土坑 S K317 ス37 長楕円形 N-65° 30′ ―E 第87図

第18号土坑 S K318 ス37 円  形 第87図

第19号土坑 S K319 ス37 円  形 第87図

第20号土坑 S K320 ス37 隅丸方形 N-53° 30′ ―W 第87,88図

第21号土坑 S K321 ス37 126 29～ 42 隅丸三角形 N-71° ―W 第87,89,90図

第22号土坑 S K322 ス37 142 長楕円形 N-55° 一W 第87図

第23号土坑 S K323 セ35 101 長楕円形 N-13° ―W 第125～ 127図

第24号土坑 S K324 セ35 不 定 形 第126,128図

第27号土坑 S K327 ス33 126 24～ 26 長楕円形 E―W 第146,147図

第28号土坑 S K328 ス32 円   形 第147図

第29号土坑 S K329 ス32 17～ 26 円  形 第147,148図

第30号土坑 S K330 ス32 7～ 37 不整隅丸方形 N-36° ―E 第147図

第31号土坑 S K331 ス32 178 22‐
ψ30 不定形 N-35° 一W 第147図

第32号土坑 S K332 ス32 114 長楕円形 N-73° 30′ ―W 第147図

第 4表 平塚地区土坑一覧表(1) 規模 :単位cm
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遺構名称 略  称 位置
規 模

形  態 主軸方位 挿図番号
長径 短径 深度

第33号土坑 S K333 ス32 3～ 12 長楕円形 N-6°一W 第147図

第34号土坑 S K334 ス32 142 4～ 20 不 定 形 N-70° 30′ ―E 第147,149図

第35号土坑 S K335 ス37 174 13～ 20 隅丸方形 N-54° ―E 第91図

第36号土坑 S K336 ス33 長楕円形 N-72° ―E 第147図

第37号土坑 S K337 ス33 長楕円形 N― S 第147図

第38号土坑 S K338 シ36 不整隅丸方形 N-44° 一E 第92,101～104図

第39号土坑 S K339 コ39 隅丸方形 N-51・ 30′ ―W 第28図

第40号土坑 S K340 コ39 7～ 13 不整円形 第28図

第41号土坑 S K341 コ39 92 不整円形 第28図

第42号土坑 S K342 コ39 10～ 18 隅丸方形 N-41° 30′ ―E 第25,28図

第43号土坑 S K343 コ39 20‐
‐50 不整隅丸方形 N-26・ 30′ ―E 第28,29図

第44号土坑 S K344 コ39 100 8～ 14 不整円形 第28,30図

第45号土坑 S K345 コ39 隅丸方形 N-17・ ―E 第28,31,32図

第46号土坑 S K346 コ39 108 80 10～ 17 隅丸長方形 N-87° ―E 第28,33図

第47号土坑 S K347 コ39 95 不整隅丸長方形 N― S 第28,34図

第48号土坑 S K348 コ39 長楕円形 N-36° 30′ ―W 第28図

第49号土坑 S K349 コ39 不整長楕円形 E―W 第28図

第50号土坑 S K350 コ39 長楕円形 N-29° 一W 第28,35図

第51号土坑 S K351 コ39 29～ 45 不整円形 第28図

第52号土坑 S K352 コ39 10～ 15 不整隅丸長方形 N-47・ 30′ ―W 第28図

第53号土坑 S K353 コ39 隅丸長方形 N-19° 一W 第28図

第54号土坑 S K354 コ40 隅丸長方形 N-52° ―E 第28,36図

第55号土坑 S K355 コ39 98 不整円形 第28,37図

―-29-―



遺構名称 略  称 位置
規 模

形  態 主軸方位 挿図番号
長径 短径 深度

第56号土坑 S K356 コ39 隅丸長方形 N-38° ―W 第28図

第57号土坑 S K357 コ39 不整隅丸長方形 N-62° ―E 第28,38,39図

第58号土坑 S K358 コ40 176 不整円形 第28,40図

第59号土坑 S K359 コ40 35-50 不整長楕円形 N-22° ―W 第27図

第60号土坑 S K360 サ39 24-30 円  形 第28図

第61号土坑 S K361 サ39 140 105 隅丸方形 N-89° 一W 第28,41図

第62号土坑 S K362 う卜39 255 36～ 41 不整隅丸六角形 N-65° ―E 第45,47図

第63号土坑 S K363 う卜39 158 100 不整円形 第46,47図

第64号土坑 S K364 サ40 不整円形 第28142～ 44図

第65号土坑 S K365 コ39 65 10～ 15 不整方形 N-50° 30′ ―E 第28図

第66号土坑 S K366 X33 86 円  形 第136図

第67号土坑 S K367 ス33 158 26-48 不整隅丸方形 N-15° 30′ ―E 第133,136図

第68号土坑 S K368 ケ41 隅丸長方形 N-72° ―E 第16～ 19図

第69号土坑 S K369 ス33 22-27 長楕円形 N-73° 一E 第134,136図

第70号土坑 S K370 ス33 円  形 第136図

第71号土坑 S K371 ス33 長楕円形 第135,136図

第72号土坑 S K372 ス33 106 隅丸方形 N-46° 30′
―E 第144,145図

第73号土坑 S K373 ス33 14～ 19 不整隅丸方形 N-46・ 30′ ―E 第144図

第74号土坑 S K374 ス33 96 2～ 6 隅丸方形 N-20° 一E 第144図

第75号土坑 S K375 ス33 68 11～ 15 不整円形 第144図

第76号土坑 S K376 ス33 63 長楕円形 N-13・ 30′ ―E 第144図

第77号土坑 S K377 ス33 111 隅丸方形 N-66° 30′
―E 第144図

第78号土坑 S K378 ス32 65 長楕円形 N-43・ 30′ ―W 第147図
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遺構名称 略  称 位置
規 模

形  態 主軸方位 挿図番号
長径 短径 深度

第79号土坑 S K379 ス32 隅丸方形 N-69° ―E 第147,150図

第80号土坑 S K380 ス32 長楕円形 N-5° 30′ ―E 第147図

第81号土坑 S K381 ス32 円  形 第147,151図

第82号土坑 S K382 ス32 長楕円形 N-42° ―E 第147図

第83号土坑 S K383 ス32 長楕円形 N-38° ―E 第147,152図

第84号土坑 S K384 ス32 128 15～ 22 長楕円形 N-45° ―E 第147図

第85号土坑 S K385 ス32 112 86 隅丸方形 N-51・ 30′ ―E 第147図

第86号土坑 S K386 ス32 114 隅丸方形 N-73° 30′ ―E 第147図

第87号土坑 S K387 ス32 116 114 不整円形 第147,153,154図

第88号土坑 S K388 ス32 142 隅丸長方形 N-53° 一E 第147図

第89号土坑 S K389 t`34 長楕円形 N-46・ 30′
―E 第129,130図

第90号土坑 S K390 t434 103 21～ 25 不整円形 第129図

第91号土坑 S K391 式
`34

長楕円形 N-47° ―E 第129図

第92号土坑 S K392 t434 143 不整隅丸方形 N-38° ―W 第129,131,132図

第93号土坑 S K393 コ38 162 120 20‐
‐39 長楕円形 N-55° 30′ ―W 第50,56図

第94号土坑 S K394 コ38 106 長楕円形 N― S 第51～ 53,56図

第95号土坑 S K395 コ38 不整円形 第54～ 56図

第96号土坑 S K396 コ38 20-30 隅丸長方形 N-29° 30′ ―E 第56図

第97号土坑 S K397 う卜38 186 46‐
V52 隅丸方形 N-10° 30′ ―E 第56～ 58図

第98号土坑 S K398 う卜38 176 方形か? N-43・ 30′
―W 第56図

第99号土坑 S K399 サ37 不整円形 第56,59図

第100号土坑 S K400 ケ41 隅丸方形 N-51° 30′ ―E 第16図

第101号土坑 S K401 サ36 325 50～ 81 不整隅丸長方形 N-15° 一W 第80,82図
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遺構名称 略  称 位置
規 模

形  態 主軸方位 挿図番号
長径 短径 深度

第102号土坑 S K402 サ36 175 9～ 12 長楕円形 N-77・ ―W 第81,82図

第103号土坑 S K403 う卜36 145 17～ 35 隅丸長方形 N-11° ―E 第82～84図

第104号土坑 S K404 シ36 265 長楕円形 N-72・―W 第71～ 74図

第105号土坑 S K405 シ36 長楕円形 N-68° 30′
―E 第72,75図

第106号土坑 S K406 シ36 110 7～ 19 円  形 第72,76,77図

第107号土坑 S K407 シ36 42～ 71 不整隅丸長方形 N-58° 30′ ―E 第92図

第108号土坑 S K408 シ36 115 長楕円形 N-15° ―E 第109図

第109号土坑 S K409 シ36 345 50-62 不整長楕円形 E―W 第72,78,79図

第110号土坑 S K410 シ33 222 不 定 形
N-28° 30′ ―E
(北半部土坑)

第136～ 138図

第111号土坑 S K411 シ33 92 円  形 第136図

第112号土坑 S K412 シ33 円  形 第136図

第113号土坑 S K413 シ33 120 不整円形 第136図

第114号土坑 S K414 シ33 長楕円形 E―W 第136,139図

第115号土坑 S K415 シ33 15～ 21 円  形 第136,140図

第116号土坑 S K416 シ33 22～ 28 不 定 形 第136,141図

第117号土坑 S K417 シ33 116 不 定 形 第136,142図

第118号土坑 S K418 シ33 106 34´
‐40 不整円形か? 第136図

第119号土坑 S K419 シ33 103 23-‐ 28 不 定 形 第136図

第122号土坑 S K422 t`34 121 113 21～ 25 隅丸方形 E―W 第155,157図

第123号土坑 S K423 t`34 長楕円形 N-28° 30′ ―E 第157図

第124号土坑 S K424 ウト36 不整円形 第82図

第125号土坑 S K425 サ36 63 49～ 61 不整円形 第64図

第126号土坑 S K426 サ36 不整円形 第64図
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遺構名称 略  称 位置
規 模

形  態 主軸方位 挿図番号
長径 短径 深度

第127号土坑 S K427 コ36 長楕円形 N-43・ 30′ ―E 第64,65図

第128号土坑 S K428 コ36 103 不 定 形 第64,66図

第129号土坑 S K429 コ36 円  形 第64,67図

第130号土坑 S K430 サ35 4～ 6 円形か? 第110図

第131号土坑 S K431 ス35 隅丸方形 N-41° ―W 第122～ 124図

第132号土坑 S K432 ス35 長楕円形 N― S 第123図

第133号土坑 S K433 シ
::

隅丸長方形 N-37・ ―W 第46～48図

第134号土坑 S K434 339 170 長楕円形 E―W 第47図

第135号土坑 S K435 339 円形か? 第47,49図

第136号土坑 S K436 シ38 83 7～ 11 長楕円形 N-19° 30′ ―W 第68図

第137号土坑 S K437 シ38 168 36～ 41 円  形 第68図

第138号土坑 S K438 う卜35 211 4～ 8 不 定 形 第110図

第139号土坑 S K439 ク38 107 不整長楕円形 N-20° 一E 第156図

第140号土坑 S K440 ス34 不整円形 N― S 第129図

第141号土坑 S K441 シ34 103 87 不整円形 第113図

第142号土坑 S K442 シ34 142 20～ 24 不整円形 第113図

第143号土坑 S K443 シ34 円  形 第117図

第144号土坑 S K444 シ34 157 隅丸方形 N-32° ―W 第116～ 118図

第145号土坑 S K445 シ34 25～ 32 長楕円形 N-9°一E 第136,143図

第146号土坑 S K446 ・/34 69 隅丸長方形 N-15° 30′ ―E 第113図

第147号土坑 S K447 シ34 13～ 17 長楕円形 N-42° 30′ ―E 第113図

第148号土坑 S K448 シ34 長楕円形 N-48° 30′ ―W 第113図

第149号土坑 S K449 ・/34 不整円形 第113図
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遺構名称 略  称 位置
規 模

形  態 主軸方位 挿図番号
長径 短径 深度

第150号土坑 S K450 シ34 長楕円形 E―W 第n3図

第151号土坑 S K451 う卜35 126 不整隅丸長方形 N-36° ―W 第110図

第152号土坑 S K452 シ34 長楕円形 N-49° 30′ ―E 第113図

第153号土坑 S K453 シ34 長楕円形 N-51° 30′ ―E 第n3図

第154号土坑 S K454 シ34 不整円形 第113図

第155号土坑 S K455 ラ/34 不 定 形 第113図

第156号土坑 S K456 シ34 長楕円形 N-56° 一W 第n3,114図

第157号土坑 S K457 シ34 隅丸長方形 N-73° 30′
―E 第113,135図

第158号土坑 S K458 シ34 不 定 形 第 113図

第159号土坑 S K459 シ34 不 定 形 N-41° 一E 第117,119,120図

第160号土坑 S K460 シ34 3～ 10 不 定 形 N-74° 30′
―E 第■7,121図

第161号土坑 S K461 シ34 円形か? 第117図

第162号土坑 S K462 t432 11～ 13 長楕円形 N-59° ―E 第147図

第163号土坑 S K463 シ35 14～ 21 不整円形 第■2図

第164号土坑 S K464 ケ40 716 12～ 24 長楕円形か? N-43° ―W 第21図

第165号土坑 S K465 シ35 隅丸方形 N-54° 30′
―W 第112図

第166号土坑 S K466 シ35 63 不整円形 第107,109図

第167号土坑 S K467 ク40 324 不 定 形 第20図

第168号土坑 S K468 シ36 長楕円形 E―W 第108,109図

第169号土坑 S K469 シ35 13～ 26 不整長楕円形 N-82° ―E 第109図

第170号土坑 S K470 シ35 2～ 6 長楕円形 N-87・ ―E 第109図

第 171号土坑 S K471 シ35 112 110 10～ 13 不整円形 第109図

第172号土坑 S K472 ス36 円  形 第92図
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遺構名称 略  称 位置
規 模

形  態 主軸方位 挿図番号
長径 短径 深度

第173号土坑 S K473 ス36 46 円  形 第92,106図

第174号土坑 S K474 ソ33 215 22～ 41 不 定 形 N-3° 30′ ―W 第157図

第175号土坑 S K475 ス32 楕 円 形 第147図

第176号土坑 S K476 ウト35 15～ 19 不整隅丸方形 N-48° ―W 第110図

第177号土坑 S K477 ウト35 長楕円形 N-28° 30′ ―W 第110図

第178号土坑 S K478 瘍卜35 31～ 37 不整円形 第111図

第179号土坑 S K479 う卜35 153 36-39 長楕円形 N-36° 一W 第111図

第180号土坑 S K480 う卜35 113 33-38 不整円形 第111図

第181号土坑 S K481 う卜35 不整円形 第111図

第186号土坑 S K486 ケ
::

ｎ
フ 不整円形 第26図

第187号土坑 S K487 ケ40 588 208 不整長楕円形 N― S 第26図

第188号土坑 S K488 ケ39 長楕円形 N-73・ 30′ ―E 第24,26図

第189号土坑 S K489 ケ39 不整長楕円形 N-56° 一E 第26図

第190号土坑 S K490 ケ39 不 定 形 N-51・ ―E 第26図

第191号土坑 S K491 ケ39 不整円形 第26図

第192号土坑 S K492 ケ40 136 不整円形 第22,27図

第193号土坑 S K493
ケ
40 16～ 28 隅丸長方形 N-36° 一W 第23,27図

第194号土坑 S K494 コ40 212 不整円形 第27図

第195号土坑 S K495 ζ40 333 不 定 形 N― S 第23,27図

第196号土坑 S K496 ζ40 28‐
‐49 不整長楕円形 N-9°―W 第23,27図

第197号土坑 S K497 コ37 不 定 形 第158図

第198号土坑 S K498 ク38 不整長楕円形 N-78° ―E 第156図
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(2)第 1土坑群 (第 16図 )

L=16′ 000m

Ｔ
．

Ｎ 十

匁

0                    4m

第 16図  第 1土坑群実測図

第68号土坑 (S K 368)

①遺構について (第17図)             
て

第31号竪穴住居跡 (S B331)の南東 2mの ところ
   /

で長径208cm,短径140cm,深さ29cmの 隅丸長方形の

土坑を検出した。                  A一

②伴出遺物について        。

1.土器 (第 19図 )

壺形土器                     A―

2は壷形土器の口縁部である。 日縁端部に刻 目を

持つ。

甕形土器

1は 口縁部を逆 L字形に折 り曲げてお り,端部に

は刻 目を施す。 日縁部下にはヘラ描による沈線が 5

条施され,体部には縦方向のハケロがみられる。体部内面には縦

方向のヘラミガキがみられる。 3は甕形土器の底部であろうか。

鉢形土器

4は大型の鉢形土器である。く字形に外反する日縁部下に 2孔

穿たれた把手状の突帯を持つ。

竪穴住居跡の傍で検出されたこの土坑は出土遺物より同時期に

併存していたものと思われる。

2.石器 (第 18図 )

無茎凹基式石鏃 (1)と 石錐 (2)が各々 1点出土している。

L=16′ 0,Om.A′

①茶黄色砂質土

第 17図 第68号土坑実測図

一
zιさ、一
―

|

α   2

0            5 cln

第 18図  第68号土坑伴出
石器実測図

・一″̈̈
・̈．
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2

O         10cln

第 19図  第68号土坑伴出遺物実測図

(3)第 2土坑群 (第 20図 )

(4)第 3土坑群 (第 21図 )

(5)第 4土坑群 (第 26図 )

第188号土坑 (S K488)(第24図 )

1は磨製の挟入 り柱状片刃石斧である。刃部の一部を失なっているが,ほぼ完存 してお り,全

長25.9cmを 測る。基部に近接 した部位の 2ヶ 所に快 りが施されていることから石斧柄 との結合方

法を推測することができる。

2は石錐であるが,粗雑な造作であるために側縁部に自然面を残す。

(6)第 5土坑群 (第 27図 )

第59号土坑 (S K 359)

コ40区中央部に位置する。西壁面が内湾するために不整長楕円形の平面形態を呈 し,規模は長
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十

知

丁
．

Ｎ

L=15′ 000m

第20図 第 2土坑群実測図

径205cm,短径130cm,深 さ35～ 50cmを 測る。主軸は真北から22° 西偏する。

なお本遺構については本稿では土坑として扱ったが,検出当初においては,主軸方向にさらに

長い形態を有していたことが確認できている。したがって旧状はむしろ溝状を呈していたことも

考えられよう。
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十

列

0                    4m

第 21図  第 3土坑群 実測図

0

0            5 cln

第22図  第 192号土坑
伴出石器実測図

,000 m A.

第193号 土坑
第 195号 土坑
第 196号 土坑

0         1 0cln

第23図 第 1930195・ 196号土坑伴出遺物実測図

S K464
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第24図 第 188号土坑伴出石器実測図

(7)第 6土坑群 (第28図 )

第39号土坑 (S K 339)

コ39040,サ 39。 40区 に所在する土坑群の最

も北に位置する。長径54cm,短径44cm,深 さ12

cmを測る小型の土坑であり,真北から51° 30′ 西

偏する方向性を有する。

第40号土坑 (S K 340)

コ39区においてS K339の南西方0。 8mに位置

し,規模は長径84cm,短径68cm,深 さ 7～ 13cm

を測る。特に床面は南壁面直下ほど深く穿たれ

ており,北壁面下から緩く傾斜する。

第41号土坑 (S K 341)

S K340の東南方0.2mに位置し,S K340と は

ぼ同一の規模と形態を有する土坑である。平面

形態は不整円形であり,長径92cm,短径82cm,

深さ8 cmの 規模を測る。

本遺構の特徴としては,埋土中に少量の焼土

塊を包蔵する点がある。しかしながら炭化物を

伴っていない点と遺構壁面および床面に被熱の

痕跡が認められない点から内部における加熱は

考え難 く,焼土塊は他所より持ち込まれたと考

えることが自然ではなかろうか。

第42号土坑 (S K 342)

①遺構について

コ39区の中央部に位置する。西半部について

は現在の用水路直下に埋没しているために調査

ED 2

0 5cm

0          1 0cln

第25図 第42号土坑伴出遺物

実測図

不可能である。検出することのできた遺構は長径98cm,短径70cm,

深さ10～ 18cmの規模を測 り, さらに北 。東壁面の形状から隅丸方

形の平面形態を有することが推測できる。主軸は真北から41° 30′

東偏する。

②伴出遺物について (第25図 )

甕形土器

底部 1点が図化できたのみに止まる。やや上げ底の形態である。
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第26図 第 4土坑群実測図
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第27図 第 5土坑群実測図
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第43号土坑 (S K 343)

①遺構について

S K342の東方0.6mに位置する。平面形態は不整な隅丸方形

を呈し,主軸方位は真北から26° 30′ 東偏する。規模は長径193cm,

短径146cm,深 さ20～ 50cmを測る。埋土中より焼土塊と炭化物が

採取されているが前述の S K341同様,遺構内部において加熱さ

れた状況は認められていない。したがって埋没時における混入

と考えるべきであろう。

②伴出遺物について (第29図 )

1はやや突出する形態であり,

0         1 0cln

第2:図
実鶏圏

号二抗伴出遺物
甕形土器

底部のみを 3点図化したが
,

3が上げ底の器形である。

第44号土坑 (S K 344)

①遺構について

S K345の西壁に近接 した位置に所在する。長径124cm,

短径100cm,深 さ8～ 14cmの規模を測 り,不整円形の平面

形態を呈する。

②伴出遺物について (第 30図 )

0         1 ocfn

第30図  第44号土坑伴出遺物実測図

1`う

))ヽ

一
〇            5 cln

第31図 第45号三坑伴
出石器実測図

平面形態は隅丸方形を呈するが,南西隅部が西方に拡張されるために不整な形態である。遺構

の規模は長径180cm,短径170cm,深さ52cmを測り,主軸は真北から17°東偏する。

②伴出遺物につしてて

1。 土器 (第 32図 )

壺形土器

4, 5は壷形土器の底部であると考えられるが,前者は突出した形態である。

甕形土器

総て逆 L字形に屈曲する日縁部を有する。 1は 口縁部上面の水平面に半裁竹管を原体 とした沈

線文を施すことによって加飾する。日径に比 して胴部径が小規模であるために容量は小さい。2,

3は 日縁部上面を凹面化する。

Ｐ
＝

Ｕ

甕形土器

口縁部は逆 L字形に外反する形態である。上胴部に 9条の櫛描沈

線文を施文し,最下段に刻目を施す。

第45号土坑 (S K 345)

①遺構について
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匡

0                 10cm

第32図 第45号土坑伴出遺物実測図

2.石器 (第 31図 )

石鏃の先端部と考えられる資料が 1点あるが,基部の形態については全く判らない。

第46号土坑 (S K 346)

『
  ①遺構について

S K345の東方0.8mの地点において検出した。真北

から87° 東偏する主軸方位を有し,隅丸長方形の平面形

第33図 第46号土坑伴出遺物実測図  態を呈する土坑である。規模は長径108cm,短径80cm,

深さ10～ 17cmを測る。埋土中には炭化物が包蔵される。

②伴出遺物について (第33図 )

甕形土器

逆 L字形の口縁部を有し,端部に刻目を施す。

第47号土坑 (S K 347)

育 司

0         1 0Cln

0         1 0cln

第34図  第47号土坑伴出遺物
実測図

①遺構について

コ39040区の区画境において検出した。東半部については未検

出のままであるが,区画境に残していた土層序観察用畦畔の断面

観察により,旧状は東方への拡がりを有していたものの過度の掘

削により滅失したことが判る。遺存する平面形態は不整な隅丸長

方形を呈し,ほぼ南北方向の主軸を有する。遺構は長径250cmを 測

るが, これはコ39040区 に所在する土坑群中最大の規模である。

②伴出遺物について (第34図 )

甕形土器

底部 2点が図化できたのみである。 2は上げ底の形態である。
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第48号土坑 (S K 348)

真北から36・ 30′ 西偏した主軸を有し,長楕円形の平面形態を呈する土坑である。ただし,東壁面

が直線的に掘削されているのに対して西壁面はやや外湾する形態である。

遺構の規模は長径94cm,短径58cm,深 さ50cmを測る。

第49号土坑 (S K 349)

S K348の西方1.lmに位置する。平面形態は長楕円形を呈するが,南壁については外湾気味に

掘削される。長径97cm,短径74cm,深 さ10cmを測 り,ほぼ東西方向の主軸方位を有する。

第50号土坑 (S K 350)

①遺構について

S K349の西方0.4mに位置する。真北から29° 西偏した主軸方位を有し,長径100cm,短径68cm,

深さ7 cmの 規模を測る。

②伴出遺物について (第35図 )

甕形土器

1は大型の器形である。 日縁部は逆 L字形を呈 し,上胴部が外湾する。 とりわけ内面をヘラミ

ガキ調整によって丁寧に仕上げている。

2の底部はやや上げ底の形態である。

0          1 0cln

第35図 第50号土坑伴出遺物実測図

第51号土坑 (S K 351)

コ39・ 40区 に所在する土坑群中,最 も西部に位置する。西半部については現存する用水路直下

に埋没するために調査不可能である。検出された東半部は不整円形の平面形態を呈 し,規模は長

径184cm,短径81cm,深 さ29～ 45cmで ある。

第52号土坑 (S K 352)

コ39区南部において検出した。平面形態は北壁が外湾するために不整な隅丸長方形を呈 し,真北

から47・ 30′ 西偏 した主軸方位を有する。遺構の規模は長径138cm,短 径95cm,深 さ10～ 15cmを測る。
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から19° 西偏する。規模は長径48cm,短径34cm,深 さ46cmを 測る。

第54号土坑 (S K 354)

①遺構について

S K353の東方0。 7mにおいて検出した。隅丸長方形の平面形態を呈

し,長径86cm,短径72cm,深 さ43cmの 規模を測る。主軸は真北から52°

東偏する方位である。

第53号土坑 (S K 353)

S K352の東方 lmに位置する小規模な土坑である。隅丸長方形の平面形態を有し,主軸は真北

_ブ會ζ_
0

◆
1            2

0            5 cm

第36図  第54号土坑伴出
石器実測図

埋土中には炭化物の混入が認められたが,土坑内における加熱の状況は存在しない。

②伴出遺物について (第36図 )

無茎凹基式の石鏃が2点出土している。 1は基部の扶りが深い形態である。

第55号土坑 (S K 355)

①遺構について

コ・サ39区の区界境に位置しており,南半部を確認していない。さ  0       10cm
らに埋没後,東壁が S K354の掘削により丁部破損している。そこで遺

 第37図 第55号土坑伴出

存する部位から旧状を復元すると,不整な円形の平面形態を呈するこ    遺物実測図

とが判る。測量の可能な規模は長径164cm,深 さ52cmで ある。

②伴出遺物について (第37図 )

甕形土器

口縁部上面を横位にナデることにより,凹面化する。

第56号土坑 (S K 356)

S K357の西壁の一部を破壊して穿たれている。長径38cm,短径31cm,深 さ 7 cmを 測る小規模な

遺構である。平面形態は隅丸長方形を呈し,主軸は真北から38° 西偏する。

第57号土坑 (S K 357)

①遺構について

コ39区南東隅部に位置し,平面形態が不整隅丸長方形を呈するが, とりわけ南壁の湾曲が著し

い。また,北西隅壁面の上位が S K356の掘削により破壊されている。

規模は長径190cm,短径128cm,深 さ35cmを測 り,主軸方位は真北から62° 東偏する方向性を有す

る。

②伴出遺物について

1.土器 (第 38図 )

鉢形土器

1の 遺存状態が良好である。日縁部を外方向に突出し,胴部は半球形を呈する。胴部内外面共
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に丁寧な造作である。 2は 日径が器高を凌駕する形態である。

0         1 0cln

第38図 第57号土坑伴出遺物実測図

2。 石器 (第 39図 )

端部に扶 りを施した打製

石庖丁であ り,刃部 と背部

は外湾する形態である。特

に背部については握 り易 く

することを意図してエッジ

をつぶしている。

第58号土坑 (S K 358)

①遺構について

ハ
＝

Ｈ

Ｈ

υ

0            5 cln

第57号土坑伴出石器実測図

コ・ サ40区の区画境に位置するが
,

を検出したに止まる。 しかしながら,

円形であったことは容易に推測できよ

る最大径は176cm,深 さ25cmを 測る。

②伴出遺物について (第40図 )

甕形土器

0         1 0cln

第40図 第58号土坑伴出遺物実測図

口縁部は逆 L字形に外反 し,外方向への突出が大きい。上胴部に櫛描沈線文10条を施す。

第60号土坑 (S K 360)

サ39区北端部において検出した。南半部のみを確認 したが,遺存する部位から旧状の平面形態

第39図

北半部のみ

旧状は不整

う。遺存す
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はほぼ円形であったことが判る。規模は長径97cm,

第61号土坑 (S K 361)

①遺構について

S K360の南4。 lmに位置する。平面形

態はほぼ隅丸方形を呈するが,西壁に比

して東壁の幅が広い形態である。長径140

cm,短径105cm,深 さ25cmの規模を測るよ

②伴出遺物について (第41図 )

甕形土器

第64号土坑 (S K 364)

①遺構について (第42図 )

サ40区北西部において検出した。S K358の南

方2。 9mに位置する。平面形態は東半部が肥大す

る不整円形を呈し,長径137cm,短径11lcm,深

さ26cmの 規模を測る。壁面は東壁に比して西壁

が垂直気味に掘削されている。

床面直上において,横転した甕形土器の破砕

された状態が認められた。この遺物については
,

原形に復することが可能であることから内容物

が遺存することが期待されたが,内部に充填さ

れた土壌は遺構の埋土と異なるものではないこ

とから,遺構掘削後に,遺物が放置され,人為

的にあるいは自然の営力によリー時期に埋没し

たことが考えられる。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 44図 )

壺形土器

1は ラッパ状に開口する日縁部を有する。端部は内

側に折 り曲げて肥厚した後に,端面を成形する。日縁

部から頸部への変化点は不明瞭であるが,頸部外面に

4条の突帯を貼付する。 2, 3は短かい口縁部形態で

あり,端部を丸 く成形する。

深さ24～ 30cmを演Jる 。

0          1 ocln

第41図 第61号土坑伴出遺物実測図

Ｔ

い

口縁部は逆 L字形に屈曲する形態であり,端部に刻目を施す。胴部は中位に最大径を有する。

L=15′ 500m
A′

0        1m

第42図 第64号土坑実測図

0            5 cln

第43図 第64号土坑伴出石器実測図

・

。

身

傷
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甕形土器

口縁部の形態は総て逆 L字形であるが, 6, 7は 5に比して端部が長く突出する。

甑形土器

4は胴部最大径が口径を凌ぐ形態であり,器壁を薄く成形する点が特徴である。ところで本資

料は中胴部の周囲が帯状に祭J離 しているが, この点については異なる個体と入れ子にして使用し

たために生じたことが考えられる。したがって,通常通 りの甑形土器の使用形態を復元すること

が可能である。4,8と もに焼成後に穿孔されていることから,前者は甕形土器の転用品である。

2。 石器 (第 43図 )

打製石庖丁の一部と考えられる資料が出土している。直刃を有する形態であり,背部について

Ｆ
＝
Ｌ

図 ど高
0                 1ocm

第44図 第64号土坑伴出遺物実測図
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はエッジを人為的につぶしていることが判る。

第65号土坑 (S K 365)

コ39区東南隅部に所在し,S K357の 北方0。 4mに位置する。真北から50° 30′東偏した主軸方位を

有する不整方形の平面形態を呈し,長径65cm,短径50cm,深 さ10～ 15cmの規模を測る。埋土中に

多量の炭化物を含むが,壁面・床面に被熱の痕跡が認められない点から,他所より運搬された後

T下司
~『

0         1 0Cln

り,長径255cm,短径200cm,深 さ36～ 41cmを 測る。特  第45図 第62号土坑伴出遺物実測図

筆すべき点は不整な形態ではあるものの隅丸六角形の平面形態を呈する点である。主軸は真北か

ら65° 東偏する。

②伴出遺物について (第45図 )

甕形土器

口縁部は外方向への突出が弱 く,断面三角形を呈する。 日縁部から上胴部にかけてほぼ直立す

る形態である。

第63号土坑 (S K 363)

サ39区東南部において,北半部のみを検出した。南半部は調査対象地区外に埋没 しているため

に,埋土中に混入されたものと考えられる。

(8)第 7土坑群 (第 47図 )

第62号土坑 (S K 362)

①遺構について

サ39区のほぼ中央部において検出した。コ39,サ 39

区に所在する土坑群のなかでも最大の規模を有してお

に調査不可能である。検出した遺

構の規模は長径158cm,短 径100cm,

深さ22cmを 測 り,平面形態は不整

円形を呈することが考えられる。

第133号土坑 (S K 433)

①遺構について (第46図 )

シ39ポ イン トの南方 lmに位置

し,シ 38039区の区画境に所在す

る。隅丸長方形の平面形態を呈 し,

規模は長径186cm,短径11lcm,深

さ24cmを 測る。基盤層を形成する

砂礫層を穿って設けられているた

めに壁面の強度は弱い。壁面が緩

0       1m

-第46図  第 133号土坑実測図
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第47図 第 7土坑群実測図
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い傾斜を有する形態であるのはこの点に起因するのであろう。

本遺構の特徴は西壁面の一部に被熱の痕跡が認められる点とその周辺部において焼土塊が採取

できた点である。これらの事実により,遺構内部において火が用いられたことは明確であるが
,

被熱部分と焼土塊の遺存位置が偏在的である点から大規模な加熱は行われなかったことが推察さ

れる。

また,床面直上において遺存状態の良好な弥生土器片を採取したが,二次的な被熱の痕跡が認

められない点から遺構の埋没時期に放置されたものと考えることができる。

②伴出遺物について (第48図 )

壺形土器

1は ラッパ状に大きく開口する日縁部を有し,端部を丸く成形する。 3を壷形土器と決定する

ことは難しいが,端部を内側に折 り返すことにより肥厚する。 5は大型の器形が考えられる。

甕形土器

4の 口縁部は逆 L字形に外反するが,屈 曲部は不明瞭である。底部 2点を図化した。胴部は長

胴の形態が推測できよう。

0      '  1 0cln

33号土坑伴 出遺物実測図
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第134号土坑 (S K434)

シ39ポ イントの東方6。 4mの ライン上において検出した。北・南壁面については調査時に過度の

掘削により破壊したために東・西壁面と床面を検出したに止まる。遺存する部位から復元できる

平面形態は長楕円形である。規模は長径170cm,最深部33cmを測 り,短径86cm前 後であったことが

推測できる。

埋土中には極少量の炭化物が包蔵されていたが,壁面および床面に被熱の痕跡がないことから,

外部から搬入されたことが考えられる。

第135号土坑 (S K435)

①遺構について

S K434の西方1.3mに位置する。北壁面については調査時に誤って破壊しており,南 。西壁面

は近世以降の遺構の構築により削取されているために原形は判然としないが検出した東壁面の形

態からはぼ円形の平面形態を呈していたことが推測できる。

また規模については最大径186cm前後が考えられる。

構造上の特徴は床面中央部に不整形な長楕円形の土坑を伴 う点である。長径112cm,短 径67cmの

規模を有し,遺構上面から最深部までの深さは25cmを 測る。埋土は炭化物の単一層序により形成

される。

②伴出遺物について (第49図 )

F 0                 1ocm

第49図 第 135号土坑伴出遺物実測図

壺形土器

1の 口縁部はラッパ状に開日し,端部ほど器壁が厚い。

甕形土器

口縁部を逆 L字形に屈曲する点は 2, 3に共通する要素であるが,特に後者は上面を凹面化す

る。

甑形土器
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単孔式の器形であ り,焼成後に穿孔されていることが判る (5)。

(9)第 8土坑群 (第 56図 )

第93号土坑 (S K 393)

①遺構について

コ38区中央部からやや南方に離れた位置において検出した。長楕円形の平面形態を呈するが
,

東北壁面の一部が外部方向に突出しているために不整な形態である。主軸は真北から55° 30′ 西偏

する。

規模は長径162cm,最大幅120cm,

②伴出遺物について(第50図 )

甕形土器

2の 口縁部上面の外方向への

傾斜は急角度である。

鉢形土器

1は 日縁端部を肥厚し,上面

に横位のナデ調整を施すことによ

第94号土坑 (S K 394)

①遺構について (第51図 )

深さ20～ 39cmを測る。

S K393の南方2.8mに位置する。ほぼ南北

方向の主軸を有し,長楕円形の平面形態を呈

する。規模は長径106cm,短径94cm,深 さ33cm

を測る。

埋土中より多量の弥生土器片と焼土塊を検

出することができた。しかしながら,既に報

告した他の遺構と同様に,壁面 0床面に被熱

の痕跡が認められないことから,遺構内部に

§拿信言繁言主1曇圭:'マ暮む)

0            1m

第51図 第94号土坑埋土層序実測図

おいて火が用いられたことは考えられない。また,採取 された土器片については,原形に復する

ことが不可能である。すなわち,遺構の埋没時において既に実用性を失った遺物が投棄されてい

たことが判る。 これらの点から本遺構の使途については,生活廃棄物の埋納が考えられる。ただ

し,埋土は漸時的に堆積 したことを表わす層序を示すことから,遺構は人為的に一時期に埋めら

れたと考えるよりもむしろ生活空間の中に一定時間存在 した後に徐々に埋没したのではなかろう

か。

②伴出遺物について

1.土器 (第 52図 )

は
２

第50図 第93号土坑伴出遺物実測図

り外方向へ拡張する。

0                 10cm

L=15′ o00m
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0                 10Cm

第52図  第94号土坑伴出遺物実測図

壺形土器

1は短かく外反する口縁部を有 し,端部を丸 く成形する。

甕形土器

2は大型の器形であ り, 日縁部は逆 L字形を呈 して外方向

に大きく突出する。上胴部には17条の櫛描沈線文が施される。

2.石器 (第 53図 )

磨製の柱状片刃石斧が 1点出土 している。特に背部につい

て摩耗が著 しいために刃部に対 して平行しない形態を呈 して

いる。

第95号土坑 (S K 395)

①遺構について (第54図 )

①茶褐色粘質土
②黒褐色砂混じり粘質土 (焦 土を多く含む)

③茶褐色砂質土

0            1m
ト

ー ー

「

― ―

「

― ―

「

~~「 ~J・

第54図 第95号土坑埋土層序実測図

第53図 第94号土坑伴出石器実測
図

ヒ1」 亀
0         1 0Cln

第55図 第95号土坑伴出遺物実測図

2

S K394の西方2.2mに位置する。北壁が直線的に掘削されているために不整な半円形の平面形

態を呈する。規模は長径132cm,短径88cm,深 さ34cmで ある。伴出する遺物は隣接するS K394と

酷似しており,弥生土器の小片と焼土塊が多量に採取できた。さらに,遺物の遺存状態,遺構の

埋没状態についてもS K394と 類似点が認められること

から同じ使途を目的 として穿たれた遺構 と考えられる。

L〓 15′ 800m
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第56図 第 8土坑群実測図
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②伴出遺物について (第55図 )

甕形土器

1,2の 口縁部は逆 L字形に外反した後に上面に横位のナデ調整を施すことにより凹面化する。

特に 1の上胴部に19条の櫛描沈線文を施す点が特徴である。

第96号土坑 (S K 396)

コ38区西部に所在しており, S K395の 西方2.4mに位置する。西壁面北半部と東壁面南半部が

S D308の流路として掘削されたために,両壁面ともその上位部分を失っている。しかしながら,

遺構の平面形態を復元することは容易であり,整然とした隅丸長方形を呈する。また,遺存する

規模は長径130cm,短径78cm,深 さ20～ 30cmを測る。主軸は真北から29° 30′東偏する。

第97号土坑 (S K 397)

①遺構について

サ38区の北西隅部分において,北壁面上位をS D307の掘削のために完全に失った状態で検出し

た。したがって遺構の北壁の形態については全く不明であるが,S D307の 北岸にその延長部分が

存在しない点から,南北規模は自ずと限定されよう。すなわち,旧状はほぼ S D307の流路に平行

する方向に壁面を有していたと考えられる。そこで, この復元方法を根拠とするならば推定され

る規模は長径186cm,短径138cm,深さ46～ 52cmで あろう。なお,平面形態については,遺存する

東・西・南壁の形態から隅丸方形を呈していたことは容易に想像することができる。ただし,南

西隅部についてのみ,やや外方向に突出する。主軸は真北から10° 30′ 東偏する。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 57図 )

壺形土器

1は 日縁部の中位を肥厚する形態である。2は短かくく字形に外反する口縁部を有するために,

内面に明瞭な稜線が形成される。 口径に比 して胴部径が圧倒的に大きい器形が推察できる。

ｒ

Ｌ

言
≡=〒墓禦

下
~~‐~耽

ノ V
0                 10cm

第57図 第97号土坑伴出遺物実測図
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第58図 第97号土坑伴出石器実測図 
―

―甕形土器

3, 4は逆 L字形に外反する日縁部を有する器形であるが,前者については口縁部上面を横位

にナデることにより凹面化する。 5の 口縁部は緩く外反する形態であり,端部を丸く成形する。

6は底面がやや突出する形態である。

その他の器種

7は小型のコップ状を呈する資料であり, 1個の粘土塊を成形して製作したものである。器壁

が厚いために容量は小さい。

2。 石器 (第 58図 )

1は磨製蛤刃石斧であるが,基部に敲打痕が認められることから「 くさび」としての使途を想

定することも可能である。 2についても磨製蛤刃石斧の基部と考えられる。

3は直刃を有する打製石庖丁である。

4は無茎凹基式の石鏃である。

一-64-―



第98号土坑 (S K 398)

サ37・ 38区の区画境において検出した。サ38の ポイントの南方3.3mに位置しており, S K397

との距離は1.8mを測る。東半部のみが遺存しており,西半部については土層序観察用畦畔の直下

に埋没している。調査の都合上,西半部については未調査のままである。

遺構の形態・規模については推測の域を出ないが,サ 37区においてその延長部分が検出されな

かったことから,西半部は上記畦畔の横幅内に収まると考えられる。したがって,平面形態は東

半部の形態からはぼ方形を呈するのではなかろうか。また規模は長径176cm,短径168cm,深 さ21

cm程度であろう。

第99号土坑 (S K 399)

①遺構について

S K398の南方2.2mに位置

する。平面形態は不整円形を

呈し, とりわけ西壁面が直線

的に掘削されている。長径118

cm,短径110cm,深 さ25cmの規

模を測る。

②伴出遺物について (第59

図)

甕形土器

1は大型の器形であ り, 日

縁端部を強 く横位にナデることによ

り,内外両方向に大きく肥厚する。

器壁が厚いため煮沸容器 として用い

られたことについては疑問点があろ

う。2は 口縁部を逆 L字形に屈曲し,

端面を形成する。

(10)第 9土坑群 (第 62図 )

第 1号土坑 (S K 301)(第 60図 )

壺形土器

1の 日縁部はラッパ状に短かく外

反する形態である。 4については大

型の器形が考えられよう。

甕形土器

0         1 ocln

第59図 第99号土坑伴出遺物実測図

■ ―
に

」 こ

0         1 0cln

第60図 第 1号土坑伴出遺物実測図
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第 7号土坑伴出遺物実測図
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2の 口縁部が逆 L字形に外反する形態であるのに対して, 3は緩く外反する日縁部を有する。

7は下端部が外方向へ張 り出す形態である。

第 7号土坑 (S K 307)

1。 土器 (第 61図 )

壺形土器

1, 2は 口縁部が外反する器形であり,端部を丸く成形する。 3の 口縁部は広 く開口してラッ

パ状を呈する。

甕形土器

5～ 12の 口縁部は逆 L字形に外反する形態であるが, 5, 6の端部が

長 く突出するのに対 して 7～ 12は小規模な端部を有する。また 5～ 9の

上胴部には櫛描沈線文を施す。13,14の 口縁部は緩 く外湾した後に,端

部を丸 く成形する。

甑形土器

17は やや上げ底を呈する底面の中央部を穿孔 した資料である。

2.石器 (第 63図 )

石鏃が 1点 出土 している。無茎凹基式の資料である。

(H)第 10土坑群 (第 64図 )

第125号土坑 (S K425)

齊―
―

0            5 cln

第63図 第 7号土坑伴
出石器実測図

L=15′ 00o m

L=15′ 000m
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十

0/

サ36区北西隅部に所在するが,後述のS K426同様,南半部については市道下に埋没しているた

めに調査不可能である。推測される遺構の平面形態は不整円形を呈し,規模は長径95cm,短径63
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9                1m

第64図 第10土坑群実測図
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cm, 深さ49～ 61cmを 預Jる 。

第126号土坑 (S K 426)

S K425の西方0.2mに近接して立地する。遺存する部位から復元される遺構の平面形態は不整

円形であり,規模は長径63cm,短径33cm,深 さ43cmを 測る。

第127号土坑 (S K427)

①遺構について

コ36区南西隅部に位置しており,S K428の 東壁の一部を破壊して掘削

されている。平面形態は長楕円形を呈し,主軸方位が真北から43・ 30′東偏

する。規模は長径68cm,短径53cm,深 さ24cmを測る。

②伴出遺物について (第65図 )

の痕跡が認められない。

第128号土坑 (S K428)

①遺構について

S K427の掘削により東壁面の大部分を失っており,平面形態は西壁面

が突出する不定形な形態を呈する。規模は長径113cm,短径103cm,深 さ

20cmを測る。

②伴出遺物について (第66図 )

無茎凹基式の石鏃である。

第129号土坑 (S K 429)

①遺構について

S K427の東方1.8mの位置において検出した。平面形態はほぼ円形を

呈し,長径65cm,短径58cm,深 さ25cmの規模を測る。

②伴出遺物について (第67図 )

石錐が 1点出土しているが,小型のつまみ部を有する資料である。

無茎凹基式の石鏃が 1点出土しているが,側縁部には細かい剥離調整    
伴出石器実測図

》
⌒

0           5 cln

第65図 第 127号 土坑

.匁

―

0            5 cln

第66図 _第 128号土坑
伴出石器実測図

響
0

o            5cln

第67図 _第 129号土坑
伴出石器実測図

(12)第H土坑群 (第 68図 )

第136号土坑 (S K436)

シ38区南西隅部において検出した。平面形態は長楕円形を呈 し,西壁面がやや直線的に掘削さ

れている。規模は長径170cm,短径83cm,深 さ 7～ 1lcmを測る。

第137号土坑 (S K 437)

S K436の東方0.7mに位置する。東半部は現用水路下に埋没しているために調査不可能である。

検出された西半部の形態から原形はほぼ円形の平面形態を有 していることが推測できる。測量可

能な規模は長径168cm,短径60cm,深 さ36～ 41cmで ある。
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第68図 第‖土坑群実測図

(13)第 12土塀  (第72図 )

第 3号土坑 (S K 303)

①遺構について

シ37区の北西隅部において検出した。

この位置は平塚地区の調査対象地のほぼ

中央部に相当する。

遺構は土坑と呼称するよりも,むしろ

溝状を呈しており,北部ほど幅が拡大し,

南端部が東南方へ直角に屈曲する不定形

な平面形態である。また,床面は北部ほ

ど深く掘削されており,南部に比して約

90cm前後深い。

当遺構については,その形態ならびに

壁面 0床面の形状などから,人力により

意図的に掘削されたとは考え難いが,埋

土の状態からは漸時的な埋没状況は認め

られず,一時期に埋没したことは間違い

ないものと考えられる。
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一
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第 3号土坑伴出遺物実測図
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なお,北端部については,現存する市道下に埋没 しているために詳細を知ることが不可能であ

る。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 69図 )

壺形土器

1は 日縁部が大きく開目する器形であることが考えられる。日縁部内面には突帯が貼付され,

頸部は外面が沈線文と刺突文により加飾される。

目
月
Ｌ

L=15′ 100m

甕形土器

総て逆 L字形に外反する日縁部を有す

るが,3が最も大きく突出する。胴部は
,

いずれも口径が最大径に合致する形態で

ある。 6の底部は下端部が張 り出す。

2。 石器 (第 70図 )

石鏃が 2点出土している。 1は無茎の

形態であるが,基部がやや外湾する。 2

は柳葉形を呈する資料である。

3は直刃を有する不定形刃器。

第104号土坑 (S K 404)

①遺構について (第 71図 )

シ36区北東隅部 において検 出 し

た。平面形態は不整な長楕円形を呈

し,長径380cm,短径265cmの 規模を

有する。床面は45cmの 深度ではぼ水

平に穿たれるが,北西隅部にビット

状の最深部 (長径165cm,短径125cm,深 さ29cm)を有する。ただし, このビット状遺構について

は使途を明らかにする遺物は得られていない。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 73図 )

壺形土器

1は短い口縁部を有し,端部を玉縁状に肥厚する。頸部の位置は判然としておらず, 日縁部か

ら肩部へは同一曲線を描いて移行する。最大径は上胴部に位置するためにやや肩が張る形態であ

る。 ところで本資料は内外面に級密なヘラミガキ調整を施す丁寧な造作である。

甕形土器

恣
―

|

0           5 cln
2                       トーー¬r――¬r――¬―――¬~~~■

第70図 第 3号土坑伴出石器実測図

o       lm 8震姿椙8務署圭   8晟震島雹魔姜土

―

   ③暗灰褐色粘質土   ③灰褐色砂質土
④暗褐灰色粘質土   ◎暗褐灰色土
⑤暗灰色粘質土(炭化物を含む)

第71図 第 104号土坑埋土層序実測図
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2の 回縁部は緩く外反することによりく字形を呈する。端部は丸く成形した後に刻目を施す。

3は 日縁部上面を傾斜させる形態である。 4～ 7については逆 L字形の口縁部を有し,上面に水

平面を造出する。 2～ 6に共通する特徴は上胴部に櫛描沈線文を施す点である。 7は器壁の薄い

器形である。 8は小型品であろう。

2。 石器 (第 74図 )

磨製石庖丁が 1点出土している。背部は外湾する形態であり,直刃を有する。孔は両面から穿

たれたことが半Jる 。

0           5 cln

第74図 第 104号土坑伴出石器実測図
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第105号土坑 (S K 405)

①遺構について

S K404の南方1.8mに位置する。長楕円形の平面

形態を有し,規模は長径150cm,短径93cm,深 さ18cm

を測る。主軸は真北から68° 30′東偏する。

②伴出遺物について (第75図 )

甕形土器

胴部に比 して口縁部が厚い器壁を有する器形である。

さ 7～ 19cmの規模を測る。

②伴出遺物について

1.土器 (第 77図 )

壺形土器

1, 2は 日縁端部を厚く成形し,横位のナデ調整

を施すことにより端面を造出する。

甕形土器

―『

第106号土坑 (S K 406)

①遺構について

S K404の西方3.4mに位置する。平面形態は不整な長楕円形を呈 し,長径110cm,短径60cm,深

0          1 0crn

第75図 第 105号土坑伴出遺物実測図

:

0            5 cln´

第76図 第 106号土坑伴出石器実測図
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総て逆 L字形に外反する口縁部を有する。 3～ 5については端部の突出が弱く,断面が三角形

を呈する。 6～ 9は上面を強く横位にナデることにより凹面化する。 8の 口縁部は内外両方向に

拡張される。13の底部は直立する部分が認められる。

2.石器 (第 76図 )

穿孔を有する磨製石庖丁である。背部は外湾し,刃部は直線的な形態である。

L=15′ 300m  に比 して西壁面が緩い傾斜で掘削され

７
Ｌ

ている。遺存する規模は長径345cm,短

径130cm,深 さ50～ 62cmを 測る。主軸方

位はほぼ東西方向を示す。

②伴出遺物について (第 79図 )
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0          1 ocln

第77図 第 106号土坑伴出遺物実測図

第109号土坑 (S K409)

①遺構について (第78図 )

シ36区東辺部において,S K405の 上位に近接して検出した。平面形態は不整な長楕円形を呈す

るが, とりわけ西壁面が歪曲してお り,一部が外方向に突出する形態である。また壁面は東壁面

0す¬_rT」
m  8帽

幌55警塁
土

第78図 第 109号土坑埋土層序実測図

甕形土器

―-77-―



1は逆 L字形に屈曲する日縁部を有する。 2

の口縁部の穿孔については,蓋形の資料を伴っ

ていたことが考えられる。

(14)第 13土坑群 (第 82図 )

第101号土坑 (S K401)(第80図 )

サ36区南西部に位置する。北東隅部が突出す

るために不整隅丸長方形の平面形態であり,規

模は長径325cm,短径250cm,深 さ50～ 81cmを 測

る。

L=15′ 000m

0         1 0cln

第79図 第 109号土坑伴出遺物実測図

第102号土坑 (S K402)

①遺構について

S K401の北方0.8mの位置において検出した。遺構の東半部については現用水路下に埋没して

いるために未調査であるが,長楕円形の平面形態であり,長径175cm,短径100cm,最深部12cmの

戸

1 ~

4

第81図  第 102号土坑伴出遺物実測図

つ
‐‐
Ｈ
２

L__」 m慶賃膚翼言i 邸8:与11土

第80図  第 101号土坑埋土層序実測図
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規模を有することが判る。

②伴出遺物について (第81図 )

甕形土器

1は上端部からやや下位の位置に突帯を貼付することにより,日 縁部を造出した大型品である。

3の 口縁部は逆 L字形に外反した後に上面を凹面化する。 4についても口縁部を外方向に直角に

折 り曲げることを意図していることが判る。 7は下端部が外方向に突出する形態であり,底面が

上げ底に成形されているために脚台状を呈する。 8についてはやや突出する形態である。

第103号土坑 (S K 403)

①遺構について

S K401の東方1.2mに位置する。平面形態は北壁面幅に比して南壁幅が広い隅丸長方形を呈し

ており,長径195cm,短径145cmの 規模を測る。また,床面については南西隅部から北半部へ傾斜

する形態であり,最深部の上面からの深さは35cmで ある。

②伴出遺物について (第83,84図 )

壺形土器

1は最大径が下胴部に位置するために肩の張 りが33い 器形となっている。下胴部の孔について

は焼成後に人為的に穿たれたことが判る。 2, 4は肩の張る形態であるが,後者が長頸の器形で

あるのに対して,前者は頸部の湾曲が急である。 2の 口縁部には 2個単位の穿孔が対称な位置に

施されていることから蓋形の資料を伴っていたことが判る。 4は ラッパ状に広 く開口する口縁部

を有し,内面に突帯 1条を貼付する。この突帯の連続しない部分については注目として用いられ

たことが考えられよう。10は 小型の壼形土器であるが,胴部が大きく外湾する形態である。11,

12の底部は下端部が外方向に突出しており,12は底面が上げ底を呈する。

甕形土器

7は 日縁部上端部を指でおさえることにより波状に湾曲させるが, この点については装飾を目

的としていることが考えられる。また上胴部に櫛描沈線文を施した後に最下段に円形浮文を貼付

して加飾する。8は円筒形の粘土塊の上端部を外方向に折 り曲げることによリロ縁部を造出する。

鉢形土器

5, 6は球形の胴部を有するが, とりわけ 6は胴の張る器形である。日縁部の形態はいずれも

緩く外反する。

第124号土坑 (S K424)

サ36区南辺中央部に位置する。北半部のみを検出したに止まるが,不整円形の平面形態を呈し

ていたことが考えられる。規模は長径83cm,短径35cm,深 さ6 cmである。
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0         1 0cln

第84図 第 103号土坑伴出遺物実測図(2)

(15)第 14土婦  (第87図 )

第 5号土坑 (S K 305)

①遺構について

シ36037区 境において検出した。北辺部上位が S D301に よ

一部をS X308に より削取されているために旧状を留めない。

短径104cm,深 さ12cmを測る。

平面形態は北辺部中央部が内部へ歪曲する形態である。

②伴出遺物について (第85図 )

壺形土器

1は 日縁端部をやや肥厚 して,端面を形成する。 日縁部

の外反度は弱い。頸部にヘラ描沈線文を 1条施す。

甕形土器

2の 口縁部は逆 L字形に折 り曲げることにより造出され

たことが半Jる 。

り削取 されてお り, しかも南端部の

遺存する部位の規模は長径 198cm,

Ｆ

ｔ

0         1 0cln

第85図  第 5号土坑伴出遺物実測図
第15号土坑 (S K 315)

①遺構について

ス37区西部に所在し, S B305の 調査の際にその床面南部において遺構上部を確認した。した

がって本遺構はS B 305の掘削により埋没後に上位部分を失っていることは疑 う余地はないと考

えられる。遺存する規模は長径114cm,短径110cm,深 さ23cmで あり,ほぼ円形の平面形態を呈す

-83-
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る。埋土中には弥生土器と

焼土が包蔵されており,特

に後者については,遺構壁

面に被熱の痕跡が認められ

ないことから他所から運搬

され,本遺構内に投棄され

たものであろう。第86図 第 15号土坑伴出遺物実測図

②伴出遺物について (第86図 )

甕形土器

1は大型の器形である。日縁部は上・下面を横位にナデることにより断面を三角形に成形する。

この技法は 2の 口縁部にもみることができるが, 2は端部についても横位のナデ調整を施す。

第18号土坑 (S K 318)

S K317に近接して所在しており,両者間の距離は約0.2mで ぁる。平面形態は円形を呈し,長

径74cm,短径66cm,深 さ26cmの 規模を測る。

第19号土坑 (S K 319)

S K318の南方0.2mの位置に所在する。長径58cm,短径48cmを 測 り,平面形態はほぼ円形であ

る。上面の規模はやや小型ではあるが,壁面を鋭く奮Jる ことにより深さは50cm前後に深 く掘削さ

れている。なかでも北壁が急傾斜を呈する。この点から本遺構が,廃棄を目的として穿たれたと

考えるよりもむしろ柱・杭材などを固定することを意図して穿たれたと考えるべきではなかろう

か。

第20号土坑 (S K 320)

①遺構について

ス37区北端部において検出。北・西壁の一部が現代の掘削により攪乱を受けており, しかも東

半部についてはS D302の流路として利用されたために,平面形態は旧状を留めないものとなって

いる。しかしながら,遺存する部位から原形を復元することは不可能ではない。推定される規模

は長径134cm,短 径132cm,深 さ17cm以上である。また平面形態は隅丸方形を呈していたことが判る。

埋土中からは弥生土器と円礫が検出されているが, とりわけ床面直上においてやや遺存状態の

良好な土器片と大型の礫が採取されていることは注意したい。

②伴出遺物について (第88図 )

壺形土器

1は短い口縁部を有する形態である。 2の 口縁部は外方向へ大きく開日した後,端部を丸 く成

形する。頸部には沈線文を施す。 3は大型の器形であ り, 日縁部がラッパ状に開口し,端面を成

形する。 9は大型の器形である。
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第88図 第20号土坑伴出遺物実測図

甕形土器

5～ 7は逆 L字形の口縁部形態であり,上胴部に櫛描沈線文を施文する点が特徴である。とり

わけ 5の 口縁部は上端部からやや下方に位置しており,上面が傾斜する。底部を 2点図化したが,

いずれも底面がやや上げ底となる形態である。

第21号土坑 (S K 321)

①遺構について

前述のS K319の南方1.4mに位置する。東壁の一部が

後世のビットの掘削により破壊された状態で検出した。  第89図 第21号土坑伴出遺物実測図

平面形態は北壁幅の広い不整形な隅丸三角形を呈し,規模は長径126cm,短径118cmを測る。床面

の形状は東部から西部にかけて傾斜し,最深部において地表面からの距離が42cmと なる。

②伴出遺物について

〕              

‐

           | 吼
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1。 土器 (第 89図 )

壺形土器

ラッパ状に外反する日縁部を有 し,端

部に横位のナデ調整を施すことにより端

面を成形する。内面には突帯 1条を貼付

している。

2。 石器 (第 90図 )

0           5 cln
06   ~~   1～ 5は無茎凹基式の石鏃である。

第90図 第21号土坑伴出石器実測図 石錐 (6)は先端部の一部を欠く。

第22号土坑 (S K 322)

ス37区のほぼ中央部に位置する。 S B304の埋土除去作業時に南西隅部の床面において検出し

た。

長楕円形の平面形態であり,長径142cm,短径70cm,深 さ1lcmで ある。主軸方位は真北から55°西

偏する。もちろん上位部分が竪穴住居跡の構築により破壊されていることから,原形はこれを凌

ぐ規模であったことは疑いないであろう。

なお,遺構の床面を精査した結果,中央部において径26cm,深 さ30cmの ビット1基を検出した。

この使途を明らかにする資料は遺存しない。

第35号土坑 (S K 335)

①遺構について

ス37区北西隅部において検出した。埋没後に

北端部をS X303,西壁部をS B 305の掘削によ

り失っている。遺存する規模は長径274cm,短径

174cm,深 さ13～ 20cmを 測 り,平面形態は隅丸方

形を呈するが,西壁が東壁に比して短いことが

考えられるために,不整な形態であったことが

推測できよう。なお, S X303, S B 305の床面

においては,当遺構の部位は全く遺存していな

い。

主軸は真北から54°東偏する。

②伴出遺物について (第91図 )

甕形土器

第91図 第35号土坑伴出遺物実測図

1は胴部最大径が口径を凌駕する器形であ り,ほぼ直立する胴部を有する。 2は上胴部に櫛描

沈線文を施文する。 3はやや上げ底の形態である。

７

ゝ

＝

＝

＝

＝

――

嶋
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(16)第 15土坑群 (第92図 )

第8号土坑 (S K 308)

①遺構について (第93図 )

ス36区北辺部に所在する長径224m,短径150cmの

不整隅九長方形の土坑である。東端部上位がS B302

によリー部削取されているものの遺構の遺存状態は

良好である。

壁面は垂直に穿つことを意図しており, とりわけ

東壁面はややオーパーハングする状況が認められ

る。また床面の起伏が少ない点からも丁寧に掘削さ

れたことが判る。

A――

A―一 L=:5′ 70堕
A′

埋土は2種類に大別することができる。上位6

の厚さに砂質土,下位に粘質土が堆積している。

者に弥生土器が相当量包蔵されるが,小破片が多

遺存状態の良好な土器片はむしろ後者の床面直」

層序中に多くが認められる。さらに埋土の下位の東       ~

半部には焼土と炭化物の堆積層が認められ,同一の    第93図 第 8号土坑実測図

層序中から魚骨・魚歯・獣歯を採取することができた。これらの動物遺体については名古屋大学

渡辺誠教授に同定を依頼し,第 8節の結果を得ている。

ところで,当土坑の性格については動物遺体を出土したことにより食物残滓の破棄遺構と考え

ることに何ら疑間の余地はなかろう。

②伴出遺物について

1.土器 (第94～96図 )

壺形土彗

1は大型の器形であり,口縁部上面に横位のナデ調整を施すことにより上端部がやや突出する。

3の胴部は球形を呈する。

■形土器

口縁部の形態により2種に大別することができる。 4～ 6, 8～ 14,16,19は逆 L字形に外反

する口縁部を有する資料である。このうち 4～ 6は 口縁部上面を水平に成形し, 8～ 13,16につ

いては強い横位のナデ調整を施すことにより同部位を凹面化する。一方,18,20～ 23の 口縁部は

く字形に外反する形態である。22,23は端面を形成して刻目を施す。

鉢形土器

28,29の 口縁部の外反度は弱い。端部は丸く成形する。

聯
銹
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第97図 第 8号土坑伴出石器実測図

甑形土器

3点 (7,15,17)出土している。いずれも焼成後に穿孔された単孔式の器形である。ただし

外面に使用痕は認められない。

蓋形土器

7は器高の低い形態であるが,端部の接地面が広い。 したがって,逆 L字形の水平な口縁部を
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有する甕形土器とセットにして用いられたことが考えられる。

2.石器 (第 97図 )

1～ 3は打製石庖丁である。特に 1については両端部に扶 りを施した形態であり,直刃を有す

る。また,背部は細かい余」離調整を行った後にエッジをつぶすことにより握 り易く成形している

こと力`半」る。

石鏃が4点出土しているが, 4～ 6は無茎凹基式の資料であり,     ◎  ◎

7は柳葉形の形態を呈する。                     o  0

3。 石製品 (第 98図 )                        1   2

不純物を多く含む碧玉を加工した臼玉が 2点 出土している。いず

れも端面に粗い切断痕を残すことから,管玉状の資料を切断するこ

とにより成形されたことが半Jる。

第10号土坑 (S K 310)

①遺構について

S K309の東方1.3mに位置する。西辺部から南辺部にかけての部位が,S B 306の 掘削により失

われており, しかも床面さえも遺存しないために旧状を復元することは困難である。しかしなが

0                 5 cln

第98図
玉羹乳昌

土坑伴出臼

0            5 cln

第99図 第 10号土坑伴
出石器実測図

ら,遺存する他の部位から長楕円形の平面形態であったことが推測でき

よう。規模は長径188cm,短径72cm,深 さ10～ 17cmで ある。さらに床面西

端部にはビット状の遺構を伴っている。その深さは約35cmを測る。ただ

し,本遺構を設ける意図について明らかにする遺物は存在しておらず,

またその掘削形態から上部構造を伴 う状況を認めることはできない。

②伴出遺物について (第99図 )

石錐が 1点出土している。先端部が短い形態である。

第12号土坑 (S K 312)

①遺構について

る。平面形態は隅丸方形を呈し,主軸は真北から47°

西偏する方位を示す。規模は長径162cm,短 径140cm,

深さ20cmを 測るが,特に床面の起伏が少ない点は注

意したい。

②伴出遺物について (第 100図 )

甕形土器

逆 L字形の口縁部を有する器形である。

第38号土坑 (S K 338)

ス36区のほぼ中央部において検出した。 S B 30603070310と 同一の層序中において確認してい

７

＝

＝

＝

0         1 0cln

―

―

―

・

第 100図 第 12号土坑伴出遺物実測図
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①遺構について (第 101図 )

シ36区南辺部のほぼ中央部において検出した。北半部の

上位部分が埋没後に S D301の掘削により削取されたため

に不整な形態を呈しているが,旧状は隅丸長方形の平面形

態であったことカミ推測される。遺存する規模は長径262cm,

短径176cm,深 さ90cmを 測 り,真北から44°東偏する主軸方位

を有する。壁面の形態の特徴としては東壁面にテラス状の

部位を有する点がある。この遺構の意図としては掘削途上

における規模の縮小などが考えられよう。

埋土中には多量の弥生土器が包蔵されていることが判っ

たが,特に最下層の灰色粘質土中より出土した遺物量が群

を抜いている。したがって最下層より出土した遺物は一括

廃棄され,埋蔵されたものと考えられる。埋土の除去中に

採取された遺物にはその他のものとして獣骨・魚骨などの

動物遺体がある (同 定結果は第 8節に収録)。

当遺構の性格については,前述のS K308同様に食物残滓

および破損した土器の廃棄を目的として穿たれたものと考

えることに問題はなかろう。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 103図 )

甕形土器

A――

L=15′ 70Qm A′

①黒茶褐色砂質土   ⑦黄茶灰色粘質土
②褐灰色砂質土    ③費灰色粘質土
③淡灰費色砂質土   ③灰色粘土(炭化物を少量含む)

④灰色粘質土     ⑩暗灰色粘土
⑤茶褐色砂質土    ①灰色粘土(炭化物を少量含む)

⑥費白灰色粘質土   ⑫淡青賞灰色砂質土

0        1m

-第 101図  第38号土坑実測図

0                5 cm

第 102図 第38号土坑伴出管玉

実測図

1, 2, 6～ 12が逆 L字形に屈曲する日縁部を有する器形である。 1, 2, 6, 7については

上面に横位のナデ調整を施すことにより,水平面を形成する。 8～ 10の 口縁部は円筒形の粘土塊

の上端部を屈曲することにより製作したことが判る。なお, 1の 底部は下端部が直立 し,底面が

上げ底を呈する。

2。 石器 (第 104図 )

1は磨製の柱状片刃石斧であるが,基部を失っている。刃部に

ついては使用による摩耗の状態が認められる。

2, 3は直刃を有する打製石庖丁であり,特に前者の側面には

手擦れによる摩耗の痕跡が残る。

石鏃 (4)は無茎凹基式の資料である。

外洒
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―の谷遺跡群出土木材及び炭化木材分析委託業務報告

パ リノ0サ ーヴェイ株式会社

一の谷遺跡出土材同定

1 試料

試料はNQ l～ 12の 12点 で、NQ 9,10,12は非炭化材、残 りの 9点は炭化材である。NQ l～ 11は

竪穴住居の構築材で、NQ 9～ 11は柱とされる。NQ12は 不明遺構から検出されたもので、用途は不

明である。また、遺構の時代や試料の出土状況は明かにされていない。

2 方法

炭化材は、試料を乾燥させたのち木口 0柾 目・板 目三断面を作成、実体顕微鏡と走査型電子顕

微鏡で観察・同定した。非炭化材は、剃刀の刃を用いて試料の三面の徒手切片を作成、ガム 0ク

ロラール (Gum Chloral)で 封入、生物顕微鏡で観察 0同定した。同時に、顕微鏡写真図版 (図

版 1, 2)も 作成した。

3 結果

確実な同定のできないものもあったが、試料は以下の 3種類 (Taxa)に同定された。各試料の

主な解剖学的特徴や一般的性質はつぎのようなものである。

●マツ属 (複維管東亜属)の一種 [PinuS(Subgeno Diploxylon)Sp.] マツ科  NQ 3, 8.

早材部から晩材部への移行はやや緩やかで、晩材部の幅は広 く、年輪界は明瞭。樹脂細胞はな

く、樹脂道が認められる。放射組織は仮道管、柔細胞とエピセリウム細胞よりなり、仮道管内壁

には顕著な鋸歯状の突出が認められる。分野壁孔は窓状、単列、 1～ 15細胞高。

複維管東亜属 (い わゆる二葉松類)には、アカマツ (PinuS densiflora)、 クロマツ(P.thunber‐

gii)、 リュウキュウマツ (P。 luChuensis)の 3種がある。アカマツとクロマツは本州・四国。九州

に分布するが、クロマツは暖地の海沿いに多く生育し、また古くから砂防林として植栽されてき

た。 リュウキュウマツは琉球列島特産である。材は重硬で強度が大きく、保存性は中程度である

が耐水性に優れる。建築・土木・建具・器具 。家具材など広い用途が知られている。

・コナラ属 (コ ナラ亜属 コナラ節)の一種 [QuerCus(subgen.

プナ科  NQ l, 2, 4, 5, 6, 7, 9,11,12.

Lepidobalanus sect. Prinus) sp.]

環孔材で孔圏部は 1～ 2列、孔圏外で急激に管径を減じたのち漸減しながら火炎状に配列する。

大道管は横断面では円形～楕円形、小道管は横断面では多角形tと もに単独。単穿孔を有し、壁

孔は交互状に配列、放射組織との間では棚状～網目状となる。放射組織は同性、単列、 1～ 20細
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胞高のものと複合組織よりなる。柔組織は周囲状および短接線状。年輪界は明瞭。

コナラ節は、コナラ亜属 (落葉ナラ類)の中で、果実 (い わゆるドングリ)力:1年 目に熟する

グループで、モンゴリナラ (Quercus mOngolica)と その変種 ミズナラ (Q.mongolica ,ar.

grosseserrata)、 コナラ (Qo Serrata)、 ナラガシワ (Q.aliena)、 ヵシワ (Q.dentata)と ぃくつ

かの変・品種を含む。モンゴリナラは北海道・本州 (丹波地方以北)に、 ミズナラ・ カシワは北

海道 0本州 0四国 。九州に、ナラガシワは本州 (岩手 0秋田県以南)0四国 。九州に分布する。こ

のうち平野部で普通に見られるのはコナラである。コナラは樹高20mになる高木で、古くから薪

炭材として利用され、植栽されることも多かった。材は重硬で、加工は困難、器具 。機械 。I_9材

などの用途が知られ、薪炭材としてはクヌギ (Q.acutissima)に 次ぐ優良材である。枝葉を緑肥

とした り、虫えいを染料 とすることもある。

・ カゴノキ属類似種 (Cf.Actinodaphne sp。 )ク スノキ科  NQ10。

散孔材で、横断面ではやや角張った楕円形、単独または 2～ 4個が放射方向に複合する。道管

は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、放射組織との間では網目状となる。放射組織は異性Ⅲ型、

1～ 4細胞幅、 1～ 30細胞高。柔組織は周囲状および散在状。年輪界はやや不明瞭。

クスノキ科の材の解剖学的特徴は互いによく似ており、大型の道管や油細胞をもつクスノキや

タブノキを除くと識別が困難である。上記の特徴はカゴノキ属に似ていると判断したが、他属の

可能性もある。

カゴノキ属には、カゴノキ (Actinodaphne lancifolia)と バ リバ リノキ (A。 longifOlia)の 2

種があり、本州 (関東地方以西)・ 四国・九州。琉球に分布する常緑高木である。材はやや重硬で、

カゴノキの割裂性は小さいが、バ リバ リノキは大きい。器具材などに用いる。

以上の同定結果を一覧表で示す (表 1)。
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末 ロ X70                   柾 目 X140

Piπ溶 (Subgen.Dわノθ〃あπ)sp.NQ 8

Quercus (subgen. Lebidobalnnus sect. Prinus) sp. No 5

図版 1

板 目 X140IIEtt X 140

木 口 X70 II tt X 140

-99-

板 目 X140



図版 2

試料番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

cf. Actinodaphne sp. No.10

表  1 -の 谷遺跡群出土材の樹種

コナラ属 (コ ナラ亜属 コナラ節)の一種

コナラ属 (コ ナラ亜属 コナラ節)の一種

マツ属 (複維管東亜属)の一種

コナラ属 (コ ナラ亜属 コナラ節)の一種

コナラ属 (コ ナラ亜属コナラ節)の一種

コナラ属 (コ ナラ亜属 コナラ節)の一種

コナラ属 (コ ナラ亜属 コナラ節)の一種

マツ属 (複維管東亜属)の一種

コナラ属 (コ ナラ亜属 コナラ節)の一種

カゴノキ属類似種

コナラ属 (コ ナラ亜属 コナラ節)の一種

コナラ属 (コ ナラ亜属 コナラ節)の一種

名種

木 口 X40 IIEtt X 10o 板 目 X100

S K308

S B327

S B327

S B327

S B327

S B327

S B327

S B327

S B305

S B320

S B317

S K439
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第 103図 第38号土坑伴出遺物実測図
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第 104図 第38号土坑伴出石器実測図
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3。 石製品 (第 102図 )

全長1.5cmの管玉 1点が長軸方向に半裁された状態で出土している。石質は緑灰色を呈する碧玉

である。断面の形状によると両端部から穿孔を開始したことが観察できる。

第107号土坑 (S K407)

①遺構について

シ36区の南辺中央部において検出した不整形な平面形態を呈する遺構である。隅丸長方形を基

本形態とするが,南半部ほど幅の狭い形態である。規模は長径373cm,短径158cm,深 さ42～ 71cm

を測る。

②伴出遺物について (第 105図 )

打製石鍬と考えられる資料が 1点あるが,極めて剥離し易い素材を用いていることから硬質の

土壌における使用には適さなかったことが考えられる。なお,既に刃部の大部分を失っている。

第172号土坑 (S K472)

後述のS K473と 共に,ス 36区南部においてS X304の床面を調査中に検出した。埋没後に上位

にS X304が掘削されたために,著 しく原形が破壊されているものの,旧状においては,円形の平

面形態を有していたことが推測できる。

遺存する規模は長径62cm,短径54cm,深 さ56cmで ある。

第173号土坑 (S K473)

①遺構について

S K472に酷似した形態と規模を有する。既に原形を留めておらず,遺存する部位から長径46cm,

短径40cm,深 さ50cmの規模を測ることが可能である。
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第 105図 第 107号土坑伴出石器実測図

ド
~司  『

のとは考えられない。

第166号土坑 (S K466)

①遺構について

S K465の 東南方5。 9mの 位置 に所在す

る。東壁面の上位を ピットの掘削によ り

失っているものの原形が不整円形を呈 して

いたことは容易に推測できる。

②伴出遺物について (第 106図 )

甕形土器

0 10cm      tt L字 形に外反する日縁部を有するが,外方向への

突出は小規模である。上面は横位のナデ調整により水
第 106図 第 173号土坑伴出遺物実測図

平な面を造出す
‐
る。

(17)第 16土坑群 (第 109図 )

第108号土坑 (S K 408)

シ36区西部において,S K468の 東方1.7mに位置する。平面形態は長楕円形を呈 し,長径115cm,

短径63cm,深 さ46cmの 規模を有する。北壁面にテラス部が認められるが,意図的に掘削されたも

公―
―

2

―凝
0

3

0

_k_

《 ~~4

5 cln

第 107図 第 166号土坑伴出石器実測図

く
=>|
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規模は長径75cm,短径63cm,深 さ14cmを測る。

②伴出遺物について (第 107図 )

石鏃 4点を図化したが,総て無茎凹基式の資料である。

第169号土坑 (S K469)

…
0 lOcm

FFr-TT-1-----l

H to8tr H t68Etri,
{+H€+2F;F.IJtr

シ35・ 36区の区画境において検出した。東壁面について未確認である点については既にシ36区

西端部において S K468の調査を終了していることからS K468の掘削により失われた可能性を有

する。また,あ るいは両遺構が同一の遺構であったことも考えられるが判然としていない。

遺存する部位については平面形態が不整長楕円形を呈し,規模は長径84cm,短 径69cm,深 さ

13～ 26cmを 預Jる 。

第170号土坑 (S K470)

S K469の南西方 2mに位置する。平面形態は整然とした長楕円形を呈し,規模は長径72cm,短

径40cm,深 さ2～ 6 cmを 測る。

床面より自然石の円礫が複数出土したが,規則性が認められないことから,遺構の埋没時に投

棄されたことが考えられる。

第171号土坑 (S K471)

S K470の西方 5mの位置において検出した。不整円形の平面形態を有し,規模は長径112cm,

短径110cm,深 さ10～ 13cmを測る。

(18)第 17土坑群 (第 110図 )

第130号土坑 (S K 430)

サ35区の中央部に位置する。遺構は大部分が予備調査時におけるトレンチ掘削のために破壊を

被っており,西壁面の極一部を検出するに止まった。遺存する壁面の形態から原形は円形の平面

形態を呈していたことが推察される。測量可能な規模は長径123cm,短径22cm,深 さ4～ 6 cmであ

る。
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(19)第 18土坑群 (第 Hl図 )
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第‖2図 第 19土坑群実測図

S K480

(20)第 19土坑群 (第 H2図 )

(S K 463)第163号土坑

シ35区北西隅部におい

て検出した。埋没後にS  +
K464の 掘削によ り南壁   シ35

。遺存す
′000m

面を失っている
    L=15

る部位から原形は不整円   生     _

形を呈 していたことが推

   ミNss、 R
測できる。規模は長径120

cm,短 径 110cm,深 さ

14～ 21cmを 演Jる 。

第165号土坑(S K 465)

S K463の東南方1.6m

に位置する。隅丸方形の

平面形態を呈 し,長径130

cm, 短径93cm, 深さ25cm

第‖1図  第 18土坑群実測図
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の規模を有する。主軸方位は真北から54° 30′ 西偏する。

(21)第20土坑群 (第 H3図 )

第141号土坑 (S K 441)

シ34区西半部において検出したが,西壁面の一部は調査対象地区外に埋没しているために未調

査である。平面形態が不整円形を呈し,規模は長径103cm,短径87cm,深 さ20cmを 測る。

第142号土坑 (S K442)

S K441の東方0。 lmに近接して立地する。東壁面上位が突出するために平面形態は不整円形を

呈する。規模は長径142cm,短径130cm,深 さ20～ 24cmを 測る。

第146号土坑 (S K 446)

シ34区北辺部の中央部寄 りに位置する。平面形態は整然とした隅丸長方形を呈し,規模が長径

69cm,短径46cm,深 さ1lcmを測る。

第147号土坑 (S K447)

埋没後に上位にS K446が構築されているために東・南壁面部と床面のみを検出することができ

た。遺存する部位から原形は長楕円形の平面形態を呈していたことが推測でき,規模は長径85cm,

短径58cm,最深部17cmを測ることが判る。

、ところで,本遺構と前述のS K446は伴出遺物に隔絶した時間差が認められないことから短時間

内において両者が構築されたことは明らかである。

第148号土坑 (S K448)

S K446の東方0.3mに近接して検出した。隅丸長方形の平面形態を呈することを意図して掘削

されたと考えられるが,南半部については東西壁面の距離が狭 く,不整な形態である。規模は長

径80cm,短径49cm,深 さ13cmを測る。

第149号土坑 (S K 449)

S K448の東方0.6mに位置する。不整円形の平面形態を有し,規模は長径72cm,短径60cm,深

さ22cmを測る。

第150号土坑 (S K450)

S K449の東方0.2mの地点に位置し,S K452の 埋没後にその西壁面の一部を破壊して穿たれて

いる。平面形態は長楕円形を呈し,長径67cm,短径50cm,深 さ13cmの規模を有する。主軸方位は

ほぼ東西方向である。

第152号土坑 (S K 452)

シ34区北東隅部において検出した。既に西壁面の一部を S K450の掘削により失っており,南半

部についても予備調査の トレンチ掘削の際に削取している。そこで遺存する部位から原形は長楕

円形の平面形態を呈していたことが推測される。また,東壁面直下の床面に長楕円形のビット状

の遺構が存在する。
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遺構規模は長径83cm,短径20cm,深 さ12cmを測 り, ビット状遺構の最深部は床面からの距離が

6 cmを 源Jる 。

主軸方位は真北から49° 30′東偏する。

第153号土坑 (S K453)

S K448の東南方0.2mに位置する。東半部を トレンチ調査によって失っているために遺存する

部位の規模は長径51cm,短径22cm,深 さ15cmで ある。また,復元される平面形態は長楕円形を呈

する。主軸は真北から51・ 30′東偏する。

第154号土坑 (S K454)

S K442の東方3。 3mに位置し,不整円形の平面形態を呈する。長径42cm,短径35cm,深 さ24cm

の規模を有する。

第155号土坑 (S K455)

S K454の東南方2.7mに位置する。 S K456の埋没後にその西壁面を破壊して設けられている。

平面形態は不定形であり,規模は長径98cm,短径85cm,深 さ20cmを 測る。

第 156号土坑 (S K 456)

①遺構について

埋没後に西壁面がS K455の掘削による破壊を被ったために,原形を留

めない。復元される平面形態は長楕円形であり,遺存する規模が長径98 0

cm, 短径85cm, 深さ20cmを 測る。

②伴出遺物について (第n4図 )

1 0cln

第‖咽浦婚巫
壺形土器

底部 1点が図化できたのに止まる。下端部が外方向に拡張される形態であり,底面は上げ底を

呈する。

シ34区東壁面部の トレンチ調査により滅失している。ま      ~~

た,遺存する規模は長径70cm,短径44cm,深 さ24cmを測  第‖5図 第 157号土坑伴出遺物実測図

り,残存する部位から原形の平面形態が隅丸長方形を呈していたと推測される。

②伴出遺物について (第 115図 )

甕形土器

口縁部がく字形に外反し,端部を横位にナデることにより端面を形成する。屈曲部以下は直立

する胴部形態である。

第158号土坑 (S K458)

― H3-



S K457の南方 2mに位置し, S D312の 底面において検出した。不定ンな平面形態を呈し,規

模は長径44cm,短径37cm,深 さ8 cmを測るが,埋没後に原形の大部分を失っていると考えられる。

(22)第21土坑群 (第 H7図 )

第143号土坑 (S K443)

シ34区においてS K441の南方7.5mの位置に検出した。平面形態は整然とした円形を呈し,壁

面は南壁面の傾斜が急である。規模は長径92cm,短径91cm,深 さ45cmを 測る。

第144号土坑 (S K 444)

①遺構について (第 116図 )

S K443の東方1.lmに近接して所在す

る。平面形態は整然とした隅丸方形を呈

し,主軸は真北から32° 西偏する方向性を

有する。壁面は垂直気味に掘削されるた

めに傾斜が急であり,特に東壁面につい

ては上位部分がオーバーハングする形態

である。規模は長径157cm,短径105cm,

深さ53cmを測る。

埋土中に包蔵されていた遺物は床面直

上において採取されたものが最も遺存状

態が良好であることから遺構の掘削直後

に遺物が埋納されたことが判る。

②伴出遺物について (第 118図 )

壺形土器

A――

1は厚い器壁を有する小型品である。 口縁部はほとんど外反 しない形態であ り,胴が張る。

甕形土器

3, 4は最大径が上胴部に位置 してお り, 日径を凌 ぐ。 日縁部はく字形に外反 した後に端面が

形成される。 日縁部の屈曲は緩やかである。 3の下胴部には焼成後の穿孔が認められる。

第159号土坑 (S K459)

①遺構について

シ34区南半部中央部に位置しており,S D312の 西岸部分を破壊して設けられている。平面形態

は北半部が東西方向に長い楕円形を,南半部が不整円形を呈し,真北から41°東偏する方向性を有

する。

規模は長径93cm,短径70cm,深 さ17cmを測る。

L=15′ 000 m A′

O       im

-
第 H6図 第 144号土坑実測図
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TI

②伴出遺物について (第 120図 )

甕形土器

1は 口縁部上面を横位にナデることにより凹面化す

る。 5は下端部が外方向に拡がる形態である。

鉢形土器

2はやや内湾する日縁部を有するために最大径が上

胴部に位置する。3は小型の器形であり,器壁が厚 く,

しかも壁面の傾斜が急であるために容量の小さい器形

である。

②伴出遺物について (第■9図 )

磨製石庖丁 1点が出土している。刃部,背部ともに

やや外湾する形態であり, 2個の穿孔を有する。孔の

位置関係については資料の長軸方向に平行しない。

第160号土坑 (S K 460)

①遺構について

週 ´
0          1 0Cln

第ピ1図

浦婚鰤

奎
―

0            5 cln

第 122図  第 131号 土坑
伴出石器実測図

の規模を有する。

②伴出遺物について (第 121図 )

壺形土器

底部 1点を図化 した。やや突出する平底の形態である。

第161号土坑 (S K461)

シ34区東南隅部において検出した。既に遺構の大部分が S D312の最深部によって失われてお

り,東壁面の一部を確認するに止まった。遺存する部位から原形が円形の平面形態を呈していた

ことが推測できる。規模は長径43cm,短径14cm,深 さ9 cmを測ることができる。

(23)第22土坑群 (第 123図 )

第131号土坑 (S K431)            
・

①遺構について

ス35区北西隅部において検出した。壇没後にS K432が掘削されたた

めに南壁の一部が破壊されている。平面形態は隅丸方形を呈し,規模

が長径92cm,短径79cm,深 さ44cmを測る。壁面はほぼ垂直に穿たれて

おり,ま た床面については起伏の少ない形態である。床面に密着した

状態で土器片が出土したことから,遺構の掘削直後に投棄あるいは埋

Ⅵ イ

ゴ5

0         1 0cln

第 120図 第 159号土坑伴出遺物実測図   s K459の 西南方0。 7mの位置に近接して所在する。

平面形態は南北壁面が著しく歪曲する不定形な形態を呈し,長径59cm,短径36cm,深 さ3～ 10cm
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第 124図 第 131号土坑伴出遺物実測図
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納されたことが判る。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 124図 )

壺形土器

1については日縁部を失っているが,外方向に大きく外反する形態が推測できよう。頸部はや

や外傾し,下位に沈線文 3条を施文する。

甕形土器

2は肩の張る形態であることから容量の大きい器形が考えられよう。短い口縁部が緩く外反す

る。 3は く字形に外反する日縁部を有する。

2:石器 (第 122図 )

無茎凹基式の石鏃が 1点ある。

第132号土坑 (S K432)

S K431の南壁面の一部を破壊して掘削されている。南北方向の主軸方位を有する長楕円形の平

面形態を呈し,長径108cm,短径97cm,深 さ76cmの規模を測る。

壁面は東壁面に比して西壁面が急傾斜を呈する形態である。

一 H9-



(24)第23土坑群 (第 126図 )

第23号土坑 (S K 323)

①遺構について

東南部のセ35区において検出した。S D301の南端部に近接する位置である。平面形態は長楕円

形を呈するものの,東壁部が歪曲して内湾するために不整形な形態である。遺構規模は長径152cm,

短径101cm,深 さ31cmを 測 り,主軸方位が真北から13°西偏する。

埋土に包蔵される遺物は少量の弥生土器片であるが,床面直上において壼形土器 1個体が出土

している。その遺存状態は極めて良好であり,ほぼ完存することから本遺構が実用性を失った遺

物の投棄に用いられた可能性は薄 く,上記の壷形土器の埋納に用いられたことが考えられる。し

かしながら,遺構規模が,土器 1個体の埋納を目的とすると仮定した場合には,過度に大型であ

ろう。したがって,遺物の遺存が認められなかった空間においても埋没時には何らかの遺物が存

在していたことが推測される。しかもその遺物が埋没後に滅失したことから有機質の資料であっ

たと考えることが自然であろう。そこで,以上の諸要素からここでは本遺構について埋葬施設と

しての性格を有するものとして一例を考えてみたい。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 125図 )

壺形土器

1は 日縁部を欠くもののほぼ完存する資料である。内容物を伴 うことが予測されたが,肉眼調

査では何ら検出することはできなかった。短い口縁部と珠算玉形の胴部を有し,頸部と胴部の最

大径の位置に突帯が貼付されている。底部は平底である。

甕形土器

2の 口縁部が外方向に大きく突出するのに対して 3の 口縁部は突出が弱く,断面が三角形を呈

0                 1ocm

第 125図 第23号土坑伴出遺物実測図
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する。

2。 石器 (第 127図 )

1は扶 りを有する打製石庖丁であり,刃部が

内湾する形態である。

2は無茎凹基式の石鏃である。

第24号土坑 (S K 324)

①遺構について

壺形土器

1の 口縁部は湾曲しない形態であり, 日縁端

部をいわゆる玉縁状に肥厚する。 2は 日縁端部

を丸く成形し,日 縁に平行する2個の孔を穿つ。

したがって,蓋状の器形を伴っていたことが判

る。 1, 2共 に丁寧な造作である。 4の底部は

やや突出する形態であるが,底面については上

げ底に成形する。

甕形土器

0           5 cln

第 127図  第23号土坑伴出石器実測図
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0         1 0cln
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2

セ35区北端部において検出したやや大型の遺構である。不定形な平面形態であり,最大幅が262

cmを測る。床面は北半部を浅く,南半部を深く掘削しており,最浅部・最深部の規模はそれぞれ

7 cm,21cmで ある。当遺構については壁面,床面が不整な形態である点から,人為的に掘削され

たとは考え難いが,埋土中からは焼土塊および炭化した植物質の物質が出土し, さらには小片と

化した弥生土器が多量に包蔵されていることから, これらが人為的に投棄されたことが判る。

②伴出遺物について (第 128図 )

第 128図 第24号土坑伴出遺物実測図

3の 口縁部は緩 く外反する形態であ り,外面に沈線 3条を施す。

(25)第 24土坑群 (第 129図 )

第89号土坑 (S K 389)

①遺構について

セ34区西部に位置しており,真北から46° 30′ 東偏した主軸方位を有する長楕円形の平面形態の

遺構である。規模は長径152cm,短径112cm,深 さ40cmを 測る。

②伴出遺物について (第 128図 )

甕形土器

1は く字形に外反する日縁部を有 し,端部に横位のナデ調整を施すことにより端面を造出する。

2については口縁部が外方向に水平に屈曲して逆 L字形を呈する。また下端部に刻 目を施す。
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第90号土坑 (S K 390)

S K389の東方0.6mの位置において

検出することができた。平面形態が円

形を呈することを意図して掘削された

ものと考えられるが,西壁面のみは
,

外部方向に張 り出す形態 となってい

る。この点については人為的な加工に

よること以外に, 自然の崩壊によるこ

となどがその要因として考えられる。

遺存する規模は長径103cm,短 径86

cm,深 さ21～ 25cmで ある。

第91号土坑 (S K 391)

S K390の東南方2.3mに位置する。平面形態は長楕円形を呈するが,東半部の幅が短い形態で

ある。規模は長径126cm,短径の最大幅68cm,深 さ 7 cmを 測る。

第92号土坑 (S K 392)

①遺構について (第 131図 )

S K389の南方 lmの地点において検出した。平面形態は

不整な隅丸方形を呈し,主軸は真北から38° 西偏する。規模

は長径143cm,短径104cm,深さ32cmを測る。形態上の特徴

としては特に壁面の傾斜が急である点と床面が水平に穿た

れている点があげられる。

埋土中に包蔵されていた遺物には弥生土器の他に多量の

炭化物と炭化木材の微細な破片がある。しかしながら遺構

の壁面および床面に被熱の痕跡が認められないことから,

後二者は遺構の埋没時に投棄されたことは明らかである。

ところで,特筆すべき伴出遺物としては,西壁面直下の床

面直上に遺存していた壷形土器がある。調査時においては,

0         1 ocln

第 130図  第89号土坑伴出遺物実測図
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第 131図  第92号土坑実測図

既に破壊された状態で検出されたが,各々の破片は集中して堆積 してお り, しかも原形に復する

ことができることから埋没時期には完存 していたと考えられる。ただし,内容物を有 していたか

否かについては全 く不明である。

②伴出遺物について (第 132図 )

壺形土器

1は短 く外反する日縁部を有し,胴部中位に最大径が位置する。また,最大径は器高に近似し

②灰色砂質土
③灰色砂質土
④賛灰色粘質土
⑤灰色砂質土
⑥黒灰色砂質土
⑦費灰色粘質土
③灰色砂質土

⑩費灰色粘質土
①灰色砂質土
⑫責灰色粘質土
⑬責橙色砂質土
⑭灰色砂質土(炭化物を多量に含む)

⑮費灰色粘質土

lm

L=14
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第 132図 第92号土坑伴出遺物実測図
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た値を示すために胴部形態が球形を呈している。なお本資料は内外面に緻密なヘラミガキ調整を

施すことにより丁寧な仕上げを行っている点が観察できる。 2の資料についても 1に類する器形

が考えられよう。

甕形土器

3～ 5は 日縁部をく字形に外反するが,屈 曲部の稜線は明瞭ではない。

鉢形土器

8は 日縁部を水平気味に屈曲した後に,端部をやや肥厚する。胴部は直線的な形態である。 9

は上面を横位にナデることにより水平面を造出し,端部を外方向へ突出させる。

蓋形土器

7の頂部は外周を凹面化することにより,つまみ状の形態に成形している。

第140号土坑 (S K440)

セ34ポ イントの北方0.6mに位置する。東西壁面を過度の掘削により失っているために原形は判

然としないが遺存する南北壁面の形態から不整円形の平面形態を有していたことが推測できる。

長径94cm,深 さ34cmの 規模である。

(26)第25土坑群 (第 136図 )

第66号土坑 (S K 366)

シ・ ス33区の区画境において検出した円形の平面形態を呈する遺構である。長径86cm,短径82

cm,深 さ15cmの規模である。

第67号土坑 (S K 367)

①遺構について

S K366の東方0。 3mに近接して穿たれてい

る。平面形態は不整隅丸方形を呈し,長径186

cm,短径158cmの規模を測る。なかでも床面は

北部から南部にかけて傾斜する形態であり,

最深部48cm,比高差22cmを有する。主軸方位

は真北から15° 30′東偏する。

②伴出遺物について (第 133図 )

壺形土器

3は造作が丁寧である点から壷形土器の底

部 と考えられるが,大型の器形である。

甕形土器

1, 2の 口縁部は湾曲しない形態であり,

く字形に外反する。 このため屈曲部の稜線が

4

0         1 0cln

第 133図 第67号土坑伴出遺物実測図
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明瞭である。

第69号土坑 (S K 369)

①遺構について

ス33区の北辺部において検出した。 S K367の東方5。 9mに位置す

る。平面形態は長楕円形を呈するが,東部に比して西部の幅が広い

形態である。規模は長径118cm,短径74cm,深 さ22～ 27cmを測る。主

軸は真北から73° 東偏する。

②伴出遺物について (第 134図 )

無茎平基式の石鏃が 1点ある。

第70号土坑 (S K 370)

深さ20cmを 測る。

第71号土坑 (S K 371)

①遺構について

S K370の東南方4.2mに位置する。長楕円形の平面形

態を呈し,壁面はほぼ垂直に掘削されている。規模は長

径106cm,短径82cm,深 さ18cmを測る。

②伴出遺物について (第 135図 )

甕形土器

Δ
⌒

0           5 cln

第134図 第69号土坑伴
出石器実測図

S K367の東南方1.7mに位置する平面形態が円形の遺構である。規模は長径110cm,短径100cm,

0         1 0cln

第 135図 第71号土坑伴 出遺物実測図

1は短い口縁部が緩く外反する形態である。 2は上げ底を呈する。

第110号土坑 (S K410)

①遺構について

シ33区東南隅部に位置する。隅丸方形の平面形態を呈することを意図して掘削されたと考えら

れるが,東半部については床面をより深く穿ったために,規模が拡大している。したがって平面

形態は東半部が肥大した形態を示す。規模は長径222cm,短径220cm,最深部88cmを 測る。

ところで,東半部の最深部の使途を明らかにする資料は得られておらず,床面において弥生土

器片を採取したのみである。

②伴出遺物について

1.土器 (第 137図 )

壺形土器

1は 日縁部が短い器形である。 2についても基本的には 1と 同一の形態が考えられるが, 日縁

部を横位にナデることにより端面を形成する。屈曲部には沈線文を施す。 3は前 2者に比して長

い口縁部を有する。ただし,頸部から口縁部への移行は漸移的と言えよう。
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第 137図  第‖0号土坑伴出遺物実測図

第Hl号土坑 (S K411)

S K410の西方0.3mに近接 して所在する。平面形態は円形を呈 し,長径92cm,短径89cm,深 さ

15cmを測る。

第H2号土坑 (S K412)

S K411の西方1.3mに位置するが,西半部については調査対象地区外に所在するために調査不

可能である。遺存する遺模は長径54cm,短径33cm,深 さ1lcmを測る。

第H3号土坑 (S K413)

S K410の南方0.5mの位置において検出した。不整円形の平面形態を呈 し,規模は長径 124cm,

贔

夭

ヽ   |「
´

三ア10

甕形土器

4, 5は胴部最大径が口径を凌ぐ器形である。日縁部の屈曲部はく字

形を呈する。 6の 口縁部は緩 く外反するために胴部との変化点は漸移的

である。 7, 8は逆 L字形に屈曲する口縁部を有するが,特に後者は端

部を肥厚する形態である。

2。 石器 (第 138図 )

石錐が 1点出土しているが,つまみ部と先端部の変化点は不明瞭な形

態である。また,つまみ部については細かい余J離調整を施していない。

⌒

o            5cln

第 138図  第‖0号土坑
伴出石器実測図
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短径120cm,深 さ25cmを 測る。

第H4号土坑 (S K414)

①遺構について

S K412の南方2.3mに位置する。長楕円形の平面形態を呈し,長径66

cm,短径41cm,深 さ16cmの規模を測る。主軸方位はほぼ東西方向である。

②伴出遺物について (第 139図 )

無茎平基式の石鏃が1点ある。

第H5号土坑 (S K415)

①遺構について

S K414の南方1。 3mに位置する小規模なピット状の遺構である。

平面形態が円形を呈し,規模は長径46cm,短径43cm,深 さ15～ 21cm

である。

②伴出遺物について (第 140図 )

端部に扶りを施した打製石庖丁が1点出土している。

後者については未調整であるために自然面が認められ

る。

第H6号土坑 (S K416)

①遺構について

シ33区東辺部において検出した。東半部を予備調査

時に削取したために形態,構造,規模については明ら

かでない。また,遺存する壁面と床面の形態,構造か

ら人為的に掘削された遺構であるか否かについても判

然とすることができない。平面形態は不定形であり,

規模は長径382cm,短径135cm,深 さ22～ 28cmを 測る。

②伴出遺物について (第 141図 )

甕形土器

刃部,背部と

―

z04ζ

―

0            5 cln

第 139図 第‖4号土
坑伴出石器実
測図

|

やや胴の張る形態であり, 日縁部はく字形に外反する。ただし,屈

曲部は明瞭ではない。

第H7号土坑 (S K417)

①遺構について

S K416に近接 して所在 してお り,予備調査により北半部を失った。

あるいは S K416と 同一の遺構であった可能性を有する。遺存する規模

は長径116cm,深 さ70cmを測る。

0                1ocm

第142図

伴雷壇馘

蜃!は
!

0            5 cm

第140図  第H5号土坑伴
出石器実測図

もに直線的な形態であるが,

0                 1ocm

第 141図  第 ‖6号 土坑伴出遺物実測図
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②伴出遺物について (第 142図 )

壺形土器

1, 2共に突出する形態であるが,特に前者は下端部が外方向に拡張する。

第H8号土坑 (S K418)

S K416の南方1.lmに位置する。北壁面が予備調査により削取 されたが,原形は不整円形の平

面形態を呈 していたと考えられる。遺存する規模は長径106cm,短径103cm,深 さ34～ 40cmを 測る。

第H9号土坑 (S K419)

シ・ ス33区の区画境において検出した。 S K367の北東方 0。 6mに位置する。隅丸方形の平面形

態を呈することを意図して掘削したことが推測されるが,個 々の壁面の歪曲は著 しく, とりわけ

南壁面については東方へ屈曲する形態である。規模は長径114cm,短径103cm,深 さ23～ 28cmを測

る。

第145号土坑 (S K445)

①遺構について

シ34区南西隅部に所在しており,S K417の 東方に隣接する位置である。東壁面の一部が歪曲す

る形態であるが,平面形態はほぼ長楕円形を呈する。主軸方位は真北から9°東偏し,規模は長径

86cm,短径60cm,深 さ25～ 32cmを測る。

床面直上に土器片と円礫塊が堆積する。

②伴出遺物について (第 143図 )

壺形土器

1は厚い器壁を有 し,大型の器形が考えられる。 3の底部はやや突出した形態である。

甕形土器

2は胴部最大径が口径を凌駕する。 口縁部はく字形に外反するが,屈 曲部の湾曲は緩い。 4は

下端部を外方向に拡張する。

0         1 ocln

第 143図 第 145号土坑伴出遺物実測図
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甑形土器

5は焼成後に穿孔された単孔式の器形である。

(27)第 26土辮  (第 144図 )

+
フ(33

器壁が厚い造作である点を特徴とする。
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第 144図  第26土坑群実測図

第72号土坑 (S K 372)

①遺構について

ス33区西部において検出されたグループに属する。長径106cm,

―-134-―

短径90cm,深 さ12cmの規模を有
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する遺構であり,平面形態は隅丸方形を呈する。埋土

中に壺形土器 1点が遺存しているが,遺構検出時にそ

の一部を破損したことから,旧状においては検出され

た規模を上まわる規模を有する遺構であったことが判

る。遺物は床面からやや遊離した位置に存在している

ものの床面に堆積した土壌と遺物を被覆する土壌に大

差を認めることはできなかった。したがって遺物は遺

構の埋没時に埋納あるいは投棄されたことが判る。な

お,肉眼観察では壼形土器の内部からは内容物を検出

するに至っていない。

②伴出遺物について (第 145図 )

壺形土器

第 145図 第72号土坑伴出遺物実測図  2は 口縁部を外方向に水平に折 り曲げた後に上面を

横位にナデることにより凹面化する。胴部は最大径を中位に有し,日 径を凌ぐ形態である。また,

底部が器壁の厚い造作である。なお,本資料は完存していたが,内容物は伴っていない。

甕形土器

1の 口縁部はほぼ直立し,端部がわずかに外反する。胴部についても直立する形態である。

第73号土坑 (S K 373)

S K372の東方0.5mに おいて検出した。平面形態は南壁が突出する不整な隅丸方形を呈し,長

径102cm,深 さ14～ 19cmの規模である。主軸は真北から46・ 30′東偏する方向性を有する。

第74号土坑 (S K 374)

ス33区西辺部に所在し, S K372の 西南方1.6mに位置する。遺存状態が悪いために最深部は 6

cmを測るに止まる。平面形態は隅丸方形を呈し,長径104cm,短径96cmの規模である。主軸方位は

真北から20° 東偏する。

第75号土坑 (S K 375)

S K374の南方0。 2mに近接して立地する。平面形態は東西方向にやや拡張される不整円形を呈

するものの北壁の湾曲が鈍い。規模は長径68cm,短径54cm,深 さ11～ 15cmを測る。

第76号土坑 (S K 376)

S K374の東方 lmにおいて検出した長楕円形の平面形態を呈する遺構である。しかしながら,

西壁面の湾曲が鈍く,直線的に掘削されている。主軸方位は真北から13° 30′東偏し,規模は長径93

cm,短径63cm,深 さ21cmを測る。

第77号土坑 (S K 377)

ス33区に所在するグループのなかで最も南部に位置しており, しかも近接した位置においては
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類似した遺構の存在は認められない。主軸は真北から66° 30′東偏する方向性を有しており,平面形

態はこの方向にやや長い隅丸方形を呈する。規模は長径11lcm,短径62cm,深 さ 7 cmを 測る。

本遺構の特徴は,床面の北東隅部にピット1基 (径 18cm,深 さ12cm)を有する点であるが,他

に同時期に併存したと考えられる遺構が存在しないことから,上部構造を構成した遺構と考える

ことは難しいであろう。

(28)第 27土坑群 (第 147図 )

第27号土坑 (S K 327)

①遺構について

ス33区において検出。東西方向の主軸

方位を有する長楕円形の平面形態である

が,東部ほど幅が広い点が特徴である。

規模は長径126cm,短 径84cm,深 さ24～ 26

cmを測る。

②伴出遺物について (第 146図 )

壺形土器

頸部以上の部位を失っている。胴部は

最大径が上位に位置しており,外面には

2条の突帯を貼付し,櫛描沈線文を17条

施す。

第28号土坑 (S K 328)

ス32033区 において耕作土除去後に検出された11基の土坑群中最も北部に位置する。平面形態

は円形を呈し,径70cm,最深部16cmの規模である。

第29号土坑 (S K 329)

S K327の西方0。 8mに位置しており,形態と規模は前述の S K328に酷似する。ただし,床面の

形状は北部から南部へ傾斜し,最深部26cm,床面比高差10cm前後である。

0                 10Cm

第 146図 第27号土坑伴出遺物実測図
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第30号土坑 (S K 330)

①遺構について

ス32033区 に所在する土坑群中,最大の規模を有する。平面形

態は不整な隅丸方形を呈し,長径140cm,短 径118cmの規模を測る。

主軸方位は真北から36°東偏する。床面の形状は南半部が深く,最

深部においては遺構上面からの距離が37cmで ある。これによって

北半部との比高差は30cm前後となる。前述のS K329と の距離は

0。 2mでぁる。

②伴出遺物について (第 148図 )

壺形土器
0         1 ocrn

11ょ 口縁部が大きくラッパ状に外反するために頸部径に比して 第 148図 第30号土坑伴出遺

口径が圧倒的に大きい形態である。端部に孔が 2個穿たれている    
物実測図

ことから蓋形の器種を伴っていたことが判る。底部 (2, 3)はやや突出した形態を呈する。

第31号土坑 (S K 331)

S K330の西方1.lmの地点において検出した溝状を呈する不定形土坑である。真北から35° 西偏

する主軸方位を有し,長径178cm,短径54cm,深 さ22～ 30cmの規模を測る。壁面は屈曲が著しく,

とりわけ東西壁面が不整な形態である。

第32号土坑 (S K 332)

長径114cm,短径58cm,深 さ30cmの規模を測 り,長楕円形の平面形態を呈する。ただし東半部に

比して西半部の幅が狭いために不整な形態である。主軸方位は真北から73・ 30′ 西偏する。ス32033

区の上位において検出した土坑群のほぼ中央部に位置する。

第33号土坑 (S K 333)

S K332の西方 lmにおいて検出した。長楕円形の平面形態を呈する土坑である。ただし,長径

に比して短径がはるかに短いために溝状を呈し, さらに中央部がくびれた形態である。遺存する

規模は長径120cm,短径30cm,深 さ3～ 12cmを測 り,主軸が真北から 6°西偏する。

第34号土坑 (S K 334)                         `

①遺構について

長径142cm,短径72cm,深 さ4～ 20cmを 測る不定形な遺構であるが,と りわけ東半部が幅広 く掘

削されているために中央部に屈曲点が認められる。しかも,東西床面の深さに16cm前後の比高差

を有していることから,あ るいは 2基の遺構が複合していることも考えられるが,埋土除去作業

時において,先後関係を示す状況は確認できていない。

②伴出遺物について (第 149図 )

壺形土器
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1は上胴部片と考えられる資料である。ヘラ

状原体を用いて沈線文が施されている。 3につ

いては大型の器形が考えられる。

甕形土器

2は胴部の最大径が口径を凌ぐ形態であり,

日縁部が緩く外反する。日縁部は胴部の規模に

比すると小型である。

第36号土坑 (S K 336)

本遺構と後述する第37号土坑 (S K337)につ

いてはいずれもス33区南西隅部において検出し

た。S K336は長楕円形の平面形態を呈し,規模

は長径78cm,短径42cm,深 さ13cmを測る。主軸

方位は真北から72°東偏する方向である。

第37号土坑 (S K 337)

1は ラッパ状に大きく開口する器形であ り,

日縁端部は丸 く成形する。

蓋形土器

1個の粘土塊を低い円錐形に成形 した後,頂

部をつまみ状に仕上げている。頂部に焼成前の

0         1 0cln

第 149図 第34号土坑伴出遺物実測図

ピットに類する小規模な土坑であり,ほぼ南北方向の主軸を有する。平面形態は長楕円形を呈

するものの円形に近い。

前述のS K336と 共に,周辺の土坑群とは性格を異にするものと考えられる。

第78号土坑 (S K 378)

ス32区に所在するグループの最北端に位置する。長楕円形の平面形態を呈するが,北東壁面が

やや東方に屈曲する。長径60cm,短径47cm,深 さ65cmの 規模を測 り,主軸方位は真北から43・ 30′ 西

偏する。

なお,当遺構は上面の規模に比して床面が深く掘削されている点が特徴である。

第79号土坑 (S K 379)

①遺構について

S K378の南方1.4mの地点において検出した。平面形態は隅丸方形を呈し,長径106cm,短径80

cm,深 さ27cmの 規模である。主軸方位は真北から69° 東偏する。

②伴出遺物について (第 150図 )

壺形土器

L向 ¬ ¬ →
____ゴ

Cm

2

第150図 第79号土坑伴出遺物実測図
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穿孔を有することから紐様の付属物を伴っていたことが考えられるが,加熱時の蒸気抜きの使途

などについても検討する必要があろう。

第80号土坑 (S K 380)

S K379の南方2.2mに位置する。長楕円形の平面形態であり,規模は長径90cm,短径67cm,深

さ15cmを測る。さて,床面中央部と北壁直下の位置において自然円礫 3点を検出したが, これら

の配置に規則性を認めることは難しい。したがって,遺構の埋没時に人力,あ るいは自然の営力

により,床面に転落した可能性が強い。

主軸方向は真北から5° 30'東偏する方向性を有する。

第81号土坑 (S K 381)

①遺構について

S K380の西方3.3mに位置しており,

被っている。平面形態は円形を呈し,規

模は長径123cm,短径112cm,深さ67cmを

測る。特に西半部壁面に比して東半部壁

面が垂直気味に掘削される。

②伴出遺物について (第 151図 )

不定形な刃器が出土している。余J片の

南西壁面の上位が埋没後に S K382の掘削による破壊を

一部にlll離 調整を施すことにより刃部を造出した資料である。

0           5 cln

第 151図 第81号土坑伴出石器実測図

第82号土坑 (S K 382)

S K381の 南西壁面の一部を破壊して穿た

れている。真北から42° 東偏した主軸方位を有

し,平面形態が長楕円形を呈する。規模は長

径95cm,短径46cm,深 さ13cmを測る。なお形

態上の特徴としては床面がほぼ水平に掘削さ

れている点があげられるが,他の施設は伴っ

ていない。

第83号土坑 (S K 383)

①遺構について

長楕円形の平面形態を呈し,長径130cm,短

径100cm,深 さ61cmの 規模を有する。主軸方位

は真北から38° 東偏する。

埋土中より壺形土器 1点が非破壊の状態で

出土 したことから人為的に埋納されたことが

0                 10cm

第 152図 第83号土坑伴出遺物実測図
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判る。しかも,埋土が単一の土壌により形成されている点から,遺物の放置時期と遺構の埋没時

期に大差が存在していたとは考えられない。

壼形土器は傾いているものの, 日縁部をほぼ上にした状態で検出されたことから原位置にある

と考えられる。しかしながら,蓋状の遺物は共伴しておらず,ま た内容物も遺存していない。

②伴出遺物について (第 152図 )

壺形土器

口縁部の一部を欠損するものの,ほぼ完存する遺物であることから,埋納されたことが考えら

れるが,内容物は遺存していない。短く外反する口縁部を有し,最大径が胴部中位に位置する器

形である。

第84号土坑 (S K 384)

S K383の西方に近接して所在しており,西半部に比して東半部の幅が短 くなる形態である。し

たがって平面形態は不整な長楕円形を呈する。規模は長径128cm,最大幅51cm,深 さ15～ 22cmを 測

る。

主軸方位は真北から45° 東偏する。

第85号土坑 (S K 385)

ス32区 に所在するグループのほぼ中央部に位置する。隅丸方形の平面形態を呈し,長径112cm,

短径86cm,深 さ22cmの 規模を測る。床面は西壁面直下に最深部 (深 さ39cm)を有しており,各壁

面直下の位置から緩 く傾斜する。

第86号土坑 (S K 386)

S K385の東方0。 2mの位置に近接して所在する。平面形態は隅丸長方形を呈し,主軸は真北か

ら73° 30′東偏する。遺存する規模は長径114cm,短 径58cm,深 さ28cmで ある。形態上の特徴として

は東西壁面が緩 く傾斜し,南北壁面は垂直気味に掘削されている点がある。とりわけ南壁面は上

部がオーバーハングの状態に至るまで横方向に深く穿たれている。しかしながら,床面近 くを特

に広 く掘 り拡げる要因については何ら解明できないでいる。

第87号土坑 (S K 387)

饉
0                 10cm

第 153図  第87号土坑伴 出遺物実測図
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0 5cm

①遺構について

ス33区のグループにおいて最も西部に位置する。北

西壁面の一部が調査対象地区外に所在するために未調

査部分が存在するが,平面形態は不整円形を呈してい

ることが半Jる 。 規模は長径116cm, 短径114cm, 深さ38

cmを測る。

埋土中には多量の弥生土器片を包蔵するが,特に床

面直上部分において,遺存状態の良好な遺物と自然円

礫の堆積を確認することができた。これらの遺物につ

いては,原形に復することの可能な資料が皆無である

ことから,遺構の掘削直後に他所において破砕された

遺物が円礫とともに内部へ投棄されたものと考えるこ

とができる。

.第 154図 第87号土坑伴出石器実測図   ②伴出遺物について

1。 土器 (第 153図 )

甕形土器

1は大型の器形である。最大径が胴部中位に位置 し, 日径を圧倒的に凌 ぐ形態であるために容

量が大きい。 口縁部は小規模であ り,やや外反する形態である。 2についても口縁部外反度は小

さく,上胴部が直立する。

2。 石器 (第 154図 )

礫石錘が 1点ある。扁平な自然石の長・短軸方向の端部を打ち欠いた資料である。

第88号土坑 (S K 388)

S K387の南方0。 8mに位置する。平面形態は整然 とした隅丸長方形を呈 し,規模は長径142cm,

短径66cmを 測る。床面の形態は南北壁面に緩傾斜を有するテラス部が設けられているために,ほ

ぼ中央部が最深部 となる。 このテラス部については,遺構の掘削時の計画変更 と考えることがで

きよう。主軸は真北から53° 西偏する。

第162号土坑 (S K462)

調査対象地区の南西隅部に所在する土坑群において最も西部に位置 してお り,S K334と の距離

は 3mを測る。

平面形態は中央部がやや歪曲するものの整然 とした長楕円形を呈 し,規模が長径153cm,短 径59

cm,深 さ11～ 13cmを測る。主軸は真北から59° 東偏する。

第175号土坑 (S K 475)

ス32区に所在 し,S K386の東方0.6mに位置する。平面形態が楕円形を呈 し,規模は長径76cm,
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短径60cm,深 さ33cmを 測る。

(29)第28土坑群 (第 157図 )

第122号土坑 (S K422)

セ33034区画境に位置する。遺構の西半部については予備調査時の

トレンチ掘削によって既に失われているために原形は半J然 としない  LTTr卜 __」OCm

が,遺存する3壁面部の形態から平面形態が整然とした隅丸長方形を 第 155図 第 122号土

呈していたことが推測できる。また,規模については長径121cm以上,     締菖
出遺物実

短径113cm,最深部25cmで ある。

床面はほぼ水平に穿たれており,施設は皆無である。

第123号土坑 (S K423)

セ34区南西隅部において検出した。予備調査の トレンチ掘削により,東半部を既に失っており,

西半部のみを検出するに止まった。しかもS K422の 掘削により,上位部分の大部分が失われてい

る。遺存する規模は長径105cm,短径64cm,深 さ51cmを 測る。また平面形態については長楕円形の

形態が復元される。

第174号土坑 (S K 474)

ソ33区において,基盤層を形成する砂礫層を穿って設けられている。壁面が容易に崩壊するた

めか不定形な平面形態を呈し,長径338cm,短径215cm,深 さ22～ 41cmの 規模を有する。

(30)第 29土坑群 (第 156図 )

A′

A′

L=15′ 500m

S K498

4m■
ケ39

Ｔ
。

Ｎ

匈

/

(〔::〕
))l K439

/

L==15′ 500m              
∞

第 156図 第29土坑群実測図
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0                    4m

第157図  第28土坑群実測図
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(31)第30土坑群 (第 158図 )

L=15′ 500m

A一

丁
．

Ｎ

0                 4m
ト

第 158図 第30土坑群実測図
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3 溝状遺構

(1)分布状態

弥生時代前期に埋没した溝状遺構を総数10条検出したが,個々の形状から人為的に掘削された

と考えられる遺構は存在しないものと判断することができる。

ところで,いずれも検出位置が同時期の土坑群が所在する微高地縁辺部に特定される事実によ

り、低地が埋積過程において流路化したことが推測できるが, とりわけ以下に報告する第12号溝

状遺構 (S D312)が 最大規模を有しており, しかも漸次的に埋没している点から幹線流路として

の役割を果していたことが考えられよう。

(2)第 12号溝状遺構 (S D312)

①遺構について

サ35,シ 34。 35区 において最も遺存状態が良好であり,最大幅570cmを 測る。遺構上部の形態は

緩傾斜を呈するが,最深部のみがU字形に穿たれている。

なおケ38039, コ37,ス 34,セ 32・ 33区において検出した溝状遺構についても,本遺構の延長

線上にあることから同一の遺構であったことが推測できる。したがって旧状は総延長約90m以上

の規模を有していたことが判る。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 159,160図 )

壺形土器

1, 2は 口縁部内面に突帯が貼付される。 3, 4は大型品であ り,短 く外反する白縁部 と内湾

する肩部を有する。 5～ 14に ついても日縁部の形態は基本的には 1, 2に共通することが判る。

16については 3, 4の器形の資料を模倣 して製作されたと考えられるが,小型品であることから

使途は判然 としない。

甕形土器

17～ 20は逆 L字形に屈曲する日縁部を有する器形であ り,上胴部に櫛描沈線文が施 される。

21～ 31の 口縁部は緩 く外湾した後に端部を丸 く成形するが,24,26～ 30についてはさらに刻 目を

施す。33,34は脚台状を呈する資料である。

蓋形土器

38は頂部の上端部を拡張することにより,つまみ状に成形する。
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0                 10cm

第 159図  第 12号溝状遺構伴出遺物実測図(|)
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0         1 ocln
34                  __

第 160図 第 12号溝状遺構伴出遺物実測図(2)
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第161図 第 12号溝状遺構伴

'     0           5 cln

5

出石器実測図(|)
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第 162図  第 12号溝状遺構伴出石器実測図(2)12

2。 石器 (第 161,162図 )

1, 2は磨製石庖丁である。 1の刃部が外湾する形態であるのに対して, 2は直刃を有する。

また 2については紐掛けに用いたと考えられる孔が穿たれている。

3は磨製柱状石斧と考えられる資料であるが,刃部と基部を失っている。

4は長・短軸方向の端部 4ヶ 所を打ち欠いた礫石錘である。

5については使途が判然としないが扁平な自然石の側縁部に決 りを施した資料である。

6, 7は打製石庖丁であるが,前者は長楕円形の自然石をほぼ原形のまま利用しており,後者

はサヌカイ トの剥片を素材としている。

石鏃は総て無茎の形態であり,凹基式 (8, 9)と 平基式 (10)が混在する。

石錐 (11)はつまみ部と先端部の変化点が不明瞭な形態であり,つまみ部については細かい祭J

離調整を施さない。

12はサヌカイ トのlll片 を利用した不定形刃器であり,刃部の一部に扶 りを有する。

q ll
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4 不明遺構

(1)第 8号竪穴住居跡状遺構 (S X311)

①遺構について

ス36区東部に所在する不整方形の平面形態の遺構であるがS B306の構築により西半部を失っ

ている。

検出された 3壁面部については東壁面南部を除

き,ほぼ直線的に掘削されており,東壁面が最大規

模 (幅 157cm)・ を有する。

床面の形態は南壁面に近接する位置が深 く,特に

東南隅部にピット状を呈する最深部 (床面からの深

さ13cm)が位置する。さらに,床面の施設としては

遺構の中心部に相当すると考えられる位置に長楕円

形の土坑を,ま た,北・東壁面直下においてピット

各 1基を検出した。前者は長楕円形の平面形態を呈

し,西半部に長軸長64cmの テラス状の部位を有する

ことから上部構造を伴った遺構であると考えること

は難しいであろう。また,後者の 2基のビットにつ

いては,既に破壊された西半部にこれらに対応する

遺構の存在を仮想し得るのであるならば,主柱穴と

しての使途が想定できると考えている。

本遺構の特徴として,床面南部のビット状遺構の

内部および周囲に炭化木材と焼土が遺存している点

があげられるが,本遺構に竪穴住居跡としての性格

を与えた場合には, これらの出上位置は壁面に近接

し過ぎる。したがって当該地における加熱は不適当

であると考えられる。すなわち,他所から搬入され

た遺物であろう。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 164図 )

壺形土器

1は ラッパ状に広 く開口する日縁部を有する。

甕形土器

L=15′ 60空
A′

・・

Ⅳ■

ノ
刀
午
羊
―

A――

0       1m

一第163図 第 8号竪穴住居跡状遺構実測図

[

0         1 0Cln

第 164図  第 8号竪穴住居跡状遺構伴出遺物

実測図

2の 口縁部は逆 L字形を呈する。 3は円筒形の粘土塊の上端部を水平方向に屈曲することによ
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第 165図  第 8号竪穴住
居跡状遺構伴出
石器実測図

深さ44～ 53cmで ある。

埋土中から採取された遺物には多量の土器片と自然石塊および骨片があるが,なかでも土器片

が良好に遺存する点が特筆できる。しかも,原形に復することが可能な遺物を含むことから完存

していた遺物を埋納したかあるいは破損後,総ての破片を収集したことが推測できよう。

出土した骨片についての詳細な鑑定結果は次頁に原文のまま掲載するが,遺存する部位が稀少

である点により,人為的に埋葬されたとは考え難い。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 168～ 172図 )

壺形土器

1～ 8はやや内湾する肩部と短 く外反する口縁部を有する点が特徴である。とりわけほぼ完存

する 1については胴部中位がく字形に屈曲する形態であり,底面が突出する。なお 1, 2, 8の

肩部と胴部外面にはヘラ状原体による線刻文様が施されていることから装飾性の豊かな資料であ

ることが判る。11～ 21は壷形土器の肩部あるいは胴部と考えられる資料であり,ヘ ラ状原体を用

いて線刻文様が描かれている。底部はいずれも底面が突出する形態 (46～ 49)である点が 1に共

通している。

甕形土器

22,24～ 32は 口縁部あるいは上胴部外面の粘土紐の接合部分にいわゆる段が形成される器形で

ある。日縁部は総て緩 く外反した後に端部を丸く成形する。33～ 45についても口縁部の造作は上

記の資料に類似するが,段が形成される遺物は認められない。また41～ 45は外湾する胴部を有し

ており,その最大径が口径に近似した数値を示す。56,58は脚台状を呈する資料である。

L=14′ 800m

り成形 したことが判る。

2.石器 (第 165図 )

つまみ部の位置が判然 としない石錐である。

(2)土器溜状遺構 (S X 313)

5 Cm  ①遺構について (第 166,167図 )

セ34区南半部に所在する土器溜状遺構である。平面形態は溝状を呈して

おり,中央部において幅が最大となる。規模は全長1765cm,最 大幅445cm,

0       1m

-

①灰色砂質土(土器を多く包蔵する) ⑤灰色砂質土(炭化物を多く含む)

⑥黒灰色砂質土(炭化物を含む)

⑦黄灰色砂質土(土器を多く包蔵する)

②黄灰色砂質土
③灰白色砂質土
④黄灰色砂質土(炭化物を含む)

第 166図  土器溜状遺構埋土層序実測図
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鑑 定 書

1988年 8月 19日 ,香川県埋蔵文化財調査センター 所長 田丸 秀明氏か

ら香川県観音寺市の一の谷遺跡群平塚地区 S X313墳 より出土した、弥生時代

前期と推定される骨について,香川医科大学法医学教室において下記事項を

鑑定し,後 日,書面をもって報告するよう依頼された。

鑑 定 項 目
1:人獣の区別

2:部位

3:性別

4:推定年齢

5:その他参考事項

以  上

私は香川医科大学法医学教室 井尻 巌教授,飴野 清助教授,大井 敏

彦技官の助言,補助を受け,諸検査を行い,法医学的に慎重に検討 して本鑑

定書を作成 した。

1:人獣の区別は不明である。

2三 本試料は 3つの骨片からなり,それぞれ頭蓋骨または寛骨の一部、部位

は特定できないが海綿骨の一部及び長管骨の一部であると思われる。

3:性別は不明である。

4:推定年齢は不明である。

5:特記すべき参考事項はない。

以  上

主
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鑑定理由

第 1項 一の谷遺跡群について

香川県観音寺市の一の谷遺跡群は四国横断自動車道建設に伴って,発掘調

査された遺跡である。同遺跡群の平塚地区 S X313墳 より骨片が出土したた

め,香川医科大学法医学教室で,前記の鑑定項 目について検査することになっ

たものである。

第 2項 骨の検査

第 2-1項 人獣の区別

人獣を鑑別する手段としては下記のような方法がある。

A:肉眼的検査  ほぼ完全な形態を保っている骨ならば,形態より人骨か

否かの鑑別が可能である。

B:組織学的検査 顕微鏡で骨の研磨標本を観察し,Havers管 の数及び大き

さから人獣を鑑別する。

C:血清学的検査 よく脱脂した骨を用いて,血清学的にヒト蛋白を証明す

る方法である。具体的には,(1)ヒ ト血清沈降反応,(幼免

疫電気泳動法,(3)フ ィブリン平板法等がある。

〇本鑑定の試料は,最大のものでも拇指頭大であり,次項に述べるように部

位を特定し得るような特徴も持たないため,形態より人骨か否かを判定する

ことは極めて難しい。また,試料は脆弱で,容易に景J離脱落し, さらに,骨

自体の変性も進んでいるために研磨標本による組織学的検査も困難である。

そこで,本鑑定においては,血清学的検査のうち比較的感度が高く,人獣鑑

別に有効であると思われるヒト血清沈降反応を骨粉 2gを用いて行ったが
,

結果は陰性であった。ところで, ヒト蛋白を証明する血清学的検査において

は,保存状態にもよるが本例のような著しく古い骨(例 えば,500年以上経過

しているような骨)や火葬している骨では蛋白質が変性しているために,人

骨であっても陰性になることが多い。従って, この検査結果から直ちに本試

料が人骨でないと断定することはできない。
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*ヒ ト血清沈降反応の手順は以下の通 りである。

i)骨片をよく粉砕 して,骨粉 とする。

五)骨粉 2gを とり,ア セ トンで脱脂する。

面)生理食塩水で充分浸出させる。

市)遠心分離 して上清を沈降反応に用いる。

v)沈降線の有無から, ヒト蛋自の有無を証明する。

第 2-2項  部位の判定

骨より部位を同定するには,骨の形態や構成の検討が重要である。

○本試料は拇指頭大から小指頭大の 3つの骨片よりなる。各々を骨片A,骨
片B,骨片 Cと する。

○各骨片を解剖学的特徴に基づいて検討 し,下記のような所見を認め,それ

らから部位を推定した。

骨片A:骨片は扁平であ り,あ ま り明瞭ではないが, 2層 の級密質

(COmpact bOne)か ら構 成 され て い る。中 間 の海 綿 質

(Spongy bone)は殆 ど認められない。扁平骨で, 2層の級

密質 (内 板,外板)を持つことから,本試料は頭蓋骨か寛骨

である可能性が高いと思われる。

骨片B:本試料は骨小柱 (trabeculae)が 認められ,海綿骨であるが,

具体的な部位は不明である。

骨片C:骨片は管腔状を呈 し,管壁の外側は級密質(COmpaCt bone),

内側は海綿質 (Spongy bone)で構成されてお り,中心部に

は骨髄腔であったと思われる泥の充満 した管腔がある。従っ

て,骨片Cは長管骨であると推定される。

第 2-3項  性別の判定

骨から性別を判定するには骨盤や頭蓋骨,胸骨,肩甲骨等の観察や人類学

的な計測が重要である。 しかし,未成人骨の場合には,性差が明瞭でなく,

全体 として女性の特徴を示すので,判定が困難なことが多い。

○本例の試料は極めて少量で,具体的な部位を同定することも困難であ り,

性別を判定するのに必要な観察所見が得 られない。従って,性別は不明であ

る。
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第 2-4項 年齢の推定

人骨より年齢を推定するには歯牙,頭蓋骨縫合,下顎角,長管骨等の骨化

癒合の状態,恥骨結合面の状態などが参考になる。

○本例においては,年齢を推定することができるような歯牙および骨片は存

在しない。従って,年齢は不明である。

第 2-5項 その他参考事項

○本試料においては,骨量が極めて少ないために,試料から得られる情報が

限られており, これまで述べた以外に特記すべき参考事項は認められない。

第 3項 総括

香川県観音寺市の一の谷遺跡群平塚地区 S X313墳 より出土した骨片につ

いて,香川医科大学法医学教室で諸検査を行ったところ,

(1)ヒ ト血清沈降反応を用いて血清学的に人獣鑑別を行ったが,結果は陰性で

あり, ヒト蛋白は証明されなかった。しかし,本例のように著しく古い骨

や火葬してある骨では蛋白質が変性するために人骨であっても陰性となる

ことが多いので,上記の結果をもって,人骨ではないと断定することはで

きない。従って,人獣の区別は不明である。

(2)骨の形態や構成から考えて, 3つの骨片はそれぞれ頭蓋骨か寛骨の一部 ,

海綿骨の一部 (具体的な部位は不明)お よび長管骨の一部 (具体的な部位

は不明)であると推定される。

(3)本試料においては,性別を判定することができるような骨片が残存してい

ない。従って,性別は不明である。

14)本試料においては,年齢を推定することができるような骨片が存在してい

ない。従って,年齢は不明である。

(5)本試料は極めて少量であり,上記の他に特記すべき参考事項等はない。

以上の総括によって,
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鑑定主文

1:人獣の区別は不明である。

2:本試料は 3つの骨片からなり,それぞれ頭蓋骨または寛骨の一部,部位

は特定できないが海綿骨の一部及び長管骨の一部であると思われる。

3:性別は不明である。

4:推定年齢は不明である。

5:特記すべき参考事項はない。

以上をもって鑑定主文とする。

この鑑定は1988年 8月 19日 より1988年 9月 27日 迄の間に行ったものである。

1987年 9月 27日

香川県木田郡三木町大字池戸1750-1

香川医科大学法医学教室

鑑定人 医師 霧生 孝弘①
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第167図  土器溜状遺構実測図
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第 168図  土器溜状遺構伴出遺物実測図(|)
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第 169図  土器溜状遺構伴出遺物実測図(2)
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土器溜状遺構伴出遺物実測図β)
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第 171図  土器溜状遺構伴出遺物実測図14)
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第 172図  土器溜状遺構伴出遺物実測図(D

鉢形土器

′64～ 67は く字形に外反する日縁部を有 してお り,64,65,67が端部を丸 く成形するのに対 して,

66は端部を横位にナデることにより端面を形成する。

甑形土器

5点 (23,60～ 63)を図化 した。いずれも焼成後に穿孔を施した単孔式の形態である。この う

ち23はほぼ完存する資料であるが,既に著 しく摩耗 しているために外面の使用痕などを観察する

ことは不可能である。

蓋形土器

68は器高が低いものの,端部が広 く開 く器形であ り,頂部をつまみ状に成形する。70の 端部は

屈曲して大きく拡がることが推測できる。また頂部は上端部をやや突出させる造作である。69は

小型品であ り,頂部は粘土塊を上方へ長 く引き延ばすことにより成形されている。

その他の器種

71,72については使途が全 く不明である。

2。 石器 (第 173図 )

扁平な自然石を利用した礫石錘が 5点出土している。 2～ 5が長・短軸方向の端部を 2～ 4ヶ

所打ち欠いた資料であるのに対して, 1は棒状の素材の中央部からやや上端部寄 りの位置に扶 り

が施されている。
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3

第 173図 土器溜状遺構伴出石器実測図

石鏃 (6, 7)は無茎凹基式の形態であり,前者は先端部が突出する。

8の石錐は大型品であり,明瞭なつまみ部を有しない。

0           5 cln
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(3),可道跡 (S X 312)

①遺構について

ソ34035区 において検出した西流する河道跡である。微高地の縁辺部を廻流する方向性を有す

ることから,低地部分が河道化したことが推測できる。

調査は埋土中に包蔵される遺物量が少量である点を考慮して トレンチ掘削のみを行った。しか ,

しながら激 しい湧水のために正確に河

底を認めるには至 らず ,遺構上面から

マイナス133cmの 地点において広範囲

に拡がる礫層上面が検出できたため
,

これを基盤層 と認定 して掘削を終了し

た。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 174図 )

甕形土器

1は 口縁部の屈曲点からやや下位の

位置に段が形成される。 2の 口縁部は

0                 10Cm

第 174図 河道跡(S X312)伴 出遺物実測図

長く外湾する形態である。3は胴部最大径が日径を凌駕する器形であり,日 縁部が緩く外反する。

5は脚台状を呈する資料である。

鉢形土器

4の 口縁部は短く外反する形態である。

2.石器 (第 175図 )

石錐 1点が出土している。つまみ部はlll離調整を施さない形態である。

(4)自然凹地形 (S X314 0 315 0 316 0 327)

①遺構について

0           5 cln

第175図 河道跡(S
X312)伴 出
石器実測図

いずれも不定形な平面形態を呈するために計画的に掘削された遺構であるとは考え難 く, しか

も床面において構造物を検出することができなかったことから自然の営力によって出現した凹地

形との判断に至った。

②S X314伴 出遺物について

1。 土器 (第 176,177図 )

壺形土器

1は大型品であり, 日縁部は直線的な形態を呈する。 2～ 4は 口縁部の湾曲が大きいために,

端部が水平方向に開回する。 5, 6の 回縁部は外反度が33い形態である。 7については内面に粘

土紐を貼付するが,一部に連続しない部分を有することから注口として製作されたことが推測で
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きよう。

甕形土器

9～ 12は 日縁部上面に水平面を造出する資料であり,上胴部に櫛描沈線文を施す点が特徴であ

る。15,16の 口縁部は断面三角形を呈する。19は 口縁部が緩く湾曲する器形である。

甑形土器

図化した 5点の資料は総て平底の形態であり,焼成後に穿孔されたことが判る。

蓋形土器

35は円錐形を呈する器形であり,末端部はやや水平方向に拡がる。なお本遺構内には同資料と

セット関係にあった遺物は遺存していなかった。

2.石器 (第 178図 )

1は扁平な自然石を研磨することにより長方形の形態に成形した石庖丁であり,両側面から穿

孔を行っていることが判る。

第 177図  S X 314伴 出遺物実測図(2)
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第 179図  S X316伴 出遺物実測図

は底面が突出する形態である。

甕形土器

4は 口縁端部の外方向への突出が33い形態である。

o 5cm

2       ~~

S X314伴出石器実測図

2は使途不明の資料であるが,両側縁部を

敲打して扶 りを施 していることから紐掛けを

行 うことにより使用 された ことが推測でき

る。

③S X315伴出遺物について (第 180図 )

壺形土器

1の 口縁部は外反度が弱く,端部を横位に

ナデることにより端面を形成する。 2は肩部

の一部と考えられる資料である。ヘラ状の原

体を用いて有軸の木葉文が線刻されている。

6の底部は底面が突出する形態である。

甕形土器

3, 4は逆 L字形に屈曲する口縁部を有す

る器形であり,上胴部に櫛描沈線文を施す。

甑形土器

9は焼成後に底面中央部を穿孔した単孔式

の器形である。

④ S X316伴出遺物について (第 179図 )

壺形土器

4は底面が突出する形態である。

甕形土器

1,2は 口縁部を水平方向に折 り曲げるが
,

屈曲部から先端部までは小規模である。 3の

口縁部は緩く外湾した後に端面を形成する。

⑤S X327伴出遺物について

1。 土器 (第 182図 )

壺形土器

1の 口縁部はラッパ状に広 く開口する形態

であ り,端部を丸 く成形する。 2については

日縁部が短 く外反する器形が考えられる。 17
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5～ 8,12,13は逆 L字形を呈する口縁部



iヽm

E

イ

0          1 0cln

第180図  S X315伴 出遺物実測図
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第 181図  S X 327伴 出石器実測図
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を有する。 9～ 11の 口縁部は斜め上方に屈曲する形態である。

2。 石器 (第 181図 )

礫石錘が 1点出土している。扁平な自然石の長・短軸方向の端部を打ち欠くことにより快 りを

施す。

7丁  7下
0                 10cm

T~~『:       ~6                   7

可芦 7可 可可
~F~『

瓦

7 19

第 182図  S X327伴 出遺物実測図
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第 3節 弥生時代後期の遺構 と遺物

大型土坑 (S x328)

①遺構について (第 183図 )

全長1390cm,最大幅296cm,最深部76cmの規模を有する大型の溝状の遺構である。横断面の形態
は基本的にはU字形を呈するが,壁面には複数のテラス部が造出されている。埋土は壁面直下と
床面において複数の土壌による漸時的な自然堆積の状態を示しているが,上位の層序は単一の土
壌によリー時期に形成されたことが判る。したがって,伴出した遺物の大部分については遺構中
央部から南半部にかけての埋土上位の同一層序中に一括して包蔵されていた事実から遺構の埋没
が進行した後に人為的に投棄されたことが考えられる。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 184～ 186図 )

壺形土器

1は肩部から口縁部にかけて緩 く湾曲するために頸部が判然としない器形である。日縁端部は
内外面を強く横位にナデることにより上下に肥厚し,端面に凹線文を施す。また,胴部はゃゃ肩
の張る形態である。 2の 口縁端部は丸 く成形されており,外反度が33い。胴部の形態は珠算玉状
を呈する。 3,36は内傾する頸部と短い口縁部を有し,端部を肥厚した後に凹線文を施す。 4,
35の 口縁部はラッパ状に広 く開口する。37は頸部が直立し, 日縁部がく字形に外反する形態であ
る。日縁端部には凹線文を施す。

甕形土器

7, 8は直立気味に外反する日縁部を有する器形であり,胴部の形態については球形を呈する
ことが考えられる。また, 7の 口縁部には焼成前に穿たれた孔 2個が存在することから蓋形の資
料を伴ってぃたことが判る。 9～ 16,19,38,39は く字形に外反する日縁部を有する資料であり,

端部を上下に肥厚する。このうち, 9,´19については最大径が上胴部に位置するために肩が張る
形態である。17,18は 口縁上端部を突出させて受け口状に成形する点が特徴である。底部(20～ 27)
は総て平底を呈する。

高杯形土器

28,29の 杯部は屈曲部以下の部位の長さが屈曲部以上の部位の長さを圧倒的に凌ぐ器形である。
日縁端部は横位のナデ調整により端面を形成する。29は脚端部を肥厚して,端面に凹線文を施文
する。これは33の造作に共通する点である。30～ 32は 日縁部が内傾する器形であり,特に30につ
いては外面に凹線文を施すことにより加飾する。

鉢形土器

34は大型品である。直立する口縁部を有しており,端部を水平方向に拡張して広い面を造出す
る。40の胴部は直線的な形態であるために容量が小さい。
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第 185図  大型土坑伴出遺物実測図(2)
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2。 石器 (第 187図 )

1は直刃を有する打製石庖丁であり,背部が外

湾する形態である。

石鏃(aは無茎凹基式の資料である。

石錐(3)の つまみ部は側縁部の一部を除き,剥離

調整を施さない。

ハ
＝
＝
Ⅳ
υ

饒
⇔

2

】ヽⅥＭＭΨじ０　　０
第187図  大型土坑伴出石器実測図
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第 4節 弥生時代終末期 か ら古墳時代初期の遺構 と遺物

1 竪穴住居跡

(1)分布状態 (第 188図 )

サ39,シ 36～ 39,ス 34～ 37,セ 33～ 36区 において弥生時代終末期から古墳時代初期にかけて埋

没したと考えられる竪穴住居跡を総数29基検出することができた。

当該地区は,調査対象地区内において舌状の徴高地形を呈することから,

いたことが容易に推察できる。

居住域 として適 して

33    34    35    36    37    38    39    40    41

第 188図 平塚地区竪穴住居跡分布図(2)

(2)第 1号竪穴住居跡 (S B301)

①遺構について (第 189図 )

1。 位 置

シ37区東半部に所在 し,基盤層を形成する礫混じりの砂層を穿って構築されている。周囲にお

いて共存 したと考えられる遺構 としては,S X301と 複数のビットを検出してお り,特 に前者 との

直線距離は1.7mを測る。

2.形態 と規模

平面形態はほぼ円形を呈 し,長径521cm,短径469cm,深 さ22～ 34cmの 規模を有する。壁面の形
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態は南壁面の傾斜が最も緩いが, この点については基盤層が崩壊し易い土壌であることに起因す

ると考えられる。

埋土は床面に密着する位置において複数の土壌を識別することが可能であるが,上位の層序ほ

ど単一の土壌によって形成されることが判る。とりわけ最上位の層序が円礫を含むことから,機

能を停止した当初においては漸時的に埋没が進行していながら,最終的に埋没が完了したのは洪

水などの要因によリー時期のことであったことが推察できる。

3.構 造

床面中央部において炉跡と考えられる大型の土坑を検出した。規模は長径190cm,短径161cm,

深さ14～ 21cmを 測る。平面形態は南北方向の長楕円形を呈することを意図して掘削されたことが
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①費褐色砂質土(礫 を含む)

②暗黒褐色砂質土
③暗褐色砂質土
④暗黒灰色粘質土
⑤暗灰色砂礫土
⑥暗黒色砂質土
⑦黒灰色粘質土

③暗黒褐色粘質土
③暗黒色粘質土(炭化物を含む)

⑩暗黒色砂質土
①暗責褐色砂質土
⑫灰褐色砂質土
〇暗黒灰色砂質土
⑭暗灰褐色砂質土

⑮黒褐色粘質土
⑮暗灰褐色粘質土
〇炭化物層
①暗黒色粘質土
〇暗灰色砂礫土(礫 を多く含む)

④焼土

0       1m

-第 189図  第 1号竪穴住居跡実測図

〇

③
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考えられるが,北半部に比して南半部の幅が拡大している。この点については前述の様に基盤層

の土質によると考えられるが, ここでは使途の差異をその要因の一例として考えてみたい。本遺

構は南半部に最深部を有しており,炭化物の堆積についてはその最深部のみに認められた。すな

わち炉としての中心がこの位置に存在していたことは疑 う余地がない。一方北半部の堆積物にお

いて注目される物質は焼土塊である。しかもその分布は南北方向に166cmの 広範囲に及ぶことか

ら,人為的に拡散されたことが推測し得る。これらの事実と推測から一義的な炉としての機能を

有する部分は南半部に限定され,北半部の使途については火力を用いた後に生じる焼土,あ るい

は本遺構の埋土中には確認できなかったが灰などを集積したことが考えられよう。

灰がアク抜きに欠かせない物質である点については縄文時代における植物食の解明により既に

認識されている通 りである。

主柱穴は 4個検出されており,炉跡を中心としてはぼ正方形に配置されている。

4。 遺物の遺存状況

東壁面に近接した床面部において土器片が集中する状態を確認した。特に北東部の主柱穴と壁

面との空間部分に遺存していた遺物は,焼土塊中に混在しており,炉内部から除去した後に集積

されたことが考えられる。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 190図 1～18,20～ 24)

壺形土器

1, 2は 口縁端部を上下に肥厚することにより広い端面を形成する。 3の 口縁部はラッパ状に

開口した後に,上端部が直立する形態である。

甕形土器

4～ 7は く字形に外反する日縁部を有する器形である。底部には不完全な平底(8, 9),丸 底

(10),平底 (11,12)の 3形態が共存する。

鉢形土器

15,16は浅い器形であ り,底部は丸底の形態を呈する。17,18は 口径 と器高の比率が 211を

示す器形である。

甑形土器

13が焼成前に穿孔された資料であるのに対して,14は焼成後に孔が穿たれている。また前者が

尖底,後者は平底の形態である。

.  皿形土器

20～ 22は 1個の粘土塊を引き延ばすことにより成形 されたことが判る資料である。また20,21

については丸底であるために不安定な器形 となる。

その他の器種
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24は棒状を呈することから脚部と考えられるが,上部の形態については全く判らない。

2。 土製品 (第 190図 19)

支脚形土製品 1点が出土している。上面が傾斜する形態であり,器高が高い点が特徴である。

3。 石器 (第 191図 )

1は磨製蛤刃石斧の基部

と考えられる資料である

が,端部に敲打の痕跡が認

められることから「 くさび」

様の使用方法を想定するこ

とも可能であろう。また両

側縁部の敲打痕については

着柄のために施されたこと ―
l

0           5 cln
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  2
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3

第 191図  第 1号竪穴住居跡伴出石器実測図

が考えられる。

2, 3は無茎凹基式の石鏃である。

4の石錐は先端部を欠 く。

(3)第 2号竪穴住居跡 (S B 302)

①遺構について (第 192図 )

1。 位 置

ス37ポ イント直下において検出した。東南隅部壁面は S B 305の 北壁面の一部を掘削して構築さ

れている。一方,本遺構の埋没後に上位にS X317 0 318が 穿たれたことにより,埋土の一部と東

北部壁面の上位部分を失っている。

隣接する竪穴住居跡はS B305 0 306が あり,前者については上記の先後関係があり,後者との

距離は2mでぁる。

2.形態と規模

遺存状態は良好である。平面形態は整然とした隅丸方形を呈し,長径529cm,短径517cmの 規模

を有する。

3.構 造

床面中央部を方形に穿つことにより,全壁面にいわゆるベッド状遺構を設けている。遺構の検

出面からベッド状遺構面までの深度は最大35cm,最終床面までは40cmを 測る。また壁面からの最

大幅は118cmで ある。

炉跡は最終床面の南辺部において検出できた。不整な隅丸長方形の平面形態であり,長径118cm,

短径78cm,深 さ17～ 22cmの 規模を有する。また長軸は壁面の方向性に一致しておらず,炉跡の南

東隅部はベッド状遺構を一部掘削している。
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なお炭化物の堆積層は最下層に限定され, しかも間層を伴わないことから,間断なく使用され

たことが判る。炭化物の同定は実施していないが調査時において藁状の物質であったことを確認

している。

主柱穴は南西部の 1基がベッド状遺構上面に設けられている以外は最終床面の隅部に設けられ

ている。これは最終床面の平面形態が不整な正方形であるために,柱穴を正方形に配置するため

には南西部の 1基に限り位置を変更する必要に迫られたものと考えられる。

また南東部の 1基を除く3基に柱痕が遺存していたことから,柱材として用いられた木材が直

径13～ 20cmの 丸材であったことが判る。

本遺構の構造上の特徴としては上記以外に壁溝と貯蔵穴と考えられる土坑群を有する点があげ

られる。前者は南 0西壁面の一部を除く全壁面に並行して掘削されており,ベ ッド状遺構上面か

im

0
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ら最深部 7 cmを 測る。

後者はベッド状遺構の北東部において 4基を検出した。配置に規則性が認められないことと,

規模が主柱穴のそれを卓越することから上部構造を伴 う遺構とは考えられない。また検出位置が

柱と壁面の間隙の生活空間としては不適当と考えられる地点であることから,特殊な空間である

可能性を示唆している。以上の点から4基の土坑群は日常生活において継続的に機能した遺構と

判断することができよう。土坑内部にはこれらの性格を決定する資料は遺存していないが, ここ

では貯蔵穴として性格付けてみたい。貯蔵穴と仮定するならば,その存在位置としては,普断の

生活に支障を与えない柱の後方の空間が最も適するであろう。しかも限定された空間であること

からも, この位置を食糧などの保管場所として用いたことは十分に妥当性を有しているのではな

かろうか。

4。 遺物の遺存状況

西壁面のベッド状遺構上面および,最終床面中央部上面において原形に復することの可能な鉢

形土器 2点が遺存しており,ま た,最も北部に位置する貯蔵穴の床面に鉢形土器 2点が埋没して

いるのを確認した。特に貯蔵穴に遺存していた鉢形土器については使用形態を止めていると考え

られたが,既に破損しており,内容物は検出し得なかった。

また炉跡に近接した位置において支脚形土製品 1点を検出した。やはり使用形態を示唆する遺

物と考えられる。

②伴出遺物について

1 土器 (第 193図 1～ 15,19)

甕形土器

1は 日径が胴部最大径を凌駕する器形であり, 日縁部はく字形に外湾する。底部は平底 (3,

4)と丸底 (2,14,15)の 2者が共存していることが判る。

鉢形土器

6は半球形の器形であり,平底を有する。 7, 8は 日径と器高の比率がほぼ 2三 1を測る浅い

器形である。底部はいずれも丸底の形態である。10の 口縁部は内傾する形態である。

甑形土器

5は底部に焼成前の穿孔を 2個有する形態である。

器台形土器

11は小型器台と考えられる資料である。

その他の器種

19は脚部と考えられる棒状の遺物であるが,上部の形態については全く不明である。

2。 土製品 (第 193図 16～ 18)

16,17は 2本 の指状の突起を有し,18は上面が傾斜する器形である。
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第 193図  第 2号竪穴住居跡伴出遺物実測図
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(4)第 3号竪穴住居跡 (S B303)

①遺構について (第194図 )

1。 位 置

ス37038区画境に位置 してお り,調査対象地区の東端部に相当するために西半部のみの調査を

行った。近接する主な遺構 としては S B 304, S D302が ある。

2。 形態 と規模

推測される平面形態は不整円形であるが,検出した北・西壁面の一部にやや直線的な部位が認

められることから,隅丸方形を呈することも考えられる。

測量可能な規模は長径700cm,短径309cm,深 さ12～ 26cmで ある。

埋土は 3層 に大別できるが,基本的には同質の土壌である。 しかも壁面直近に漸移的な層序が

認められず,層序が総て水平に堆積する点から一時期に人力により埋没したことが考えられる。

3。 構 造

主柱穴 3基を検出した。柱間の方向性は各壁面に平行するために,整然 とした方形の配置には

ない。北西隅の柱穴の柱痕から柱材の直径が24cm以 下であったことが判る。

L=15′ 80空
A′

Ｌ
割
ｏｌ

Ｔ

Ｊ

①暗灰黒茶色砂質土
②暗灰黒色粘質土(こ の層の下面が床面か ?)

③暗灰茶色砂質土
④暗茶灰色砂質土

O            l

-第194図  第 3号竪穴住居跡実測図
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底部 1点を図化した。完全な平底の形態であり,内面に斜位のヘラ削り調整を施す。

(5)第 4号竪穴住居跡 (S B304)

床面においては主柱穴以外の遺構は全く有しない。

4。 遺物の遺存状況

遺物量が稀少であり,床面上面に遺物が遺存しないことから,

埋没前に遺構外に搬出されたことが推測できる。

②伴出遺物について (第 195図 )

甕形土器

0          1 0cln

第195図  第 3号竪穴住居跡
伴出遺物実測図

ヵクラン

L=15′ 60堕
A′

①遺構について (第 196図 )

1。 位 置    。

ス37区 において,S B303・ 305・

308か らはぼ等距離の位置に所在

する。埋没後に上位に S D302が掘

削されたために埋土の一部を失っ

ている。なお床面南西隅部におい

て S K322を 検出す ることがで き

た。

2。 形態 と規模

平面形態は東壁面が円弧を描 く

不整な隅丸方形を呈 してお り,長

径412cm,短径354cmの 規模を有す

る。また床面までの深さが 3～ 14

cmを測ることから既に遺構の上位

部分が失われていることが考えら

れる。

3。 構 造

A―一

A―一

一―A′

0        1m

-第 196図  第 4号竪穴住居跡実測図

床面中央部に長楕円形の平面形態を呈する炉跡が設けられており,その長軸方向は住居跡の長

軸方向に合致する。炉跡の規模は長径86cm,短径28cm,最深部 4 cmである。

主柱穴と考えられる遺構は,炉跡の東西に直近して穿たれた 2基のビットである。

また床面においては他に 5基のビットを検出しているが,規則的に配置されていないために上

部構造を伴わなかったことが考えられる。

ベッド状遺構,壁溝,貯蔵穴などの施設は有しない。

4。 遺物の遺存状況

。①◎
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遺構の遺存状態が悪いために,埋土および床面にはほとんど遺物が遺存していない。また炉跡

内部においても多量の炭化物を採取し得たに止まる。

(6)第 5号竪穴住居跡 (S B305)

①遺構について (第197～ 199図 )

1。 位 置

S B 302の南方に近接して構築されており,北壁面の一部が S B302の掘削時に破壊を被ってい

る。

また,床面の調査を行った際に南部においてS K315が検出できたことから本遺構が, S K315

の埋没後に,そ の上位部分を破壊して構築されたことが判明した。

2。 形態と規模

遺構確認面から床面最深部までの距離は13cmを測るが, この数値が原形を止めているとは考え

られない。さらに南壁面が著しく歪曲した平面形態を呈することからも遺構の遺存状態は決して

良好であるとは言えないであろう。すなわち,埋没直後から現代に至る期間の耕作活動などによ

り遺構の大部分が滅失し,壁面の下部と床面がかろうじて残存したことが推測できる。測量可能

な規模は長径686cm,短径588cmで あるが,原形はほぼ円形を呈していたと考えられる。

埋土は焼土と炭化物が混在した単一の層序により形成される。これらは住居が火災により廃絶

したことを証明する資料である。特に壁面部に比して床面中央部において厚い堆積層が認められ

た点から,住居の上部構造は中心部に多量の建築材が用い

られていたことが判る。

3.構 造

明らかに主柱穴 と考えられる遺構は 7基ある。 これらは

壁面に並行して,柱間距離が等しくなることを意図して穿

たれているために,ほぼ円形の配置を示す。さらに, この

配置の中心に相当する位置において炭化物を多量に包蔵す

るやや大型のビットを検出した。周囲の主柱穴との位置関

係から柱材を伴っていた遺構である可能性が強いが,住居

の廃絶前において柱穴としての機能を失い,炭化物,灰な

どの保管を行う施設として転用されたものと考えられる。

ところで,北東隅部の柱穴において柱材 (第200図 )が原

位置に遺存していた点は注目されよう。既に大部分が腐食,

滅失しており,基部を残すのみ (全長24。 4cm)で あるが
,

原形が直径10cm程度の丸材であったことは容易に判る。ま

た,最下部には快 りが施されており,木 口全面が根石に密

C―
L=15′ 450 m c′

0                25cm

第 197図  第 5号竪穴住居跡柱穴断
面実測図

―-189-―



0       1m
・    ~

第198図  第 5号竪穴住居跡実浪1図

着しない工夫がなされている。

炉跡は床面中央部において検出したが,中心部の柱穴が存在するためにやや東壁よりの位置に

設けられている。長径138cm,短径74cm,深 さ7～ 13cmの規模であり,平面形態が長楕円形を呈す

る。ただし,西壁面については内湾する形態である。炉跡内部には焼土と炭化物が 5～ 10cmの厚

さで堆積するが,肉眼観察においては遺物を同定するに至っていない。

なお,住居の北壁面に並行して床面に最大幅 7 cm,深 さn～ 14cmの溝状を呈する遺構が設けら
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れているが,壁溝様の機能を有するものか否か判

然としない。また床面において主柱穴以外の柱穴

を複数検出しているが,配置に規則性が認められ

ないことから,上部構造を伴 うか否かは言 うまで

もなく,その使途についても明らかにできていな

い。ただし,炉跡の周囲に集中する傾向が認めら

れる点だけをここでは指摘しておきたい。

4。 遺物の遺存状況

既に遺構の大部分が後世に破壊を被ったことに

より,調査によって採取された遺物は稀少であっ

た。特に床面,炉跡,主柱穴などの内部施設に伴っ

て出土する遺物はいずれも微細な破片と化してお

り,使用形態を止める資料は皆無である。この点

から,住居の廃絶前に既に屋外へ搬出されていた

という仮説も成立するのではなかろうか。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 201図 )

鉢形土器

口縁端部に横位のナデ調整を施すことにより小

規模な端面を造出する。胴部外面は上位を左上 り

タタキロ技法により成形し,下胴部にヘラ削り調

整を施す。内面はハケロ調整後のヘラミガキ調整

による丁寧な造作である。

2.石器 (第 202図 )

1は扁平な自然石の一面が敲打により凹面化し

ていることから石皿様の使途が考えられよう。

2の基部は快 りが浅い形態であるが,無茎凹基

式の石鏃である。

3の石錐は小規模なつまみ部を有しており,先

端部との変化点が不明瞭な形態である。

(7)第 6号竪穴住居跡 (S B306)

①遺構について (第203,204図 )

1。 位 置

8増藉暑魯懲嘗圭1倭 |し協:書↓貪
む)

③炭化物と土器を含む

o                 50cm

第 199図  第 5号竪穴住居跡炉跡実測図

A一

A――

L=15′ 500m A′

0                 10Cm
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0                 10cm

第201図  第 5号竪穴住居跡伴出遺
物実測図

ス36区北半部に所在 し,S B305の

西方2.7mに位置する。東壁面の掘削

時に S K310と S X311の一部を破壊

してお り,西壁面については,ベ ッ

ド状遺構上に S B307が構築 されて

宦賣
0

0           5 cm

第202図  第 5号竪穴住居跡伴出石器実測図
い る。

本遺構は南半部が無遺物層である黄褐色粘質土を基盤層とするのに対して北半部については弥

生時代前期の遺物を包蔵する土壌 (砂質土)を穿って構築されている。このため西半部の調査は

遺構の識別が難しかったことが事実である。

2.形態と規模

既に後世の掘削によリベッド状遺構の大部分が失われているために全容は知 り得ないが,最終

床面が整然とした円形の平面形態を有することから,旧状においても同様の形態であったことは

容易に推測できる。また,一見「花弁」状を呈しているベッド状遺構は,遺構検出当初には,連

続する遺構であったことを確認している。

最終床面は長径576cm,短径574cm,最深部16cmの規模を有しており,ベ ッド状遺構が最大幅98

cmを測る点を考慮するならば,原形は最大径770cm前 後の規模を誇っていたことが考えられよう。

この推定規模は本遺跡において確認された竪穴住居跡のなかでもS B313に 次ぐ最大級のもので

ある。

3。 構 造

南西壁面においてベッド状遺構を検出したが,前述のように遺存状態は悪く,遺構検出面から

床面までの距離は 3～ 12cmを測るに止まる。

炉跡は最終床面の中央部東寄 りの位置に設けられており,長径112cm,短径107cmの規模を有す

る不定形な平面形態の遺構である。特に遺構の中央部を鞍部として東半部と西半部が深 く穿たれ

ており,内部に炭化物が多量に包蔵されていた点に注意したい。あるいは造 り替えにより先後関
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祗
色砂質土

灰色砂質土(炭化物を少量含む)

色粘質土

魯糧信寺砂質土帳 化物秒 量含こ 下層に焼土を少量含0
色砂質土 (炭化物を少量含む)

色砂質土

砂質土

賛色粘質土

①灰色炭化物
⑫焼土塊
〇褐茶灰色砂質土
⑭暗茶灰色砂混り粘質土
⑮暗茶灰色粘質土(焼土,炭化物を含む)

⑮灰黒色粘質土(焼 土,炭化物を含む)

①灰色粘質土

0       1m

-

第203図  第 6号竪穴住居跡実測図

⑩暗茶灰色砂質土(焼土と少量の炭化物を含む)
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係を有していた 2基の遺構であった可能性も否定できないが, この点を明らかにする根拠は確認

していない。したがって併存して共に炉跡として機能したこと,あるいは一方が炉跡として利用

され,他方が炭化物・炭などの保管施設として用いられたことなどが当然考えられるであろう。

主柱穴は壁面に沿って円形に 7個穿たれている。各柱間の距離がほぼ等しいことから,整然と

企画されて掘削されたことが判る。いずれの柱穴内部からも根石として利用されたと考えられる

自然石の円礫塊が出土しているが,床面から根石の最上部までの距離は20～ 60cmと それぞれ異る

ために,柱材の長さが画一化されていなかったことが明らかになった。

ところで西端部の柱穴に限り,柱材と床面の間隙に柱材

の周囲を取 り巻 く位置に複数の円礫塊の存在が確認できた C

(第204図 )。 これは柱穴の規模に比して柱材が小型であった

ために,補強する意図により設けられたと考えられる。こ

れらの円礫塊が原位置を保っていると仮定するならば,柱

材の直径は約15cmで ある。

その他の施設としては最終床面とベッド状遺構上面にお

いて主柱穴よりも小規模な円形のビット5基を有する。こ

のうち 3基が北壁面と北端部の柱穴に近接して穿たれてい

るが,使途は明確にはできない。

なお,東壁面に接する床面において炉跡より搬出された

と考えられる焼土塊を検出した。

4。 遺物の遺存状況

床面に残された遺物が土器の小破片のみであることから,

L=15′ 400m

―
                ―一一 C′

0                50cm

第204図  第 6号竪穴住居跡柱穴断面

実測図

遺構の廃絶前において既に大部分の

遺物が外部に搬出されていたことが判る。

また,炉跡の内部からも,使用形態を示す遺物は採取されていない。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 205図 )

壺形土器

1, 2の 口縁部はラッパ状に広 く開口した後に端部を上下に肥厚する。端面には櫛状原体を用

いて凹線文を施す。

甕形土器

3～ 5は く字形に外反する日縁部を有 し,端面に横位のナデ調整を施すことにより,上下に肥

厚する。さらに 3, 4については端面に凹線文を施す。底部は総て平底の形態である (10～ 13)。

7は上胴部が直立 し, 日縁部が外反する形態である。 9は突出する底部を有する。

高杯形土器
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8の 口縁部は内傾する形態であり,浅い杯部を有することが推測できる。

2。 石器 (第 206図 )

1の 打製石庖丁は両端部に快 りを有する形態である。刃部には細かい祭J離調整が認められない

が, この点については素材である結晶片岩に薄く剥離する特性が内在することから,祭J片 をlll取

する際に既に鋭いエッジが形成されていたためであると考えられる。

2, 3は無茎凹基式の石鏃であるが,後者は快 りが浅い。 4は基部を失っており,原形が柳葉

形を呈していたことが推測できる。

5, 6は石錐である。前者は大きいつまみ部を有しており,後者はつまみ部と先端部の変化点

が不明瞭な形態である。なお, 5の 先端部は使用により既に鋭利さを失っていることが判る。

(8)第 7号竪穴住居跡 (S B 307)

①遺構について (第207図 )

1。 位 置

S B306が埋没した後に,そ の西壁面を破壊して構築されている。隣接する住居跡としてはSB
310が南方1.5mに位置する。

2。 形態と規模

平面形態は不整な円形を呈し,規模は長径526cm,短径513cm,最深部27cmを 測る。

埋土の層序は壁面直下およびベッド状遺構の周囲の埋没が先行し,床面中央部ほど長時間を要

して埋没したことを示している。したがって本遺構は廃絶後放置され, 自然条件の下で漸時的に

埋没したと考えられる。

3。 構 造

本遺構の構造上の特徴の第一はベッド状遺構を有する点である。しかも壁面の形態が円形であ

るのに対して,最終床面はほぼ正方形に掘削されている。この点については壁面に平行してベッ

ド状遺構を設けるよりも,ベ ッド状遺構の床面積を拡大することができるという利点に基づいた

ものであることが想定できよう。ベッド状遺構の壁面からの最大距離は115cm,最 終床面との比高

差は13～ 15cmを測る。

次に整然と長方形の平面形態に穿たれた炉跡があげられる。床面中央部からやや南方に位置し

ており,規模は長径109cm,短径102cm,深 さ2～ 8 cmを測る。特に住居跡の床面が南方から北方

へ緩く傾斜するために,炉跡の床面は南半部が深い形態である。ところで炉跡の埋土中において

は少量の炭化物の堆積が確認できたに止まる。さらに,炉跡の床面と住居跡の床面が同一の土壌

によって埋没していることから,炉跡を最終的に清掃した直後において,住居跡が廃絶し,埋没

が開始したことが推察される。

主柱穴は最終床面の隅部においてベッド状遺構上面からの傾斜面に穿たれている。この点につ

いても前述した様に,ベ ッド状遺構および最終床面を最大限利用する配慮によると考えられる。
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そして第四の特徴としては貯蔵穴として用いられた可能性を有する4基の土坑が存在する点が

ある。このうち 3基についてはいずれも北東 0北西 。南西主柱穴に近接して設けられている点に

注目したい。既にS B302において貯蔵穴が住居跡内の非機能空間に設けられる点に触れたが,本

遺構にみる柱に近接した位置についても非機能空間の一例と考えられる。したがって前述の仮説

は本遺構においても成立することが裏付け得るのである。

北壁面に接するベッド状遺構の上面と最終床面の北端部において最大幅16cm,深 さ2～ 6 cmの

小規模な溝状遺構を検出した。従前より竪穴住居跡の壁溝については床面が冠水することを防ぐ

使途を有するとの見解があるが, この見地に立脚するならば,本遺構の床面が南方から北方へ傾

斜する以上,北部床面の冠水を防御していると考えることもできよう。

ヽ
∞
　
―
―

Ｅ

Ｏ
Ｏ
∞
、

い
一
＝
¨
ヨ

ヽ
゛

ヽ
１

0       1m

-
第207図 第 7号竪穴住居跡実測図

L=15′ 800m

一 A′

|

①淡費褐色砂質土
②黒茶褐色砂質土
③費褐色砂質土
④灰茶褐色砂質土
⑤明責褐色砂質土
⑥明灰褐色砂質土
⑦黒灰褐色砂質土
③灰褐色砂質土
③灰責色砂質土
⑩茶褐色砂質土
⑪淡灰色砂質土
⑫明責褐色砂質土
〇灰費褐色砂質土
⑭灰掲色粘質土
⑮明責褐色砂質土
⑮淡灰褐色砂質土
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4。 遺物の遺存状況

南西部の主柱穴に近接して設けられた貯蔵穴の床面より完

存する鉢形土器が出土した。この遺物は原位置にあると判断

できたことから,使用形態を止めていることが期待できたが
,

内容物は肉眼調査では確認し得なかった。

他の貯蔵穴においても貯蔵の対象とした遺物は全 く確認さ

れていない。

ベッド状遺構および床面においては遺存状態の良好な遺物

は全 く遺存しない。

②伴出遺物について

1.土器 (第 208図 )

壺形土器

1は二重 口縁の器形であ り,上端部の外面を竹管 と半裁竹

管による刺突文で加飾する。

甕形土器

2は く字形に外反する口縁部を有 し,胴部最大径が口径を

凌 ぐ形態である。 3は 口径が大きい点を特徴とする。 日縁部

の外反度は33い。

鉢形土器

4～ 6は胴部の形態に共通点を見出すことができるが, 4

は口縁部が内傾する。また, 5の 底部はやや突出する平底の

形態である。

2.石器 (第 209図 )

1は敲石であ り,両側縁部に敲打による凹みを有する。

0                 10cm

第208図 第 7号竪穴住居跡伴出
遺物実測図

2の磨石は未加工の円礫を素材としており,長軸方向の側縁部の一部に使用痕が観察できる。

D》
""))'
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第209図  第 7号竪穴住居跡伴出石器実測図
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(9)第 8号竪穴住居跡 (S B308)

①遺構について (第210図 )

1。 位 置

S B 305の南方0.4mに近接して所在しており, S B 309と の距離は2.4mを 測る。

基盤層は北壁面部が砂礫層である以外は,黄褐色粘質土 (いずれも無遺物層)を穿って構築さ

れている。

2。 形態と規模

平面形態は隅丸方形を呈することを意図して掘削が行われたと考えられるが,北 。東壁面につ

いては湾曲が著しいために不整円形を呈している。これは遺構北端部の基盤層が砂と小礫によっ

て形成されているために,計画通 りの掘削を行い得なかったことが想像できる。

規模は長径567cm,短径535cm,深 さ31～ 38cmを測る。

ところで,埋土の掘削途上において,上位の層序中に炭化物の薄く広範囲に及ぶ堆積層を確認

している。この点については本遺構の埋没時あるいは埋没後に,その規模を超えない異なる遺構

が営まれた可能性を有していると考えられる。しかしながらこの炭化物の堆積層を除去した直後

の調査では遺構の存在は認めていない。

3.構 造

床面中央部の西半部が不定形に掘削されている点については,西壁面と南 。北壁面の一部の方

向性にはぼ一致することからベッド状遺構として設けられたことが考えられる。しかしながら最

終床面との比高差が最大 3 cmを 測るに止まっていることと,東半部においてはその痕跡さえもが

検出されなかったことから,完成に至らなかった遺構である可能性も有しているであろう。

炉跡は住居の中心部に設けられている。不整長楕円形の平面形態を呈し,長径73cm,短径39cm,

最深部 5 cmの 規模を有する。床面上面からは多量の炭化物が出土している。

主柱穴は北東 0南東 0北西隅部において,壁面からの距離が各 5々8,73,79cmを測る地点に位

置することが判ったが,南西隅部の 1基のみは検出されなかった。この事実から,南西部の柱材

の規模が他の 3本 に比して小規模であるために柱穴を穿つ必要性がなく, しかも上部構造の重量

によって使用に耐え得る構造を有していたことが推察される。

なお,北東 。南東部の柱穴内には根石として用いられた自然石の円礫が遺存していた。

また,西壁面を除く3壁面に近接する位置において壁溝を検出した。規模は最大幅23cm,最深

部 4 cmである。連続する遺構ではないことから,一時期に掘削されたと考えるよりもむしろ必要

に応じて掘削されたものと考えることが妥当ではなかろうか。  ・

ところで本遺構の構造上の最大の特徴は,炉跡の南方27cmの位置に大型土坑を有する点である。

整然とした隅丸長方形の平面形態を有し,長径131Cm,短径74cm,深 さ10～ 17cmの規模を測る。埋

土を除去したところ,床面に密着して土器片が散布するのが認められた。これらの遺物について
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第210図  第 8号竪穴住居跡実測図

①暗黒灰色粘質土
②暗費褐色粘質土
③淡桃白色粘質土
④暗責褐色粘質土
⑤淡灰色粘質土
⑥明褐費色粘質土
⑦暗褐賞色粘質土
③暗黒灰色砂質土
③暗黒灰色粘質土

⑬淡黒灰色粘質土
⑬暗灰色粘質土
④淡褐灰色粘質土
④明褐色粘質土
0暗灰色砂質土
④明責褐色砂質土
④淡灰色砂質土
④明費色粘質土
④明褐灰色粘質土
④暗褐色粘質土
④淡灰色粘質土

は整理作業途上において,ほぼ原形に復することができたことから,使用形態を止めていたもの

との判断に至った。さて,本土坑の使途については,その形態と規模および構築位置の観点から

は, S B302の 炉跡との類似点が多い。ところが, S B308は 既に住居中心部に炉跡を有している

上に,土坑の埋土からは一片の炭化物,焼土塊をも採取されていないのである。そこで本土坑は

本来炉として使用することを目的に構築されたのにもかかわらず,異なる使途が与えられたこと

も考え得るのである。しかしながらこの疑問点を解決することはもはや不可能と言える。

その他の床面における遺構としてはピット10基を検出しているが,規則的に配置されていない

ために,上部構造を伴 う遺構か否か判然としない。
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4。 遺物の遺存状況

前述の様に,床面南部に設けられた大型土坑の内部より遺存状態の良好な大型の甕形土器と小

型鉢形土器が出土している。ただし前者については口縁部を完全に失っていることから,他所に

おいて口縁部を破壊した後に,何 らかの容器として住居内へ搬入されたものと考えられる。しか

しながら発見時において全て破片と化していたために内容物については全く不明である。後者に

ついても肉眼観察では内容物は認めていない。

また西壁面とベッド状遺構上面に密着して鉢形土器が各々 1点遺存する。共にはぼ完存する遺

物であることから,遺構の廃絶時に放棄されたものであろう。

北西部の主柱穴に近接する位置に焼土と炭化材の散布地点が存在する。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 211図 1～15,212図 )

壺形土器

1は,複合 口縁部を有する器形であ り, 日縁端部が外湾して立ち上がる。 しかも屈曲部は突出

する形態である。

甕形土器

2の 口縁部はく字形に外反する。また胴部の形態については球形を呈 していたことが考えられ

る。 3は直線的な口縁部を有 してお り,小規模な端面を形成する。肩部は湾曲しない形態である。

20

第212図 第 8号竪穴住居跡伴出遺物実測図(2)
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第212図 20は床面南部の大型土坑内に遺存していた

大型品である。底部には丸底 (4, 5,20)と平

底 (6, 7)の形態が共存していることが判る。

鉢形土器                     
⌒

1      2   _3
9,10は胴部が湾曲しない器形であるが,後者          Lす _____」 Cln

については口縁部がやや内湾する。11は半球状を 第213図 第 8号竪穴住居跡伴出石器実測図

呈する資料である。第212図 22,23が炉跡から出土している。22は 口縁部が水平気味に開口した後

に上端部を突出させる。23は浅い器形である。

皿形土器

12は小型品であり,容量が極めて小さい器形である。13は器壁が薄く仕上げられている。

甑形土器

8は焼成前の穿孔を有する単孔式の器形である。

その他の器種

14,15は脚台状を呈するが,いずれも上部形態が判然としない。

19は脚部と考えられる棒状の器形である。上部に傾斜面を有することから甕あるいは鉢形土器

に付属していたのであろう。

2.土製品 (第 211図 16～ 18)

総て支脚形土製品であるが,17,18については上部の形態が不明である。16は 2本の指状の突

起を有する器形である。

3。 石器 (第 213図 )

1～ 3の石鏃は無茎の形態であるが, 1・ 2が凹基式であるのに対して 3は平基式である。

(10)第 9号竪穴住居跡 (S B309)

①遺構について (第214,215図 )

1。 位 置

ス36037区 の区画境において検出した。 S B 308の西方2.5mに位置しており, S B306・ 310と

もほぼ等距離を測る。

2。 形態と規模

遺構の存在を確認した当初においてベッド状遺構の高所が露見していたことをはじめ,遺構確

認面から床面最深部までの距離が最大10cmを測るのみである点などから,既に埋没後において壁

面と埋土の大部分が削取されたと考えられる。したがって平面形態が不整円形を呈する点につい

ても,原形はより整然とした円形であったことは容易に推測できる。

測量可能な規模は長径656cm,短径631cmで ある。

3。 構 造
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①灰色砂質土
②暗灰色粘質土
③灰色粘質土
④暗灰色粘質土
⑤灰褐色粘質土
⑥黒灰色粘質土(炭化物を含む)

⑦灰色砂質土
③黄灰色粘質土
③黄灰茶色粘質土
⑩灰黒色粘質土
①灰色粘質土

第214図  第 9号竪穴住居跡実測図

0       1m

-

北 0東・西壁面にベッド状遺構を有する。しかしながら最終床面との比高差は北壁面に近接す

る部位が最大 8 cmを測るのに対して,他の大部分の部位においてはほぼ 2～ 4 cmであるために,

両者の構造上の差異は極 く小規模であると言える。

炉跡と考えられる遺構には床面中央部に設けられた不定形な平面状態のビットと,そ の東隣に

位置する不整楕円形の土坑がある。前者は中央部を鞍部として東西両壁面下が深く穿たれた形態
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(いずれの深さとも20cmを 測る。)であり,埋土中に炭化物を包蔵する。

一方,後者は長径123cm,短径62cm,最深部12cmの規模を有する大型の遺構である。埋土中から

は炭化物,焼土は検出できなかった。しかしながら両者の先後関係は後者の掘削が先行したこと

が明確である点から次の仮説が成立し得るであろう。すなわち住居の構築当初においては後者が

炉として機能していたが,内部を清掃した後に埋没したために,新たに前者の掘削を行 うこと

により炉としたのである。この仮説によると炭化物の存否についても解決することができると考

えている。

上記の仮説については次の主柱穴の問題を傍証とすることが可能であろう。住居の廃絶直前の

時期において機能していたと考えられる主柱穴はPl～ 4である。これらはほぼ正方形に平面配

置されるが, P2・ 3が最終床面に穿たれているのに対して, Pl・ 4は壁面に近接した位置に

設けられている点が異なる。しかも後 2者 については各々に隣接あるいは下位に複合する同規模

のビットを最終床面において検出した。さらにこれらのビットについてもP203を 含む位置関

係は整然とした正方形を呈する。そこで以上の事実から次の見解を唱えたい。すなわち住居の構

築当初に最終床面に設けられた主柱穴 (P2030608)が ,その後の建替により南西部と東

南部の 2本の柱がP104の 位置に移されたのではなかろうか。この見解に基づくならば,前述

の炉跡の造替についても,柱の建替に併行して行われたことが考えられよう。

P3に近接して大型土坑 2基を検出したが,各々の最深部が18cmと 5 cmと 小規模であることか

ら貯蔵穴として用いられたとは考えられずその使途については判然としていない。

また北西壁面 と東壁面直下のベ ッド状遺構

上面において壁溝が設けられている。ただし C~~

ベ ッド状遺構上面からの深さが最大 2 cmで あ

るために本来壁溝 として設けられたものか否

かの点 と,溝状遺構 としての性格の有無につ

いては明確ではない。

4。 遺物の遺存状況

ベ ッド状遺構上面 と床面直上および炉跡内

においては遺存状態の良好な遺物は採取でき

なかったが,南東柱穴 (P4)内 部に住居の

廃絶時に混入したと考えられる大型の土器片

が包蔵 されていた。

また, P8の埋土上位 より小型壷形土器 1

点,甕形土器 2点,鉢形土器 1点が出土して

いる。いずれも半壊あるいは一部を欠損 した

L=15′ 500 m c′

第215図  第 9号竪穴住居跡柱穴断面実測図
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状態である点からこれらの

遺物は既に用を成さない状

態であったために柱をPl

の位置に移動した際に,機

能を停止したP8の 内部に

人為的に廃棄されたことが

考えられるであろう。

②伴出遺物について (第

216, 217優圏)

壺形土器

第217図 3は 小型の胴部

に長い口縁部を伴 う器形で

0         1 0Cln

第216図 第 9号竪穴住居跡伴出遺
物実測図(|)

ある。日縁部はほぼ垂直に立上がる。

甕形土器

P8よ り遺存状態の良好な資料 2点 (第217図 1,2)が出土してい

る。 2は 1に比して最大径を胴部中位に有する形態であることから系

譜を異にすることが判る。底部はともに丸底気味の平底の形態である。

第216図 1はやや突出した底部を有する器形である。第216図 2は球形

の胴部形態が特徴である。

(H)第 10号竪穴住居跡 (S B310)

①遺構について (第218図 )

1。 位 置

ス36区南西部に所在しており,S B307の 南方1.5m,s B 309の 西方

4.6mに位置する。同一遺構確認面において周囲に小規模なビット群を検出したが,本遺構に伴 う

ものであるか否かは判然としない。

2。 形態と規模

平面形態は整然とした正方形を呈している。遺構の遺存状態は良好であり,規模は長径526cm,

短径525cm,深 さ42～ 46cmを 測る。

埋土は壁面に近接する床面の埋没が先行した後に住居中央部が漸時的に埋没した状態を示すこ

とから,住居は廃絶後,放置された後に自然の営力により埋没に至ったことが判る。

3。 構 造

まず第一に壁溝が北東隅部と南西隅部を除く全壁面直下のベッド状遺構上面に設けられている

点を報告する。その規模は最大幅15cm,最深部 5 cmである。

0     5 cln

第217図 第 9号竪穴住居
跡伴出遺物実測図
(2)
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次にベッド状遺構が東 0西 。北壁面と南壁面の一部に平行する方向に設けられている。壁面か

らの最大幅は117cm,最 終床面との最大比高差 5 cmを測る。しかしながら東半部ほど掘削深度が浅

いために最終床面との比高差は小さくなり,両者の区界は不明確になる。

さて,最終床面直上の堆積層の掘削時に,住居中央部において炭化物と焼土を多量に混入した

黒色粘質土が,140× 116cmの範囲に堆積するのが確認できた。そしてこの堆積層を除去した後に

炉跡の上面を検出している。その規模は長径89cm,短径65cm,最深部1lcmで あり,不定形な平面

形態である。ただし,東半部についてはほぼ円形に掘削されていることから, この位置に炉の中

心が存在していたことが推測できる。炉跡内部においても上記の黒色粘質土が確認されており,

住居廃絶時に既に同土壌が床面上にオーバーフローしていたことが判る。ところで,炉跡内部と

§層爆僧言静言

:i化物、焼土を多量に含む)§ 奮i曽言i冒:し

物,焼土を

i量

に含む)」

第218図  第 10号竪穴住居跡実測図
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黒色粘土中より最大径20cmの 円礫が 3点出土 したが,使用痕あるいは被熱の痕跡などは留めてい

ない。

主柱穴はベ ッド状遺構から最終床面への傾斜面に設けられている。総数 4基がほぼ正方形に平

面配置されてお り,各柱間の方向性が各壁面の方向性に一致する。南西部の 1基を除 く他の 3基

の柱穴内部には根石が遺存 していた。

その他の遺構 としては,主 としてベ ッド状遺構の北西隅部 と東南部において, ビット8基 と土

坑 2基を検出している。ただし,南壁面に接する位置において検出された大型土坑については壁

溝の一部を分断するために住居跡に伴 う遺構か否かは判然としていない。さらにビット群につい

ても配置上の規則性が認められず,ま た埋土

中からもその使途を解明する資料は入手でき

なかったために,上部構造の存否はもちろん

のこと,性格については全く不明と言わざる

を得ない。また北西隅部の不定形土坑につい

ても,壁面が緩 く傾斜する形態であり,最深

部 4 cmの 規模を有するために,意図的に掘削

された遺構である可能性は小さい。

4。 遺物の遺存状況

北壁面に密着した状態の鉢形土器が 4点出

土している。いずれもほぼ完存する遺物であ

り,出土状態に共通点が認められる点から,

同一時期に人為的に設置されたことが考えら

れる。ただし, これらの遺物は総てベッド状

遺構上面から遊離した位置に存在することか

ら,住居が機能を維持していた時期において,

既に壁面直下の埋没が始まっていたことが判

る。また,遺物は遺構の構築当初に使用され

たものではないことが明らかである。

さらにベッド状遺構の北・北東隅部上面に

おいて土器片の密集部を確認している。特に

北東隅部の一群は広範囲に散布しており,炭

化物と焼土塊が混在する。しかしながら, こ

れらの遺物を除去した後に,ベ ッド状遺構上  第219図 第 10号 竪穴住居跡伴出遺物実測図

面においては全 く遺構を検出することができなかったために,炭化物と焼土がこの位置において

10
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生じたものか否かは不明である。むしろ炉跡内部から移されたものと考えることが妥当ではなか

ろうか。

他の特筆すべき遺物としては北壁面部より土製丸玉 1点が出土している。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 219図 1～ 9,H)

壺形土器

1は ラッパ状に広 く開口する日縁部を有しており,端部を横位にナデることにより上下にやや

肥厚する。頸部を有しない器形が考えられよう。

甕形土器

2～ 4の 口縁部はいずれもく字形に外反する形態であり,中位に屈曲点を有することにより,

端部が水平気味に開口する。後 2者については端面と上面の強いナデ調整により,上端部が突出

する。

鉢形土器

5は半球形の胴部形態であり,短い口縁部がく字形に外反する。 6

～8は胴部の湾曲が33い器形である。

皿形土器

9は底面が広 く, 日縁部が直立するために深い器形である。

2。 土製品 (第 219図 10) 0            5 cln

土製丸玉 1点がある。直径3.lcm,厚 さ1.8cmの珠算玉形の形態であ 第220図  第 10号竪穴住居
跡伴出石器実測図

る。

3。 石器 (第 220図 )

石錐 1点が出上している。短い先端部を有する形態であるが,端部に大 きい剥離面が存在する

ことから使用時に欠損 したことが考えられる。

(12)第H号竪穴住居跡 (S B311)

①遺構について (第221図 )

1。 位 置

ス36区南端部に所在してお り, S B309 0 310か らの距離はほぼ等しい (1.8mを 測る。)。

また本遺構の埋没後に上位に S B412が構築されたことにより,北西隅部の柱穴が埋土を掘削し

ている。

2◆ 形態 と規模

長方形の平面形態を有 し,長径366cm,短径307cm,深 さ15～ 26cmの 小規模な遺構である。

埋土の掘削により,床面直上の層序に限らず大部分の層序中に炭化物の混入が認められた。

3。 構 造

〇

―-210-―



ヽ
ｍ

ｌ
ｌ

ヽ
ｍ

・Ｅ ｌ

ｏ ｌ

ｏ
崎

0       1m

一

第221図  第‖号竪穴住居跡実測図

:富§i言う言言1曇 |:移 :馨墨F怠 }

||:::[[:肇

孝;1型む)

8増姿農鷲琶義質土 (炉 跡,炭化物 ,焼 土

8姿暴模E走質土(焼土を含む)

8倶琶黎唇圭
⑩灰色粘質土(桂穴)

L■ 15′ 502mA′

0        1 ocln

第222図 第‖号竪穴
住居跡伴出遺
物実測図

上記の平面形態 と規

模の点において前述の

10基の竪穴住居跡 とは

明確に異なることが指

摘 し得るであろう。

さらに構造上におい

ても特殊な事実を認め

ることが可能である。

それは主柱穴 と炉跡の各々の配置の問題である。まず炉跡は床面中央部において検出した。平面

形態は隅丸長方形を呈してお り,長軸方向が住居跡の長軸方向に完全に一致する。その規模は長

径120cm,短径61cm,最深部10cmで ある。

一方,主柱穴 と考えられる規則性を有する遺構は床面において 2基を検出したのみである。 し

かもそれらは炉跡の長軸方向の両端部に一部が重複 して配置される。果して,こ の 2本 の柱によっ

て上部構造を維持し得たか否かは疑間であるが,住居跡外部においても本遺構に共存 したと考え

られる遺構の存在は認めていない。

以上の主柱穴 と炉跡の構造上の特 徴は本遺跡の S B3220323(と もに後述する。)についても認

めることができるが,他に香川県坂出市下川津遺跡検出の SBN ao6も 当例に類する資料であ

る。

なお,北東隅部を除 く全壁面直下の床面部に壁溝が穿たれてお り,最深部1lcmの規模を測る。

4。 遺物の遺存状況

床面北部において遺存状態の良好な鉢形土器 1個体分が横転 した状態で出土している。 この遺

物については原形に復することが可能であったことから,住居の廃絶時に放棄された遺物であ り,
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原位置を保っていると考えられる。

床面の調査により採取できた遺物には他に彩しい量の焼土塊と炭化物がある。とりわけ後者に

は住居の建築材として用いられていたと考えられる板状あるいは棒状を呈する木片が混在する点

から,当住居が火災により焼失し,廃絶に至ったことは容易に推測できる。したがって 2.形態

と規模において触れた,埋土中に一様に炭化物を包蔵する点についても,上部構造が焼失して倒

壊したことに起因していると理解することができる。

ところで,出土した炭化木材は既に損傷が著しく,取 り上げが不可能な状態にあったため樹種

を同定するには至っていない。

②伴出遺物について (第222図 )

鉢形土器

1は丸底, 2は突出した平底を有する。特に後者は胴部内面にヘラミガキ調整を施すことによ

り丁寧に仕上げられている。

(13)第 12号竪穴住居跡 (S B312)

①遺構について (第 223図 )

1。 位 置

ス35036,セ 35。 36区画境において検出した。ただし,上位に現代の用水路が構築され,調査

時においてもその一部分が機能を維持していたために,遺構の東半部に未調査部分を残している。

本遺構は埋没後にS B406の構築により北西壁面の上位部分が破壊されている。また東壁面下位

において S X305を検出することができた。

2。 形態と規模

遺構の遺存状態については北半部が良好である。南半部は水田耕作と調査時における過度の掘

削により遺構を著しく破壊している。

平面形態は東 。西・北壁面に直線部分を有しており,南壁面のみが円弧を描く形態であるため

に不整な円形を呈する。

規模は長径734cm,短径694cm,最深部30cmを 測る。

埋土は,特に床面直上部分において複数の層序が認められることから,廃絶後漸次的に埋没し

たことが半」る。

3.構 造

東 0北壁面に不整形なベッド状遺構を有する。北東隅部がほぼ直角に掘削されているのに対し

て,南西隅部は弧を描く形態である。ところで東壁面に併設されたベッド状遺構の延長部分は未

調査部分直下に埋没している。しかしながら南壁面においては既に検出することができなかった。

主柱穴と考えられるピットは 3基検出している。各々の平面配置は北西隅部の 1基を頂点とす

る整然としたL字形を呈している。したがって,未調査部分に埋没していると考えられる遺構を
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含めて,柱はほぼ正方形の配置に構築されて

いたことが推測できよう。なお北西隅部の柱

穴内部に根石が遺存している。

炉跡は床面中央部からやや南寄 りの地点に

設けられている。この位置は南西隅部柱穴と

未調査部分に所在が想定できる柱穴とを結ぶ

ライン上に相当する。埋土は 3層 に大別でき

るが,炭化物を相当量包蔵する層序は最下層

の層序に限定される。ところで炉としての主

体を成していたと考えられる遺構が上記の遺

構である点については,そ の形態 0規模・埋

没状況などから明らかであり,疑 う余地はな

いと考えられる。しかしながら,炉跡から48

0                 10cm

第224図 第 12号竪穴住居跡伴出遺物実測図

cmの住居跡中心部において検出した小規模なピット (最大径37cm,最深部16cm)についても内部

に炭化物と焼土の堆積層を伴っており, これらが床面上面にまで拡散している。この点から,本

遺構についても炉の補助的な施設と考えられるのではなかろうか。そこで炭化物の保管を目的と

する使途を考えてみたい。

構造上の特徴としては,東 0西・北壁面に平行する溝状遺構が穿たれている。特に東 0西壁面

部においては壁面から最大45cm遊 離した位置を掘削するが,壁溝と同一の目的により設けられた

ものと考えられる。規模は最大幅26cm,最深部13cmを測る。

なおベッド状遺構上面および最終床面上面においては小規模なピット8基を検出しているが,

配置に規則性は認められない。

4。 遺物の遺存状況

住居跡の構築 。存続・廃絶の時期を明確にする遺物は遺存しない。また埋土の削取が著しく,

さらに調査不可能な部分が存在したために,採取された遺物量も少量である。

②伴出遺物について (第224図 )

高杯形土器

1は杯部の屈曲部以上の部位の長さが屈曲部以下の部位の長さを凌駕する形態である。 日縁部

は湾曲しない。

鉢形土器

2の胴部は直線的な形態であ り, 日縁端部にナデ調整を施すことにより小規模な端面を造出す

る。特に内面の造作が丁寧である。 3は胴部 との変化点が不明瞭な平底を有する。 4は器壁の厚

い半球形の器形である。 5は球形の胴部 とく字形に外反する日縁部を有し,胴部最大径が口径を
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凌ぐ形態である。

(14)第 13号竪穴住居跡 (S B313)

①遺構について (第225図 )

1.位 置

セ35区東南隅部に所在するが, この位置は微高地の縁辺部に該当する。すなわち地山として認

識していた黄褐色粘質土の下位に整合して堆積する礫混じりの砂層が,微高地部分においてはそ

の上面がほぼ同一の比高を保つものの,セ ライン付近から南方向へ降下する。このためソ34035

区においては地山層の上位に複数の土壌が厚く堆積する状況を確認している。

上記の様に本遺構の存在は集落域が自然環境 (地形・土壌などを含む。)に適応して営まれてい

ることを裏付ける資料の一例である。それは本遺構以西の地区には住居跡はもちろんのこと,生

活遺構と考えられる遺構が皆無である事実を傍証とし得るであろう。

2。 形態と規模

基本的には円形の平面形態を呈することを意図して構築されたことが考えられるが,南半部の

壁面の一部に直線的に掘削された部分を有するために,不整円形を呈している。

当遺構は本遺跡において確認された住居跡中,最大の規模を有しており,長径796cm,短径732

cmを測る。

3。 構 造

主柱穴は 5基を検出することができた。これらは壁面に平行してほぼ円形に配置されている。

さらに各柱間距離が等しい値を示すことから,試掘調査時の トレンチ掘削によって失われた床面

部分においても柱穴を有していた可能性が強い。

次に炉跡は住居跡の中心部からやや南寄 りの床面に設けられている。長楕円形の平面形態であ

り,長径132cm,短径74cm,最深部10cmの規模を有する。

さらに,住居跡の中心部からやや北・東方寄 りの位置において土坑を検出したが,最深部が 7

cmと 5 cmの 規模を測るに止まることから貯蔵穴様の性格を有することは考えられない。

また,西端部の柱穴に近接して遺存していた炭化物と焼土塊は炉跡内より移されたものと考え

られよう。

4。 遺物の遺存状況

炉跡内に埋没していた遺物が良好な遺存状態を止める。特に西壁面に近接して出土した鉢形土

器 1点はほぼ完存することから,住居の廃絶時に放棄されたことが考えられる。

②伴出遺物について

1.土器 (第 226図 )

壺形土器

1は外傾する頸部 と水平気味に開口する口縁部を有する。 2の頸部は内傾する形態であ り, 日
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第 13号竪穴住居跡実測図
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縁部が広 く開口するために屈曲部が明瞭である。 3は 日縁端部を肥厚して凹線文を施す。

甕形土器

4～ 7の 口縁部はく字形に外反する形態であり,胴部は球形を呈する。 7については口縁上端

部が突出する。 8は複合口縁部を有する器形であり,端部を直立させる。 9,10は底面が突出す

る底部形態である。

鉢形土器

13,14は く字形に外反する日縁部を有する器形であるが,前者は胴部最大径が口径を凌 ぐ。

15～ 17は 日径が器高を圧倒的に凌駕するために浅い器形となる。19,20の 底面は小規模な平底の

形態であることから平面に固定することが難しい。

皿形土器

21は器高の低い浅い器形である。

|

∇
|

器台形土器

0            5 cln
25は小型器台と考えられる資料である。

2。 石器 (第 227図 )            第227図 第 13号 竪穴住居跡伴出石器実測図

打製の刃器 1点が出土 している。不定形な形態であることから,剥片を利用 して成形 したこと

が半」る。

(15)第 14号竪穴住居跡 (S B314)

①遺構について (第228図 )

1。 位 置

シ35区東南隅部において検出した。この地点は既に黄褐色粘質土が存在しておらず,基盤層の

上位に弥生時代前期の遺物を包蔵する砂質土壌が厚 く堆積する。遺構はこの遺物包含層を穿って

構築されている。

なお住居が廃絶し,完全に埋没した後に,埋土の一部を穿って S B402の柱穴が設けられる。

ところで本住居跡の所在位置は,竪穴住居跡群の北端部に相当しており,微高地部分からの緩

斜面に該当することが判る。さらに,住居跡の東・西・北部においては同時期の居住遺構が存在

しない。したがってこれらの点から竪穴住居跡群の形成当時においては微高地部分以外の地区は

居住域として適さない土地条件であった事実が指摘できる。

2。 形態と規模

次項において詳述するが,本住居跡は構築後, 1度貼床を行うことによる建て替えが行われて

いる。そこで以下においては構築順に第 102次遺構と呼称して報告する。

第 2次遺構の形態と規模が第 1次遺構のそれを完全に踏襲していることが,全壁面の形状およ

び埋土の状態から明瞭である。平面形態は長方形を呈しており,長径350cm,短径265cmの 規模を

測る。
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灰黒色粘質土
黄褐色砂質土

第228図 第 14号竪穴住居跡実測図

3。 構 造

まず第 1次遺構の特徴について報告する。炉跡は床面中央部のやや北寄 りの位置に設けられて

いる。南壁面については検出時に過度の掘削を行ったために確認することができていないが,不

整円形の平面形態を有していたことが判る。また規模は長径82cm,短径64cm,最深部 3 cmを 測る。

さらに東壁面中央部直下の床面上に長径93cm,短径47cm,高 さ6 cmの 規模を有する平面形態が

長方形の土壇状の遺構を検出している。この遺構は基盤層と同一の土壌によって形成されている

ことから,床面の掘削時に,基盤層を成形して設けられたことが判る。ところで,構築の意図に

ついては,壁面部に住居への出入口を想定した場合の階段様の施設として,あ るいはまた,住居

内に特殊な空間が存在することを明らかにすることなどの目的を有していたことが考えられる

が, この点を解明するには至っていない。

床面においては15基のビットを検出した。しかしながら,炉跡東部に穿たれた一群が東西壁面

に並行する方向に列を形成する以外は他のビットの配置に規則性は認められない。また総て第 1

次遺構床面の調査時に確認したため,第 2次遺構に伴 う遺構を含むことが考えられるが,埋土お

よび伴出遺物に時期差を示唆する明瞭な相違点は存在しない。以上の点を考慮すると主柱穴に相

当する遺構を見出すことは困難である。すなわち本遺構が上部構造を伴っていたか否かを明らか

にする手がかりは得られていないと言えよう。ただし,遺構上面の検出位置がほぼ現耕作土直下

0        1m
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である点は,壁面外に設けられた遺構については後世の掘削により既に失われた可能性を考える

必要もあるであろう。

なお,全壁面に近接する床面上において壁溝を検出している。最大幅は1lcmを測る。

次に第 2次遺構について報告するが,当遺構の存在は埋土の層序観察のために設定した畦畔の

除去時において初めて確認できた。したがって畦畔の下位に埋没していた部位のみを検出したに

止まり,得 られた資料は断片的なものになっている。

まず炉跡は第 1次遺構の西方 5 cmの 位置に設けられており,南北壁面および床面部が破壊され

ているが,長径82cm,短径64cm,深 さ 3 cmの 規模を有し,不整円形の平面形態を呈していたこと

が推測できる。

また第 1次遺構の壁溝に完全に合致する位置に,やはり同様の性格を有すると考えられる溝状

遺構が穿たれていることが判る。

4.遺物の遺存状況

第 1次遺構の東南隅部の床面直上において,土

器の小片が集中する状態が認められた。これらは

原形に復することが難しいが,遺構が機能を維持

していた時期に,破損した遺物を当該位置に集積

したことカミ推測できる。

第 2次遺構伴出の遺物については,調査時に床

面の大部分を破壊したために,原位置を維持して

いた遺物の存否を確認していない。

②伴出遺物について

1.土器 (第 227図 )

甕形土器

1は く字形に外反する口縁部を有 し,胴部内面

にヘラ削 り調整を施すことにより器壁を薄 く仕上

げる点が特徴である。

鉢形土器

2の 口縁部はやや く字形に外反する。胴部は深

い形態であるために容量が大きい。 3は厚い器壁

を有する小型品である。

皿形土器

4は胴部外面に指頭圧痕を残す粗製品である

が,内面をナデ調整により丁寧に仕上げている。

0         1 0cln

第229図  第 14号竪穴住居跡伴出遺物実測図

じ｀
2

o                 5cm

第230図  第 14号竪穴住居跡伴出石器実測図
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2.石器 (第 230図 )

1は無茎凹基式の石鏃である。

2は小規模なつまみ部 と長い先端部を有する石錐である。

(16)第 15号竪穴住居跡 (S B315)

①遺構について (第231図 )

3.構造において詳述するが
,

本遺構については前述のSB

314同様,特殊な形態と構造を有
A――

し, しかも上部構造を伴 うか否

か判然 としないことから,本来 ,

性格不明の遺構 として報告すべ

きであろうが,竪穴住居跡の可

能性が完全には否定できなかっ
A―一

たため,本稿においては,第 15

厖

Ｌ
∃
卜娼
控

b=lし
70堕

A′

号竪穴住居跡 と仮称 して,類例

の増加を待つことにする。

1.位 置

ス35区北東隅部において検出

0        1m

①暗褐灰色砂質土

8磨優捏5瞥星
土

(下層に炭化物が
堆積する)

④暗灰色砂質土
⑤暗灰褐色砂質土

第231図  第 15号竪穴住居跡実測図

した。最 も近い位置に所在する竪穴住居跡は S B319で あ り,5.6mの 距離を測る。

弥生時代前期の遺物を包蔵する土壌を基盤 として構築されている。

2.形態 と規模

平面形態は整然 とした長方形を呈する。規模は長径293cm,短径227cm,深 さ20～ 25cmを 測るが
,

これは完全に調査を行 うことができた住居跡の中で,最 も小規模な遺構である。

3。 構 造

まず主柱穴と考えられる遺構を有していない点を報告する。床面において検出されたビットは

1基である。しかも東壁面に近接した位置において掘削されており,住居の上部構造を支えるに

は適当な位置であるとは考えられない。また,住居跡外部の調査により,本遺構に共伴する遺構

を検出することはできなかった。ただし,既に再三にわたり報告した様に遺跡地の大部分が後世

の水田耕作により掘削を被っている事実を考慮するならば,既に滅失していることも考え得るで

あろう。

次に壁溝は北壁面の一部を除く全壁面下に断続的に設けられている。規模は最大幅10cm,最深

部12cmで ある。

また,炉跡と考えられる遺構は床面中央部において検出した。しかしながら,本遺構において

ヽ
∞

―
―
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0                 10cm

は企画性をもって掘削されたと

は考えられず,住居の掘削時に

生じた凹地形を利用したことが

推測できる。内部には炭化物の

厚い堆積層を確認しており,さ

らにこれらが床面上に広範囲に

わたって拡散する状況が認めら

れた。

4。 遺物の遺存状況

北 0東壁面に近接した位置に

おいて,床面から遊離した状態第232図  第 15号竪穴住居跡伴出遺物実測図

の遺物が出土している。特に鉢形土器 2点の遺存状態が良好であり,ほ

ぼ原形に復することができる。ただし使用形態を止めているか否かにつ

いては判然としない。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 232図 )

鸞

ｏo            5cln

第233図
穴在馨品詳  鉢形土器

出石器実測
図 1は大型品であ り, く字形に外反する日縁部を有する。 日縁端部は横

位のナデ調整を施すことによりやや肥厚する。 2は 口径に比 して器高が低いために容量の小さい

器形である。底部は丸底を呈 し,外面にヘラ削 り調整を施す点が特徴である。

2。 石器 (第 233図 )

石錐 1点が出土 しているが,先端部を欠 く。

(17)第 16号竪穴住居跡 (S B316)

①遺構について (第234図 )

1。 位 置

ス35区北西隅部に所在 しており,S B317が埋没した後に,その上位に構築されている。ところ

で本遺構については S B 317の 調査の最終過程において検出したために,大部分の遺構を破壊 した

ことが事実である。しかも埋没後に上位に S D301が穿たれたことにより,形態,規模,構造につ

いては不明な点が多 くなっている。

2。 形態 と規模

壁面は北西隅部において一部を確認 したに止まる。北壁面 と西壁面の交点がほぼ直角に交わ り,

西壁面が直線的な形態を呈することから原形は方形を呈 していたことが推察できる。規模は埋土

の堆積状態から長径454cm以 上,短径394cm,床面までの深さ20～ 27cmで あったことが判る。
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3.構 造

炉跡,主柱穴,ベ ッド状遺構などの床面施設を検出することはできなかった。

南壁面の西半部を除く総ての壁面に平行する位置に溝状遺構 (最大幅90cm,最深部19cm)力 設ゝ

けられているが,床面の相当面積を占有する点から壁溝として掘削したものか否か判然としない。

4.遺物の遺存状況

床面中央部に溝を有する大型の自然礫が遺存しており,台石としての使用形態を保持している

と考えられる。また上記の遺物の周辺と南壁面下の床面部に相当する位置に破損した土器片の集

合する状態が認められる。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 235図 )

甕形土器

1は く字形に外反する短い口縁部を有する。最大径が上胴部に位置するためにやや肩の張る形

態であり,底部は不明瞭な平底を呈する。 2は 口縁部の屈曲が弱く,肩の張らない器形である。

4は小型品であり,突出する平底を有する。

鉢形土器

3は内傾する日縁部を有する。胴部は半球形の形態であり,丸底を呈する。 7は直線的な胴部

を有する点が特徴である。

皿形土器

5, 6は厚い器壁を有するために容量が小さい。

0         1 0cln

: 第235図  第 16号竪穴住居跡伴出遺物実測図

2.石器 (第 236図 )

1は方柱状を呈する砥石であ り,1面 に主として長軸方向の研磨の痕跡を認めることができる。

2については原形を止めないために使途が判然としないが,端部を研磨 して扶 りを施 している

ことから紐掛けを行 うことにより用いたことが推測できる。

3は扁平な自然石の一面に 4条の溝を穿った資料である。石皿 と同様に製粉用具 として用いら
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れたと考えられる。

o           5cln

第236図  第 16号竪穴住居跡伴出石器実測図
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(18)第 17号竪穴住居跡 (S B317)

①遺構について (第234図 )

1。 位 置

S B316の下位において検出した。隣接する同時期の居住遺構としてはS B314 0 318 0 319があ

る。

2。 形態と規模

S B316お よびS D301の構築により北西壁面の上位部分を失っている。遺存する部位の平面形

態は北東壁面部が外部に突出するために不整方形を呈する。規模は長径557cm,短径547cm,最深

部43cmを 測る。

埋土は複数の土壌が整合的に堆積することによって形成されていることから,漸次的な自然堆

積により遺構が埋没したことが判る。

3。 構 造

まず全壁面部にベッド状遺構が設けられている。その構築に際しては最終床面を方形に掘削す

ることにより各壁面に平行する方向性を有することを意図していたことが推察できるが,北壁面

西半部に近接する部位についてのみ過度の掘削が行われていたためにベッド状遺構の床面積が小

規模化している。

ベッド状遺構上面において 2基の土坑を検出した。これらは北東隅および北西隅部の主柱穴と

壁面との間隙という生活空間としては不適当な位置を占める事実から貯蔵穴の使途が考えられ

る。しかしながら内容物などを採取することはできなかった。

炉跡は最終床面の中央部からやや南方に位置する。隅丸長方形の平面形態を呈し,長径127cm,

短径67cm,深 さ12cmの規模を測る。

主柱穴は最終床面の各隅部あるいはベッド状遺構の傾斜面に穿たれており,各々は整然とした

正方形の位置関係にある。北東隅部の柱穴に遺存していた柱痕が最大径16cmを測ることから柱材

の規模を推測することができる。なお南西隅部の柱穴内部に遺存していた炭化木材については形

態が板状を呈することから柱材と考えることは困難である。したがって住居の廃絶時において,

柱材を抜き取った際に混入した遺物である可能性が強い。

壁溝は全壁面部とベッド状遺構直下の最終床面に設けられている。とりわけ後者の遺構は北西

隅部において内部へ直角に屈曲する形態である点が特徴的である。この点については,壁溝が床

面の冠水を防止する目的のために設けられたとする通説に疑問点を提示するものであり,む しろ

壁面と壁溝によって囲まれた空間が特殊な使途に用いられていたことを示唆するが,その実態を

明らかにする手がかりは得られていない。

ところでベッド状遺構上面と最終床面において小規模なピットを検出しているが,個 々の配置

に規則性が認められない点と4基の主柱穴の規模に比すると小型である点から住居の屋根材を支
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えるために柱材が埋設されていたとは考えられない。

4.遺物の遺存状況

最終床面の中央部と東南隅部の主柱穴の周辺部に土器片が散布している。しかしながら総て破

損した状態であることと,原形に復することが全く不可能である事実により廃絶直前の使用形態

を復元するには至らない。

さらに最終床面南部とベッド状遺構の南部床面直上において炭化木材と焼土塊の散布を確認し

ている。特に前者については住居跡中央部から放射状に,棒状の形態を呈する遺物が遺存するこ

とから,倒壊あるいは落下した住居の建材が原位置を保っていることが推察できる。ただし,遺

構の北半部においてこれらが検出できなかった点については,S B316の 構築に際して,除去され

たと考えることが妥当ではなかろうか。

0        1 0cln

第237図 第 17号竪穴住居跡伴出遺物実測図

②伴出遺物について

1。 土器 (第 237図 )

壺形土器

1は頸部が大きく外湾した後, 日

縁部が水平に開 口する形態である。

11は く字形に外反する口縁部を有 し

|  
◆

0           5 cln

第 238図  第 17号竪穴住 居跡伴 出石器 実測 図
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ており,端部が垂下する。また胴部最大径が口径に近似した値を示すために胴の張る形態を呈す

る。底部は尖底である。12は 日縁端部を上下に大きく肥厚し,端面にヘラ描鋸歯文を施すことに

より加飾する。

甕形土器

2, 6, 7の 口縁部はく字形に外反する。 8, 9については前者が平底,後者が丸底の形態で

ある。

鉢形土器

4は小型品であるが精級な造作である。 5は内面に指頭圧痕を多数残しており,粗雑な造作で

あると言える。10は胴部に屈曲部を有する器形である。

2。 石器 (第 238図 )

1の 打製石庖丁は直刃の形態である。

2は小型の打製石斧状の資料であり,先端部と両側縁部に刃部が形成される。特に先端部は曲

刃の形態である点が特徴である。

(19)第 18号竪穴住居跡 (S B 318)

①遺構について (第239図 )

1。 位 置

ス34035区画境に位置する。 S B316 0 317に 隣接しており,距離は lmでぁる。

本住居跡の構築地点は,微高地部分の西縁辺部に相当する。

2。 形態と規模

平面形態は南隅壁面がやや外部に拡張して掘削される以外は整然とした長方形を呈する。

規模は長径438cm,短径379cm,深 さ11～ 18cmで ある。

埋土は 2層 に分離することができる。さらに同一土壌が遺構内に一様に水平堆積している点か

ら,埋没状況は一時的であったことが推察できよう。

3。 構 造

床面北半部に壁溝が設けられており,最大幅19cm,最深部15cmの規模を有する。ところで,本

住居跡の床面は北半部ほど比高が高い。したがってこの壁溝については通説に従い,床面の冠水

を防ぐ使途あるいは排水の使途などを想定することが不可能であると考えられよう。

床面において確認できたピットは21基であるが,主柱穴と考えられるピットはP4,11,16,

19の 4基である。これらはほぼ正方形の配置にあり,各柱間方位が壁面の方向性に一致している。

ただしP19については,最大径12cm,最深部 3 cmの 規模を有しており,他の 3基の主柱穴の平均

規模が,最大径36ch,最深部22cmを測る点に比すると圧倒的に小型であることが判る。さらに柱

痕と考えられる遺構がP16において確認されている。その平面規模が最大径13cmで ある点から,

P19の 規模にはぼ等しい。したがってP19については柱痕のみが遺存していることが考えられる。
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第239図  第:8号竪穴住居跡実測図

さらに柱材が直径13cm程度の丸材であったことが推察できよう。

なお本住居跡においては炉跡と考えられる遺構を検出することができなかった。

4。 遺物の遺存状況

遺存状態の良好な遺物は,埋土の中位に包蔵されている。特に南隅部分において検出した土器

群は,遺構の埋没時に人力により意図的に集積されたことが明らかである。また,壁面に近接し

た位置に,ほぼ完存する遺物が存在している。これらについても同一の土壊中に包蔵されていた

点と正しく据え置かれた状態である点から,住居の埋没時に遺構内部に配置されたものと考えら

れる。しかしながら,住居の埋没時に内部に生活遺物を混入する意識については,現時点では明

確にするに至っていない。

床面の調査においては完存する遺物は全 く採取されておらず,住居の廃絶時に既に屋外に搬出

されたことが推察される。

②伴出遺物について

1.土器 (第240,241図22～46)

壺形土器

1, 2の 口縁部はラッパ状に広く開口した後に端面が形成される。また 1の胴部は肩が張る形

―-229-―



:I≡肇≧玉I≡型藝≧
4

9

0                 10cm

第240図  第 18号竪穴住居跡伴出遺物実測図(|)

一-230-―



艤 捩 ヾ

不

4

第241図 第 18号竪穴住居跡伴出遺物実測図(2)

0         1 ocln

し′
こ

―-231-―



態であり,やや長胴を呈する。 3はいわゆる長頸壷の器形であるが,器壁が薄 く精緻な造作であ

る。 4はほぼ水平に開口する日縁部を有しており,端部を大きく肥厚する。 5, 6の 口縁部は直

立気味に外反し,胴部は球形の形態である。 7は く字形に外反する日縁部を有する。 8の 口径と

胴部最大径は近似した値を示し,長胴の形態が考えられる。9は複合口縁部を有する器形であり,

端部が外反する。

高杯形土器

13の杯部は屈曲部以上の部位の長さが屈曲部以下の部位の長さを圧倒的に凌ぐ形態であり, 日

縁部は直線的に外反する。

鉢形土器

15～ 19が 口径が器形を凌ぐ浅い器形であるのに対して,22～ 26は器高が高く,深い形態を呈す

る。27,28は半球形の胴部を有する点に共通点が見出せるが,前者は直立気味に外反する口縁部

形態であり,後者については口縁部がく字形に外反する。29は肩の張る胴部形態である。30は小

型の胴部と外反する長い口縁部を有する点が特徴である。31の 口縁部は緩く外反するが,胴部と

の変化点が不明瞭な器形である。33は小型品であり,半球形を呈する。

皿形土器

40～ 44は 1個の粘土塊を引き延ばすことにより成形したことが容易に判る資料である。

甑形土器

12は脚台状を呈する単孔式の器形である。

蓋形土器

45は端部の径が小規模であることから口径の小さい容器とセットにして用いられたことが想定

できよう。

器台形土器

36～ 38は小型器台の資料である。36は上端部と脚端部が外反する形態である。37,38は内湾す

る脚部を有しており,前者の上部は皿状を呈する。46は端部を上下に大きく肥厚した後に端面を

竹管文 と鋸歯文で加飾する。

その他の器種

34,35は壷形を呈する小型品である。

2.土製品 (第 241図 47,48)

47,48は 2本 の指状の突起を有する支脚形土製品

であ り,いずれも背部が焼成前に穿孔されている。

3。 石器 (第 242図 )

1, 2は無茎凹基式の石鏃である。

3の石錐は先端部が欠損している。

0           5 cln

第242図  第 18号竪穴住居跡伴出石器
実測図
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(20)第 19号竪穴住居跡 (S B319)

①遺構について (第243図 )

1。 位 置

ス35区のほぼ中央部において検出した。S B320と の距離は 2mを測る。

2。 形態と規模

平面形態は整然とした長方形を呈し,長径408cm,短径381cmの 規模を有する。特に壁面の遺存

状態が悪いために,遺構確認面から床面最深部までの距離は 6 cmを測るに止まる。この点につい

ては遺構上面を表土直下において確認したことから,既に上位の部位が後世の土地耕作によって

失われたものと考えられよう。

埋土についても大部分を失っており,床面直上に堆積した土壌を確認したのみである。

3。 構 造

まず,南北壁面の一部を除き,全壁面直下の床面に壁溝を穿たれている。西壁面中央部におい

て最も幅が広 く (22cm),最 深部は 4 cmの 規模である。

次に床面において35基のビットを検出することができた。このうち床面中央部から東南寄 りの
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第243図  第 19号竪穴住居跡実測図
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1基は最大径57cm,深 さ19cmの規模を有することから他のビットとは性格を異にすることは明ら

かであろう。ところで,その他のビットの配置からは規則性は認められず, しかも規模が平均径

18.lcm,平 均の深さ7。 9cmと 小型である点から柱材の固定を目的として穿たれたとは考えられな

い。また,密集して存在することから,上部構造を伴 う可能性は弱い。したがって, これらの小

ピット群の使途については判然としない。

上記の点から本住居跡においては主柱穴を有しないことが判る。すなわち上部構造を伴ってい

たことを仮定するならば,遺構の周囲に柱穴が設けられていたことが考えられる。しかしながら

この点を証明する資料は皆無である。

また,住居跡内部においては炉跡と考えられる遺構を検出することができなかった。さらに床

面に炭化物などの散布は認められない。

4.遺物の遺存状況

既に埋土の大部分が削取されているた

めに,遺存する遺物は少量の土器片のみ

である。

また床面直上においては良好な遺存状

態を示す遺物は検出できなかった。           0       5 cln

②伴出遺物について (第244図)     第244図 第19号竪穴住居跡伴出石器実測図

直刃を有する不定形な打製の刃器が 1点出土 している。

(21)第 20号竪穴住居跡 (S B 320)

①遺構について (第245,246図 )

1。 位 置

ス35区南半部のほぼ中央部において検出した。前述の S B319の 南西方に位置 してお り,S B321

の東壁面を破壊 して構築されている。さらに,本遺構の埋没後に,東・南壁面の一部が S B406の

柱穴の掘削により破壊を被っている。

2。 形態 と規模

平面形態は整然とした正方形を呈 してお り,規模は長径551cm,短径495cm,最深部36cmを 測る。

埋土からは壁面に近接する床面の埋没が先行し,住居の中心部付近は漸次的に埋没 したことが

判る。また炭化物の混入が炉跡の周囲に止まらず,ベ ッド状遺構直上の層序および埋土中位の層

序においても認められている。          '

3。 構 造

住居跡中央部を東 0南・北壁面に平行して方形に掘削することによリベ ッド状遺構を形成する。

ただし南壁面西半部においては掘削面積が少ないために,最終床面の壁面が著 しく内湾 した形態

を呈 している。 ところで西壁面のみにベ ッド状遺構の構築をみることができない点については
,

ハ
＝

Ｈ

Ｖ
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④灰色粘質土
⑤褐灰色粘質土
⑥暗灰色粘質土(炭化物を含む)

①褐茶灰色粘質土
③褐灰色粘質土
③褐灰色粘質土(柱穴)

⑩暗灰色粘土
①暗褐灰色粘質土

⑫暗褐茶灰色粘質土
⑩暗灰色粘質土
⑭暗灰色粘土
⑮黄褐灰色粘質土
①暗茶掲灰色粘質土
○暗茶灰色粘質土
⑩黄灰色粘質土
⑩既に掘削済

8磨震雹轄冒圭(脚鋤綸。0  1m
②炭化物

-第245図  第20号竪穴住居跡実測図

既に最終床面の深さまで掘削が終了していることが第一の要因として考えられる。 したがって西

壁面については構築当初においてベ ッド状遺構を設ける意図が存在 しなかったことが考えられ

る。

ところで,方形の竪穴住居跡について, 1壁面が他の3壁面と異なる構造を有する場合は,入

日の存在を想定することが可能である。しかも本遺構においては炉跡が住居の中心部からやや東

寄りの床面に位置するため,特に西壁面に入日の存在を考えることが妥当ではなかろうか。

炉跡は前述の様に,最終床面中央部からやや東壁面寄 りの位置において検出した。不定形な平

面形態であり,規模は長径137cm,短径116cmを 測る。床面は中央部を鞍部として東西壁面直下が

L=15′ 800m A′
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深く掘削されており,最深部は22cmで ある。埋土の特に下位の層序中に炭化物が多量に包蔵され

ており,炉跡の西壁面の一部には被熱の痕跡が認められる。

主柱穴は最終床面の隅部において 4基を確認した。これ

らはほぼ正方形に配置されており,北西 0北東隅部の各遺

構には柱痕が遺存している。その規模から,柱 として用い

られた丸材は最大径20～ 22cmの 規模であったことが判る。

さらに,北東隅部の柱穴内部より柱材と考えられる木材の

小片が出土しているが,加工の痕跡は認められず,既に部

位を特定することは不可能である。なお樹種の同定結果に

ついては本章第 2節に掲載している。

さらにベッド状遺構上面において10基のビットを検出し

た。これらの使途を明確にすることは難しいが,北東隅部

と南壁面直下のビット群については日常生活に支障を来た

D――
L=15′ 30型

D′

-
さ

IIF書 i量量き[I曇 [鷲量[11[ili」 :」il 
第246図

面羹綿言
竪穴住居跡柱穴断

は最大幅20cm,最深部 6 cmである。ただし,こ れらの掘削位置がベッド状遺構上面である点から,

床面の冠水防止あるいは排水の目的により設けられたものか否かは判然としない。

4。 遺物の遺存状況

南壁面直下の床面上面とベッド状遺構の東北隅部において原位置を保持していると考えられる

遺存状態の良好な遺物を採取した。とりわけ前者の鉢形土器 2点 についてはほぼ完存しており,

1点は口縁部を上にした状態で検出されたことから使用形態を止めていることが推察できる。

②伴出遺物について

1.土器 (第 247図 1～23)

壺形土器

1の 日縁部は上端部が長 く突出して,内傾する形態であ り,端面に波状文が施文 される。 2は

水平方向に開口する日縁部を有してお り,端部が上下に肥厚する。

甕形土器

3は く字形に外反する短い口縁部を有する器形であ り, 日径に比すると器高が低 く鉢状を呈す

る。 4の器壁は薄 く,胴が張る器形である。 日縁部は直線的に外反する。 5はやや長胴を呈 して

お り,底部は変化点が不明瞭な平底の形態である。 6, 8についても 5に類する資料であること

が考えられよう。 7の 口縁部は直立気味に外反 し,胴部最大径が口径を凌 ぐ器形である。 9の胴

部については鉢形の形態が想定できる。20,21は小型品であることから煮沸容器 としての実用性

を有する点については疑間点がある。
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第247図  第20号竪穴住居跡伴出遺物実測図

高杯形土器

14は屈曲部を有 しない形態が考えられる。

鉢形土器
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第248図 第20号竪穴住居跡伴出石器実測図 中央部に最大径0。 3cmの孔を有する。

25,26は支脚形土製品である。前者は筒状の低い器形が考えられる。

3。 石器 (第 248図 )

1は打製石庖丁であり,端部に扶 りを施す。

2, 3は無茎凹基式の石鏃であるが,特に後者の先端部を突出させる点が特徴である。

(22)第 21号竪穴住居跡 (S B321)

①遺構について (第249図 )

1。 位 置

ス 。セ35区界境に所在しており,埋没後に上位にS B 320が構築され, さらにはS D301が掘削

されたために,遺構の相当部分が破壊されている。しかも,確認面から床面最深部までの距離が

7 cmである点から,後世の掘削による遺構の破壊も著しいことが推測できよう。

2。 形態と規模

遺存する部位から推測される平面形態は整然とした方形であり,規模は長径547cm,短径477cm

を測る。

3.構 造

壁面は遺存状態が悪いが,北壁面が他の 3壁面に比して,緩い傾斜を有していることが判る。

炉跡は床面中央部に設けられており,長径155cm,短径100cm,最深部10cmの規模を有する遺構

である。掘削当初においては長楕円形に掘削することを意図していたと考えられるが,壁面の歪

曲が著しいために不定形な平面形態を呈する。北壁面直下の床面に少量の焼土の堆積を確認した。

壁溝を北壁面直下の床面において検出したが,S B 320の 掘削により大部分を失っている。この

ため全体の形態と規模は判然としない。

ところで,本住居跡内部において検出されたピットは12基を数えることができるが,いずれも

配置上の規則性を有しておらず,主柱穴としての性格を与えることの可能な遺構が存在しない。

15は半球形を呈する器形であり, 日縁端部を丸く成形する。16,17は 口径と器高が 2:1の比

率を示す形態の資料であり,いずれも不完全な平底を有する。18の胴部は直線的な形態であるた

めに容量が小さい。22は小型の器形である。23の

口縁部は内傾した後に端部を外反する。日縁部の

穿孔については蓋状の資料を有していたことが推

測できる。

皿型土器

19は内外面に指頭圧痕を残す粗製品である。

2。 土製品 (第 247図 24～ 26)

土製丸玉 (24)は長径2.5cm,厚 さ1.5cmで あり,
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この点についてはS B320, S D301の 掘削により既に滅失したと考えることが妥当であろうか。

そこでこの仮説に従 うならば, S B320, S D301の掘削深度が本住居跡の床面から共にマイナス

10cmで ある点から,主柱穴の深度は10cmを超えない規模であったことが推測できる。

なお床面のビットは炉跡の周囲に集合する状態が認められることから,炉に付設された施設の

可能性も考えられよう。

4。 遺物の遺存状況

遺構の遺存状態が著しく悪いために,採取された遺物は少量である。しかもいずれも遺構の埋

L=P′ 70空
A′

①褐灰色粘質土
②茶黒灰色粘質土

⑤茶黄灰色粘質土
⑥黄茶灰色粘質土

(下位に炭化物が薄く堆積、焼土を含む)  ①茶黄灰色粘質土
③黄褐灰色粘質土 ③黒灰色粘質土

(下位に炭化物が薄く堆積、焼土を含む)  ⑨暗灰色粘質土
④茶褐灰色砂質土

第249図 第21号竪穴住居跡実測図

0       1m
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没時に混入したと考えられる小破片であ

り,使用形態を止める遺物は出土していな

い。

炉跡に近接する北部の床面より土製丸玉

1点が出土している。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 250図 1, 2)

甕形土器

底部 1点が図化できたのみである。 1は

丸底気味の平底の形態である。

甑形土器

単孔式の器形であ り,焼成前に底面の中 0         1 0cln

央部が穿孔されている。
          第250図 第21号竪穴住居跡伴出遺物実測図

2。 土製品 (第 250図 3)

支脚形土製品 1点が出土している。 2本 の指状の突起を有する形態である。

(23)第 22号竪穴住居跡 (S B 322)

①遺構について (第251図 )

1。 位 置

セ35区の南西部に所在する。この位置は舌状の微高地の南縁辺部に相当し,本遺構以南の調査

区においては同時期の遺構密度は極端に低下する。

基盤層は黄褐色粘質土であ り,下位に遺構は存在 しない。

近接する住居跡 としては西方2.4mの地点にS B 323が検出されている。

2。 形態 と規模

平面形態は整然 とした隅丸長方形を呈してお り,長径351cm,短径276cm,深 さ18～ 23cmの 規模

を測る。

埋土は床面上面に暗灰色粘質土 と灰色粘質上の薄い堆積層が認められる以外は,大部分が暗灰

色粘質土の単一層序である。 したがって人為的に埋められたことあるいは洪水などの自然の営力

によって一時的に埋没 したことが要因として考えられる。ただし,埋土中に砂粒 と礫が存在 しな

い点から,前者の可能性が強い。

3。 構 造

炉跡は床面中央部に設けられている。長径46cm,短径37cm,最深部10cmの規模であり,平面形

態は不整円形を呈する。特に南壁面が被熱により硬化 している点を確認 している。

主柱穴は炉跡に近接 した東西床面において各 1基穿たれてお り,柱間の方向性は住居の長軸の
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0        1m
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第251図  第22号竪穴住居跡実測図

方向性に一致する。なおこの構造を有する住居跡 としては既に, S B311を 報告している。

床面に設けられたピットは,主柱穴の 2基を除いても,19基が存在する。 しかしながら,主柱

穴に比 して小規模である点と,規則的な配置にない点から,上部構造を伴っていた遺構 と考える

ことは困難である。各々の使途については全 く不明である。

壁溝は北 0南壁面の一部を除 く全壁面下において検出した。特に南・東壁面部分は壁面方向へ

深 く掘削しているために,オ ーバーハングの状態を呈する。

4。 遺物の遺存状況

床面 と埋土中から採取された遺物は土器片が主体である。 しかも遺存状態が極めて悪いことか

ら,当住居において使用されたと考えるよりはむしろ,埋没時に混入した可能性が強い。

特筆すべき遺物 としては遺構東部の床面から約 5 cm遊離した位置において管玉 1点が出土 して

いる。

②伴出遺物について (第252図 )

碧玉製の管玉である。全長2.lcm,最大幅0。 6cmを測 り,色調は濃緑色を呈する。

(24)第23号竪穴住居跡 (S B323)

①遺構について (第253図 )

1。 位 置

セ34区東部において検出した。

―
ｌ

ｍ
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本遺構の所在位置は黄褐色粘質土の堆積により形成された舌状の微高地の先端部に相当する。

したがってS B 325を除外すると,遺構の南・西方に集落の延長部分が存在しない点については上

記の地形的要因に起因しているものと考えられる。

近接する遺構としては掘立柱建物跡 (S B408)と 管玉を出土したS K420,焼土遺構 (S X319)

などを検出している。

2。 形態と規模

平面形態は整然とした長方形を呈し,規模は長径527cm,短径443cm,最深部36cmを測る。

ところで,本住居跡は埋没後に上位に新たな遺構が設けられていることが検出時および埋土の

土層序の観察時において判明した。その平面形態はほぼ円形であり,最大径362cm,最深部40cmの

規模を有する土坑状の遺構である。そして掘削位置が住居跡の中央部であることから,埋没途上

L=15′ 600m
_A′
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第253図  第23号竪穴住居跡実測図
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にあるS B 323の 存在を意識して穿たれたことは明らかであろう。

床面は中央部に最深部を有しており,壁面は緩く湾曲する形態であるために両者の変化点は明

瞭でない。ところが床面に柱穴,炉跡,貯蔵穴などの内部施設を伴わない点と床面が水平でない

点から当遺構については住居跡に代表される生活遺構としての性格を与えることはできないであ

ろう。また埋土中に包蔵される遺物は,高杯形土器の脚部が18点 出土しており,他の器種を圧倒

している。一方,普遍的な器種である壼 0甕形土器の包蔵量は稀少である。この点においても本

遺構が生活遺構でなかったという推測を裏付けることができると考えている。

なお当遺構とS B 323が有機的な関連性を有するか否かを明確にする資料は入手し得なかった。

また,本遺跡内の総ての竪穴住居跡の調査によっても本例に類する例は存在しない。したがって,

当遺構の性格については全く不明である。

S B 323の埋土は特に壁面部の堆積物中に焼土と炭化物および炭化木材を多く包蔵している。こ

の点については住居跡中央部の埋土が上位の土坑の掘削により失われていたことに起因すると考

えられる。

3。 構 造

炉跡は床面中央部に設けられている。長楕円形の平面形態を呈しており,長軸方向が住居跡の

長軸方向に平行する。規模は長径120cm,短径58cm,最 深部23cmを 測る。内部には炭化物が厚 く堆

積する。

主柱穴は炉跡の東西両端部に近接して穿たれることからそれらの方向性についても住居の長軸

の方向性に一致する。

以上の住居形態と炉跡形態の関連および主柱穴の掘削位置の問題についてはS B311と S B322

の構造上の特徴として報告した通 りである。

さらに全壁面直下の床面に壁溝が穿たれている。規模は最大幅 8 cm,最深部 2 cmである。

4。 遺物の遺存状況

壁面に近接する床面上に,炭化木材と焼土塊が多量に遺存していた。ただし前者については原

形を止める遺物は未確認であり, しかも損傷が著しいために採取するに至っていない。

床面の調査により採取したその他の遺物としては少量の土器片があるが,遺存状態の良好な遺

物は小型鉢形土器 1点である。

ところで,上位の土坑状遺構の埋土中に,土器片が多量に包蔵されていることを先に報告した

が, これらの遺物は全く原形に復することができない。すなわち,埋没時に既に他所において破

壊され,投棄されたと考えられる。

②伴出遺物について

1.土器 (第 254図 1～ 9)

壺形土器      ,
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0                 10Cm

第254図  第23号竪穴住居跡伴出遺物実測図

1は ラッパ状に広 く開口する器形が考えられる。 2は 口縁部の屈曲が鋭角的であ り,端部に横

位のナデ調整を施すことにより肥厚する。

甕形土器

3は く字形に外反する日縁部を有 し,最大径が胴部中位に位置する器形である。器壁が薄い点

を特徴 とする。 4の 口縁部は外反度が弱い。

高杯形土器

5は直線的な口縁部を有 してお り,屈 曲部の外面が突出する形態である。 6～ 8は脚部に屈曲

部を有する器形である。 6, 7の 端部は丸 く成形する。

鉢形土器

9の胴部は球形を呈し, 日縁部は直立気味に外反する。

2。 土製品 (第254図 10)

10については支脚形土製品の脚部 と考えられるが,上部形態は不明である。

3。 石器 (第 255図 )

砥石が 2点出土 している。 1は両側面 と他の広い 1面に, 2については両側面のみに長軸方向

の研磨の痕跡が認められる。

4

∪
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③上位土坑状遺構伴出遺物につい

て (第256図 )

壺形土器

2は小型品であり,肩の張る器形

である。日縁部についてはわずかに

外反する。

高杯形土器

3の杯部は屈曲部以上の部位の長

さが屈曲部以下の部位の長さに等し

い器形であり, 日縁部は直線的な形

態である。 4～ 6の脚部はいずれも

屈曲部を有する。

器台形土器

7は小型器台の脚部と考えられる

器形であり,端部が広 く拡がる。

0          5 cln

第255図 第23号竪穴住居跡伴出石器実測図

0                 10cm

第256図 第23号竪穴住居跡上位土坑状遺構伴 出遺物実測図
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(25)第 24号竪穴住居跡 (S B 324)

①遺構について (第257図 )

鰊贄―雷■_趾魏(…餐。

-第257図 第24号竪穴住居跡実測図

1.位 置

ス・セ34区画境に位置しており, S B323の 北西方 4mの距離である。床面の調査時にS K326

の東壁面を検出したことから,同遺構の埋没後に一部を破壊して構築されたことが判明した。

また遺構の所在地点においては,微高地の最上位に堆積する黄褐色粘質土が,北方に傾斜して

おり,その上位に砂質土壌が堆積する。本遺構はこの砂質土壌を基盤層として構築されている。

2。 形態と規模         ′

平面形態はほぼ正円形を呈しており,規模は長径655cm,短径616cm,深 さ10～ 1lcmを測る。

lm
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ない。

なお,本住居跡はベッド状遺構,壁溝,

ψ 3

0                 10cm

埋土は壁面に近接 した床面が住居跡中心部に先行して埋没 したことを示 している。

3。 構 造

主柱穴 と考えられるピットは,住居跡中央部に整然と正方形の配置に 4基穿たれている。特に

北西隅部の柱穴に柱痕が遺存 してお り,最大径が 8 cmで あることから,柱材の最大径についても

この規模を超えないことが判る。

炉跡は床面中央部に穿たれている。最大径64cm,最深部18cmを測る長楕円形の形態であるが,

床面の起伏が著 しい。

床面においては他にビット8基を検出することができた。 しかしながら,主柱穴に比すると小

規模であ り, しかも規則的に配置 されていない点から,上部構造を伴 う性格を与えることができ

貯蔵穴などの施設を伴わなかった。

4。 遺物の遺存状況

埋土および床面より出土 した遺物が稀少である

ことから,廃絶時に大部分が屋外へ搬出されたこ

とが推測できる。

②伴出遺物について (第258図 )

甕形土器

1は 口縁部の外反度が33く ,ほぼ直立する形態

である。端部を横位にナデることにより肥厚させ

第258図 第24号竪穴住居跡伴出遺物実測図 た後に端面に沈線 1条を施す。また, 日縁部外面

から胴部外面にかけてはタタキロ調整の痕跡が認められることから両部位が連続して製作された

こと力`半」る。

鉢形土器

2は平底を有する半球形の器形である。 4についても鉢形土器の器形が考えられるが,小型品

であり,底部がやや突出する。

(26)第25号竪穴住居跡 (S B 325)

①遺構について (第259図 )

1。 位 置

セ33区南中央部に所在 し,無遺物層である砂礫層を穿って構築されている。本遺構については

微高地上に営まれた竪穴住居跡群 とはやや距離を隔ててお り,周囲に同時期の居住遺構を伴わな

い点から,同一集落内に存在 していたと仮定するならば他の遺構 とはやや性格を異にするのでは

ないかと考えられる。

なお,本遺構の調査中は,絶えず湧水に悩まされたが, これは住居が機能 していた時期以降に
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地下水の流路が変化したためであろう。

2。 形態と規模

平面形態が不整円形である点については
, 遺構が砂礫層を基盤として構築されているために,
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第259図 第25号竪穴住居跡実測図
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整然とした円形に掘削することが困難であったことと,壁面が容易に崩壊したことが要因として

考えられよう。特に後者の要因により壁面は緩い傾斜面と化している。

規模は長径655cm,短径616cm,最深部43cmを 測る。

埋土は 2層 に大別することが可能である。共に小礫を多量に包蔵する砂質土であり, しかも一

時期に堆積した状況を示唆している点において,本遺構は発絶直後に洪水などの強大な営力によ

り埋没したことが推測できよう。

3。 構 造

主柱穴はPl～ 5の 5基あるいはP6を加えた 6基が壁面に平行して配列されている。円形の

平面形態を呈する竪穴住居跡において壁面に平行する主柱穴が確認できた例としては,既にSB

305,306の 2基を報告した。

なお壁面に近接する床面上においては他に 6基のビットを検出しており,形態と規模が主柱穴

のそれに酷似している。そこで, これらのビットについても上部構造を伴い,建て替えに用いら

れた可能性を考えてみたい。ただし遺物の遺存状態が悪いために,掘削の先後関係は明らかにで

きていない。

床面の中央部南寄 りの位置に炉が設けられている。平面形態は西半部が拡張する長楕円形を呈

0         1 0cln

第260図  第25号竪穴住居跡伴出遺物実測図
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し,長径132cm,短径77cmの規模を測る。平面規模に比して床面まで

の距離は極めて緩い傾斜を有している。

さらに北壁面に近接して長楕円形土坑 (長径90cm,短径46cm)を

検出したことから,貯蔵穴の可能性を考えたが,上面から床面まで

の距離が 8 cm前後と浅いために上記の仮説を否定した。また,埋土

中に内容物は遺存していなかった。

なお,ベ ッド状遺構,壁溝などの施設は全く存在しない。

4。 遺物の遺存状況

床面南西部において土器の小破片を採取した以外は,廃絶直前の

使用形態を止める遺物は出土していない。

また埋土中に包蔵されていた遺物については,土砂と伴に他所か

ら運搬された後に混入したものが大部分を占めると考えられる。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 260図 1～10)

甕形土器

0           5 cln

第261図 第25号竪穴住居
跡伴出石器実測図

1は く字形に外反する日縁部を有するが,端部は水平気味に開口してお り, さらに上端部が突

出して受け口状を呈する。 2の 口縁部は鋭角的に屈曲する形態であ り,直線的に開 口した後に端

部をわずかに肥厚する。 5の底面は小規模な平底であ り, 6は突出する形態である。

高杯形土器

7は直線的な口縁部を有 してお り,屈 曲部以下の部位の長 さを凌 ぐ器形であることが推測でき

る。

鉢形土器

3は外湾する口縁部を有 し,胴部最大径が口径を凌 ぐ器形である。

皿形土器

8は 1個の粘土塊を成形することにより製作されていることが判る。

器台形土器

10は 小型器台であるが,脚部を失っている。 11は厚い器壁を有するやや粗製の器形である。

2。 土製品 (第 260図 H,12)

12は支脚形土製品であ り,上端部に傾斜面を有する。

3。 石器 (第 261図 )

原形は方柱状の形態であると考えられるが,全面を使用 したために長軸方向の平滑面が 6面形

成されている。
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(27)第 26号竪穴住居跡 (S B 326)

①遺構について (第262図 )

1。 位 置

く

①
        )

第262図  第26号竪穴住居跡実測図

竪穴住居跡の南西壁面のみを検出した。遺存する部位から推察できる全体の平面形態は円形で

あり,ま た規模については径680cm程 度であることが復元できる。そして,最深部は25cmを 測る。

埋土は小礫を多量に包蔵する砂質± 1種類により構成されており,遺構が一時期に埋没したこ

とが半Jる。

3。 構 造

床面の大部分が現代の掘削により破壊されているために構造については不明な点が多い。検出

できた遺構は半存するピット1基 と土坑 1基に止まり,共に性格を明らかにする資料は伴ってい

ない。

4。 遺物の遺存状況

床面に遺存していた遺物は皆無である。また埋土中から出土した遺物は少量の小破片のみであ

り, これらについては遺構の埋没時に混入したと考えられる。
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シ38区南中央部に所在する。

この位置は調査区の東端部に相

当し, しかも上位に現代の家屋

が築造されていたために,遺存

状態は極めて悪化 している。

近接するS B301,303と の直

線距離は各々9.2m,lo。 6mを測

る。

2。 形態 と規模

0      1m

-

壺011遺

物 について (第263図 )

1は大型品であ り,広い端面を

造 出した後に 2条 の沈線を施文

し,さ らに円形浮文を貼付するこ

とにより加飾する。

甕形土器

2は 口縁端部を肥厚し,端面に

横位のナデ調整を施すことにより

凹面化する。 3の 口縁部は内面を

0                   :1

第263図  第26号竪穴住居跡伴出遺物実測図
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強く横位にナデることにより上端部が突出した形態を呈する。また口縁部が鋭角的に屈曲するた

めに肩の張る器形が考えられる。 4, 5は甕形土器の底部と考えられる資料であるが,丸底と平

底の形態が共存していることが判る。

高杯形土器

6の資料を高杯形土器の脚部と決定する根拠はないが,特に外面に縦位のヘラミガキ調整を施

すことにより丁寧に仕上げられている。

(28)第 27号竪穴住居跡 (S B327)

①遺構について (第 264図 )

1。 位 置

サ39区に所在しており,砂礫層を基盤として構築されている。この砂礫層は黄褐色粘質土とと

もに微高地を形成する土壌であるが,当該地区以北の調査区においては同層序上位の絶対高が低

下し,調査対象地区北端部に至って再度隆起する事実が本調査により判明した。したがって本住

居跡は微高地の北縁辺部を占地していることが判る。

隣接する竪穴住居跡としては南西方 9mの位置にS B328が所在する。

2.形態と規模

本遺構は埋没後に北東隅部がS D307に よって削除されている。また,砂礫層を穿って構築され

ているために,壁面の変形が著しい。したがって検出できた形態は構築当初の様相を止めない可

能性が強いことをあらかじめ述べておきたい。

平面形態は西壁面に比して東壁面が短いために不整な方形を呈しており,規模は長径562cm,短

径470cm,最深部58cmを 測る。また西壁面の傾斜が極めて緩い。

3。 構 造

床面中央部に不整円形の炉跡が設けられている。規模は長径85cm,短径78cm,最深部10cmで あ

る。内部には炭化物の厚い堆積層が認められ,ま た完形の鉢形土器 2点が遺存していた。この遺

物については使用形態を止めていると考えられよう。

床面においては 5基のビットを確認しているが,規則性が認められない。したがって主柱穴と

して機能した遺構を特定することが難しい。

ところで埋土の掘削途上に,西壁面に平行して基盤層が最大幅74cm,床面からの高さ20cmの 規

模で未掘削のまま残されている状態を確認している。上面がほぼ平坦な形態である点から,基盤

層を整形してペッド状遺構を構築したと考えられる。ただし調査において過度に掘削を行ったた

めに詳細なデータを入手し得なかった (埋土層序実測図によられたい。)。 また同遺構は北 0南 。

東壁面には設けられていない。

さらに本住居跡は壁溝を伴わない。この点については床面が砂礫層であることから,排水に適

した立地条件であることが要因であろうか。
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また床面に転落していた炭化木材は住居の壁面に平行する方向性を有している。ところが, こ

れらの遺物を屋根材と仮定するならば,焼失して転落した場合には,住居の中心部から放射状に

拡散した状態で検出される可能性が高いと考えられる。また柱材であるならば,整然と方形に倒

壊することはないであろう。したがって当資料は梁材であることと,焼失前においては壁面に平

行して方形に構築されていたことが推察できよう。これらの炭化物は一部を採取した後に洗浄し,

樹種の同定を行なった。その結果については本章第 2節において報告している。

4。 遺物の遺存状況

遺存状態の良好な遺物は,炉跡内部より出土した鉢形土器 2点以外に床面において鉢形土器 2

点を採取した。しかしながら,本遺構が不意の火災により焼失した事実を考慮するならば,住居

内に残されていた遺物量は稀少であると言えよう。

O TO?19

カクラン
③

③  l③
⑩ ⑥ l◎

0       :m

-

Li=Ю
′000m

第264図  第27号竪穴住居跡実測図
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第265図 第27号竪穴住居跡伴出遺物実測図

えられる。

本遺構の伴出遺物 として注 目したいの

は,東 0南壁面直下に遺存 していた総数 7

個の自然石塊である。いずれも人為的に加

工が施された痕跡は認められないが,何 ら

かの目的のために採集され, この位置に保

管されていたのではなかろうか。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 265図 1～14)

壺形土器

1はほぼ直立する形態であり,肩部の屈

曲部外面に刺突文を施す。

文
凩

――゙
⑮

|

第266図  第27号竪穴住居跡伴出石器実測図
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甕形土器

2, 3は 日縁部が外湾する器形であり, 日縁端部を上下に肥厚させる。 9,10は底面が突出す

る。

鉢形土器

11,12は 日径が器高を圧倒的に凌駕するために浅い形態である。14は半球形の胴部を有し,底

部が突出する。

2。 土製品 (第 265図 15,16)

15,16は支脚形土製品の脚部である。

3。 石器 (第 266図 )

1は小型の石皿と考えられる資料であり,上面が長楕円形に凹む形態である。しかしながら,使

用面の容積が小規模であるために,一時に加工することの可能な物質量は少なかったことが判る。

2は有茎凸基式の石鏃であるが,中茎の位置が明瞭ではないために幅広の柳葉形態を呈する。

また左右対称形に製作されていないことから,中茎は矢柄へ斜め方向に装着されたことが想定で

きる。

(29)第28号竪穴住居跡 (S B328)

①遺構について (第267図 )

1.位 置

シ38区北西隅部において検出した。

基盤は砂礫層である。隣接するS B329

との距離は1。 3mを測る。

2。 形態 と規模

後世の土地耕作により遺構の上位部

分が削取されており, しかも壁面の崩

壊が著 しいために不整な正方形の平面  A―

形態を呈する。また,遺存する規模は

長径362cm,短径360cm,最深部24cmを

測る。

埋土は小礫を含む単一の砂質土であ

ることから,人為的に埋められたこと,

あるいは洪水などによリー時期に埋没

したことが推測できよう。

3.構 造

床面において検出したピットは 6基

A―― L=16′ 302mA′

O      im    ①暗黒灰色砂質土

―第267図 第28号竪穴住居跡実測図
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|

である。特にP102は 柱間方向が

壁面の方向性に一致する点から主柱

穴の使途が考えられる。 しかしなが

ら西半部の 2基 (P3・ 4)につい

ては規則的な配置にないため,そ の

性格を有 していたか否かは判然 とし

ない。

床面中央部に長径80cm,短径48cm

の長楕円形の範囲に及ぶ炭化物の散

布が認められた。おそらく炉 として

使用された空間であろうが,床面を

穿って設けられた遺構ではない。

壁溝が北 。西壁面に近接する位置

に設けられてお り,最大幅16cm,最

深部 4 cmの 規模 を測 る。同遺構が

南 。東壁面に存在 しない要因として

は,床面が東部から西部へ緩 く傾斜

する点があげられよう。

4。 遺物の遺存状況

炉跡の北部 と床面の北西隅部に,

小型の鉢形土器が遺存 している。ま

た南壁面に近接する位置において支

遺構の廃絶時の使用形態を止めていると

:「

;;冨

]1ミ
そ
そ〔 5

0         1 ocln

第268図  第28号竪穴住居跡伴出遺物実測図

脚形土製品を採取 した。いずれも完存する遺物であ り,

判断した。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 268図 1～ 5)

壺形土器

1を壷形土器 と決定することは難 しいが,二重 口縁の器形であ り,屈 曲部が外方向へ突出する。

2については長頸の器形が想定できよう。

甕形土器

4の 口縁部は外湾する形態であ り,端部に横位のナデ調整を施すことにより端面を形成する。

鉢形土器

3は半球形の器形であ り, 日縁部が直立する。
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器台形土器

5は小型器台である。上部は浅い皿状の形態である。

2.土製品 (第 268図 6)

2本の指状の突起を有する支脚形土製品であり,脚部が小規模である。

(30)第 29号竪穴住居跡 (S B 329)

①遺構について (第269図 )

1。 位 置

シ38。 39区画境に所在するが,遺構の東半部は調査対象地区外に埋没するために調査不可能で

ある。

また,本遺構の埋没後に上位にS X308が掘削されたことにより北壁面が破壊され,埋土の大部

分が攪乱されている。

2.形態と規模

遺存する部位から原形を復元すると,円形の平面形態を有し,規模が最大径239cmを 測っていた

こと力`半」る。

最深部は57cmで ある。

3.構 造

西壁面に近接して壁溝が穿たれている。最大幅31cm,最深部 9 cmの 規模である。

床面に穿たれたピットは 1基であり, しかも住居の中心部に相当する位置において検出したこ

とから,本遺構は 1本の柱により上部構造を支えていたことが考えられ
‐
る。

‐

ベッド状遺構,炉跡は検出でき

なかった。

4。 遺物の遺存状況

本遺構の特徴の一つは床面に多

量の自然石 と土器片が遺存 してい

る点である。土器片については原

形に復することが不可能であるた

め,廃絶直前の時期に,他所にお  、

いて破壊された後に,遺構内に投

棄されたことが推測できる。

また床面中央部に炭化物の堆積

が認められているが,未確認部分

が大部分を占めるために,住居の

建築材の認定は不可能であった。

A一

0        1m

-
第269図  第29号竪穴住居跡実測図
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②伴出遺物について (第270図 )

壺形土器

1は 口縁端部に粘土紐を貼付することにより端面を上下に大きく肥厚する。 2, 3の 口縁部は

ラッパ状に開日して,端面を形成する。

甕形土器

4, 5, 8, 9は く字形に外反する日縁部を有する器形である。 6, 7の 口縁部はやや直立し

て内湾する形態であり,胴部は球形を呈する。

鉢形土器

10は 口縁端部を丸く成形する。底部は丸底の形態である。

∠ 生 壁 量 壁 li」 」 ilE」 ilill≧ l~~~~~―

 ‐
一

三 三 二 三 三 三 二 さ ゝ
|

0              10Cm
隋

―

第270図  第29号竪穴住居跡伴出遺物実測図
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第 5表 平塚地区堅穴住居跡一覧表 (2)

遺 構 名 称 略 称 位  置

規 模

形  態 主軸方位 挿図番号
長径 短径 深度

第 1号竪穴住居跡 S B301 シ37 22～ 34 円  形 第189～ 191図

第 2号竪穴住居跡 S B302
シ

ス
529 517 38～ 42 隅丸方形 N-9° 30′ ―W 第192,193図

第 3号竪穴住居跡 S B303 ス37 13～ 26 不整円形 第194,195図

第 4号竪穴住居跡 S B304 ス37 3～ 14 不整隅丸方形 N-18° 30′ ―W 第196図

第 5号竪穴住居跡 S B305 ス37 686 7～ 13 円  形 第197～ 202図

第 6号竪穴住居跡 S B306 ス36 12～ 16 円  形 第203～ 206図

第 7号竪穴住居跡 S B 307 ス36 24～ 27 円  形 第207～ 209図

第 8号竪穴住居跡 S B308 ス37 31～ 38 隅丸方形 N-11° 一E 第210～ 213図

第 9号竪穴住居跡 S B309 ス36037 7～ 10 円  形 第214～ 217図

第10号竪穴住居跡 S B310 ス36 42～ 46 隅丸方形 N-15° ―W 第218～ 220図

第11号竪穴住居跡 S B311 ス36 366 15～ 26 隅丸長方形 N-25° ―W 第221,222図

第12号竪穴住居跡 S B312
ス35036
セ35036 不整円形 第223,224図

第13号竪穴住居跡 S B313 セ35 不整円形 第225～ 227図

第14号竪穴住居跡 S B314 シ35 25～ 30 隅丸長方形 N-5°―W 第228～ 230図

第15号竪穴住居跡 S B315 ス35 20～ 25 隅丸長方形 N-15° 30′ ―E 第231～ 233図

第16号竪穴住居跡 S B316 ス35 20～ 27 方 形? 第234～ 236図

第17号竪穴住居跡 S B317 ス35 不整方形 N-20° 一W 第234,237,238図

第18号竪穴住居跡 S B318 ス34035 H～ 18 隅丸長方形 N-38° 一W 第239～ 242図

第19号竪穴住居跡 S B319 ス35 3～ 6 隅丸長方形 N-12° ―E 第243,244図

第20号竪穴住居跡 S B320 ス35 495 方  形 N-15° 30′ ―W 第245～ 248図

第21号竪穴住居跡 S B321 ス35 547 477 隅丸方形 N-22° 30′ ―W 第249,250図

第22号竪穴住居跡 S B322 セ35 276 18～ 23 隅丸長方形 N-10° ―W 第251,252図

第23号竪穴住居跡 S B323 式
`34

527 隅丸長方形 N― S 第253～ 256図

第24号竪穴住居跡 S B324 7. +34 549 10～ H 円  形 第257,258図

第25号竪穴住居跡 S B325 セ33 655 616 不整円形 第259～ 261図

第26号竪穴住居跡 S B326 シ38 円 形 ? 第262,263図

第27号竪穴住居跡 S B327 う卜39 562 42～ 58 不整方形 N-16° 30′ ―W 第264～ 266図

第28号竪穴住居跡 S B 328 シ38 隅丸方形 N-18° 30′ ―W 第267,268図

第29号堅穴住居跡 S B329 シ38・ 39 239 40～ 57 円 形 ? 負雪269,2701図

規模 :単位cm
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2 掘立柱建物跡

第31号掘立柱建物跡 (S B412)

①遺構について (第271図 )

ス35区北端部に所在しており,

S D301の 掘削により遺構の北

半部を失っている。 しかしなが

らS D301北 岸に本遺構の延長

部分を検 出す ることがで きな

かったことから,旧状において

は規模 と構造は梁間 1間 (330

cm),桁行 2間 (344cm)で あっ

たことが半」る。

なお柱材は直径15cmの丸材 と

推定できる。

②伴出遺物について (第272

図)

上面が傾斜する形態の支脚形土製品 1点が

あるが,器高が低いために煮沸容器の底部と

地表面との間隙を拡げることは難しかったこ

とが考えられる。

― ― 隋 ― 一 ◎ ―
|

L=15′ 600■
A′

第271図 第31号掘立柱建物跡実測図
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3 壺棺墓

(1)分布状態 (第 273図 )

平塚地区において確認された埋葬遺構 としては壷形土器を転用 した土器棺墓が 2基あるが
,

各々の構築時期については大概的には集落の存続時期に合致する。 しかしながら,集落跡から隔

絶 した位置 (コ 38039区)に所在する事実から墓地 として分離された空間が存在 していたことが

推測できる。

第273図 平塚地区壺棺墓分布図

第 6表 平塚地区壺棺墓一覧表

遺構名称 略  称 位  置

土 坑 規 模

土坑形態 主軸方位 挿図番号
長径 短径 深度

第 1号壼棺墓 S T301 コ38039 円  形 不   明 第274:275図

第 2号壼棺墓 S T302 コ38 16.5 円  形 不   明 第2761277図

土坑規模 :単位cm
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(2)第 1号壺棺墓 (S丁 301)

①遺構について (第274図 )

コ39ポ イントの南方12.4mの 地点において基盤層を形成する砂礫層を穿って構築されている。

既に棺蓋は完全に失われており,棺身についても一部が遺存するのみである。

土坑の平面形態はほぼ円形であり,長径72cm,短径68cm,最深部14cmを測る。

棺身と床面の間隙に石塊が遺存するのを確認したが, これらについては棺身を固定する使途を

有することが考えられる。

なお,遺体は遺存しておらず,ま た土坑および棺身の埋土中に副葬品の埋納はみられない。

②伴出遺物について (第275図 )

第275図 は棺身として転用されていた壷形土器であるが,頸部以上の部位を失っている。この点

については埋葬時において人為的に破壊されたことが考えられる。

―
A′

=15′ 600 m A′
A一

0                 1m

第274図  第 1号壺棺墓実測図

①暗青灰色砂質土
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第275図  第 1号壺棺墓伴出遺物実測図

餘
多

第276図 第 2号壺棺墓伴出遺物実測図
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本資料は下胴部が直線的に収東する形態であるために肩が張る器形である。

(3)第 2号壺棺墓 (S丁 302)

①遺構について (第277図 )

S T301の南西方3.8mに所在し,砂礫層を基盤とする。

検出した土坑は,整然とした円形の平面形態に穿たれており,規模は長径74cm,短径70cm,最

深部16.5cmで ある。

後世の掘削により棺蓋と棺身の一部が破壊されているために原形を復元することは難しい。

副葬遺物は採取されておらず,遺体についても全く遺存していない。

A一一―

②伴出遺物について(第276

図)

本資料について もS T301

同様,頸部以上の部位を人為

的に破壊 したことが推測でき

る。

やや長胴を呈する器形であ

る。

=16′ 600m A′

①暗青灰色砂質土

0                 1m

第277図 第 2号壺棺墓実測図
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4 土 坑

(1)分布状態 (第 278図 )

総数11基の土坑の所在位置は集落の範囲内に完全に包括されていることが判る。個々の形態あ

るいは規模から斉一性を認めることは難 しいが,位置関係により5群に大別することが可能であ

34    35    36    37    38    39    40

第278図  平塚地区土坑群分布図(2)

第 7表 平塚地区土坑一覧表(21

遺構名称 略 称 位 置
規 模

形  態 主軸方位 挿 図 番 号
長径 短径 深度

第 4号土坑 S K304 シ37 長楕円形 N-30° ―E 第279～ 281図

第 6号土坑 S K306 シ37 6～ 10 隅丸方形 第282図

第 9号土坑 S K309 ス36 隅丸長方形 N「 82° 30′ ―E 第284図

第11号土坑 S K311 ス36 16～ 24 不整円形 N-58° ―W 第282図

第13号土坑 S K313 ス36 長楕円形 N-62・ 30′ ―E 第284図

第14号土坑 S K314 ス36 長楕円形 N-2° 30′ ―E 第284図

第16号土坑 S K316 ス37 隅丸長方形 N-40° ―W 第282図

第25号土坑 S K325 ス35 16～ 23 円  形 第283図

第26号土坑 S K326 セ34 37～ 55 隅丸長方形 N― S 第285～ 287図

第120号 土坑 S K420 t434 2～ 7 不整長楕円形 N-82° 30′ ―E 第285,288,289図

第121号 土坑 S K421 セ34 17～ 22 不整長楕円形 N-38° 30′ ―W 第285図

規模 :単位cm

―-265-―



る。なお土坑群の呼称方法については混乱を避けるために弥生時代前期の土坑群からの連続番号

を用いることにする。

(2)第 31土坑群 (第 279図 )

第 4号土坑 (S K 304)

①遺構について

シ37区 に所在し, S K303の 南方約1.8mに位置す

る。長径76cm,短径45cmを 測る長楕円形の平面形態

であり,主軸方位は真北から約30° 東偏する。床面ま

での深さは18cmと 浅いが,南端部床面に径28cmの

ビット状の最深部を有する。このビット状遺構の使

途を明らかにする資料は全く遺存していない。

②伴出遺物について

1.土器 (第 280図 )

十
シ37

Ａ

一

Ａ

一

ン

、
/(1〔

:;)〕
K304

0         1 ocln

第280図 第 4号土坑伴出遺物実
測図

甕形土器

1は 口縁端部を垂直に立上げた複合 口縁の形態であ

り,外面に凹線文を 3条施す。

その他の器種

2は壼形土器を模 したと考えられる小型品である。

L=15′ 000m

0                    4m

第279図 第31土坑群実測図

―く,そミζ―
―

0            5 cln

第281図 第 4号土坑伴出石器実測図

2。 石器 (第 281図 )

無茎凹基式の石鏃が 1点出土 している。

(3)第 32土坑群 (第 282図 )

第 6号土坑 (S K 306)

シ37区に所在 し, S X303の 西方に隣接する。埋没後に上位に S X317が構築されたために西半

部は破壊が著 しく,ま た東壁面についても検出が不可能であった。 しかしながら,遺存する部位
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一L〓 17′ 000m
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L=16′ 000m

B ｒ
一

S K316

Ｃ

一

Ｃ

一

＋

薦

L=16′ 000m
C

sil鱒ぐ́
から旧状は西壁面が外湾する方形の平面形態を有していたことが判る。推定される規模は長径171

cm,短径128cm,深 さ6～ 10cmで ある。

第H号土坑 (S K 311)

ス36037区 画境に位置するS B 305が埋没した後にその西壁を破壊して設けられている。平面形

態は不整形な円形を呈し,ま た床面の形状は東部から西部にかけて緩 く傾斜する。

第16号土坑 (S K 316)

ス37区北端部において検出した。S X303が埋没した後に,西壁を破壊して穿たれている。真北

から40°西偏した主軸方位を有する長楕円形の平面形態を呈し,長径84cm,短径78cm,最 深部13cm

の規模を測る。床面は北部ほど深い形態であり,南部から北部にかけて傾斜する。

(4)第33土坑群 (第 284図 )

第 9号土坑 (S K 309)

ス36区北端部において検出した。 S B306の北方0。 4mの距離に隣接して設けられている。調査

の際の過度の掘削により遺構の東辺部を削取したために全容は詳かではない。遺存する規模は長

径145cm,短径103cm,深 さ10cmを測 り,主軸方位は真北から82° 30′東偏していると考えられる。ま

た遺構の平面形態は北辺部がやや外部に張 り出すものの,ほぼ隅丸長方形を呈する。

沐

0                     4m

第32土坑群実測図
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第13号土坑 (S K 313)

ス36区北端部に所在し,S K309の 西方2.2mに位置する。遺構は主軸が真北から62・ 30′東偏する

方向性を有し,長楕円形の平面形態であるが,北東壁面の外部への張 り出しが鋭いため不整形な

形態となる。床面は壁面直下から中央部にかけて緩 く傾斜した後,中央部に最深部を有する。最

深部の床面からの深さは約30cmで ある。さらに本遺構の特徴としては床面の長軸方向の両端部に

各々 1基のビットを有する点がある。上部構造を伴 うことも考えられるが,その使途を明らかに

する遺物は存しない。また埋土の状態から一時に埋没したことが判る。

第14号土坑 (S K 314)

ス36区 において,S B 307の 西方に近接して

位置する。主軸が真北から2° 30′東偏する方向

性を有する長楕円形の平面形態を呈し,長径

86cm,短径48cmの 規模を測る。とりわけ床面

までの距離は最大 5 cmと 浅い構造である。

(5)第34土坑群 (第283図 )

第25号土坑 (S K 325)

ス35区東部においてS B319の東方0。 4mの

位置に検出した。やや東西方向に拡張される

が,ほぼ円形の平面形態を呈 してお り,径

126～ 144cm,深 さ20cm前 後の規模である。内

部には黒灰色の粘質土が一様に充填されてお

り,遺構の性格を決定する遺物は採取されて

いない。また本遺構に伴 うと考えられる遺構

も周辺には確認できない。

(6)第35土坑群 (第 285図 )

第26号土坑 (S K 326)

①遺構について (第286図)                   A.

＋

郡

Ａ

一

セ34区北端部に位置し,S B 324の 構築によ

り東部壁面の上位が一部破壊されている。平

面形態は,ほぼ南北方向に主軸を有する隅丸

長方形を呈し,長径282cm,短径188cm,深 さ

37～ 55cmの 規模である。壁面は東部ほど垂直

気味に掘削される。

S K325

0                    4m

第283図 第34土坑群実測図
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第284図 第33土坑群実測図

0                     4m
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第285図  第35土坑群実測図
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埋土は壁面直下の部位を除いて,ほぼ水平に堆積していることが判ったが, とりわけ下位の層

序中に炭化した有機物の混入が認められ

た。ただし,資料が極めて微細なため,採

集することは断念せざるを得なかった。

②伴出遺物について (第287図 )

甕形土器

口縁部は外面に胴部から連続するタタキ

目調整の痕跡が観察できることから,いわ

ゆる日縁部叩き出しの技法により成形され

O          10cln
0            1m

第 286図  第 26号土坑埋 土層序 実測図

第287図

たことが判る。胴部最大径が口径を凌駕する器形が考えられよう。

第120号土坑 (S K420)

①遺構について

S X319の東方0。 16mに所在する。不整

長楕円形の平面形態を呈し,規模は長径

162cm,短径82cm,深 さ2～ 7 cmを 測る。

②伴出遺物について (第288,289図 )

L=15′ 400m
⑤ ① ⑭

①費灰色粘質土
②灰色砂質土
③灰色砂質土
④灰白色砂質土
⑤黒灰色粘質土
⑥黒色粘質土

(有機物多く含む)

①黒灰色粘質土

③灰色粘質土
③黄灰色粘質土

⑩黒灰色粘質土
①灰色砂質土
⑫黒褐色砂質土
⑬黒褐色粘質土
⑭黒褐色粘質土
⑮褐色砂質土
⑩黒灰色砂質土
〇黄褐色砂質土
⑩黄灰色砂質土

(土 器片多 く含 む)

図浪実物遺

卿
◎
□

土ｏ万
２ ６第

0                5 cln

第289図  第 120号土坑伴出
管玉実測図

第289図 は碧玉製の管玉である。色調は自色を帯びた淡緑色を呈する。

第121号土坑 (S K421)

セ34区 に所在し, S B323 0 324に隣接する。平面形態は西壁面の中央部が外部に突出するため

に不整な長楕円形を呈しており,規模は長径218cm,短径112cm,深 さ17～ 22cmを 測る。

0         :OCln

第288図 第 120号土坑
伴出遺物実測図
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5 溝状遺構

(1)分布状態

埋没時期が明らかな遺構には S D04,05,307,308が あるが,前 2者については検出位置が同

時期の集落域から隔絶していることが判る。一方 S D307は集落域の東部を限る位置に構築されて

お り,微高地の東北縁辺部を廻流 していたことが推測できる。

(2)第 30号溝状遺構 (S D04)伴 出遺物について

1。 土器 (第 290図 1～31)

壺形土器               ・

1の 日縁部は外湾度が弱 く,端部のみを水平方向にわずかに外反する。 2は外傾する頸部 と端

部が垂下 した口縁部を有する器形である。 3, 4は頸部が内傾する形態であ り, 日縁部は水平方

向に屈曲して開 口する。 5～ 7の 日縁部は端部を肥厚 して端面を形成する。 8は複合 口縁の器形

であるが,上端部の突出は小規模である。

甕形土器

9は最大径に比 して器高が低い扁平な小型の器形である。 10～ 18は く字形に外反する日縁部を

有するが,12～ 15についてのみ口縁部が緩 く外湾する形態を呈する。 19～ 22は複合 口縁部を有す

る資料である。

高杯形土器

27が図化できた。脚端部が屈曲して広 く開 く器形である。

鉢形土器

28は 口径が器高を圧倒的に凌 ぐために浅い器形である。29は大型品であることが考えられる。

日縁部はく字形に外反 した後に端面を形成する。

その他の器種

30は脚台状を呈する資料であるが,上部の形態は全 く不明である。

31は小形の鉢形の器形である。底部に焼成前に穿たれた孔 1個が存在することから甑形土器に

類する使途を考えることができようが,容量が小さい点を課題 としておきたい。

2。 土製品 (第 290図 32)

完存する支脚形土製品が 1点出土している。

(3)第 31号溝状遺構 (S D05)伴 出遺物について

1.土器 (第 291図 1～23)

壺形土器

1, 2は外傾する頸部 と水平方向に屈曲する口縁部を有する器形であ り,端部を横位にナデる

ことにより上あるいは下端部を突出させる。 3は加飾することを意図して口縁端部を広 く肥厚す

る。 4～ 6は ラッパ状に広 く開口する口縁部を有する。
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第290図 第30号溝状遺構伴出遺物実測図
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甕形土器

7～ 9の複合口縁の器形であり,上端部が内傾する。11～ 13の 口縁部はく字形に屈曲する形態

であり,直線的に開口する。14の 口縁部は端部を上下に肥厚することにより端面を拡大する。

高杯形土器

脚部 (23)は端部が水平気味に開く形態である。

鉢形土器

19は半球形の胴部を有し, 日縁部がわずかに外反する。20は容量の小さい器形である。

甑形土器

18は尖底を呈する単孔式の資料であり穿孔が焼成前に行われたことが判る。

その他の器種

21は脚台状を呈する器形である。

2.土製品 (第 291図 24～ 30)

25,26は脚状を呈する資料であるが,あ るいは支脚形土製品の突起として復原することも可能

であろう。

27～ 29の 支脚形土製品は上部に傾斜面を有する形態である。なお,24についても支脚形土製品

の一部であり,原形は 2本 の指状の突起を有していたことが推測できる。

30は網漁に用いられたと考えられる管状土錘であり,重さ29.3gを量る。捕獲の対象となった

魚類の遺体は伴出していないが,素材の面において礫,岩が多量に存在する内水面,あ るいは内

湾部における漁扮活動には適さないことが考えられる。すなわち外洋性の魚類 (例 えばマダイな

ど)の捕獲を目的として用いられたことが推測できよう。

(4)第 7号溝状遺構 (S D307)

①遺構について (第292図 )

サ38039区 において北西流する遺構である。検出し得た規模は総延長1720cm,最 大幅116cm,最

深部32cmを 測る。 S B327の壁面を破壊して穿たれていることから両者の先後関係は明瞭である

が,伴出した遺物については明確な時期差を見出すことが困難である。したがって本遺構はSB

327の埋没後,近接した時間内に設けられたことが判る。

ところで埋土中には相当量の遺物が包蔵されており, しかも原形に復することが可能な遺物を

含む事実により, 日常生活において生じた廃棄物の集積のために転用されたことが考えられる。

しかしながら食物残滓などの有機物を採取することはできなかった。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 294～296図 38～48)

壺形土器

1～ 3は 内傾 または外反す る短 い頸部を有する器形であ り, 日縁部の器壁が厚い点が特徴で
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ある。 4～ 7はほぼ直立する長い頸部と水平気味に開口する日縁部を有しており, 8～ 10に つい

てもこれらに類する器形であることが考えられる。いずれも口縁端部は上下に肥厚する形態であ

るが, とりわけ 6に広い端面が造出されている。11は頸部から口縁部にかけて緩く外反するため

に変化点が不明瞭である。しかしながら,基本的には 1～ 3と 同一の系譜にあると考えている。

甕形土器

12～ 21は く字形に外湾する日縁部を有する器形であり,小規模な端面を形成する。また胴部に

ついては25の 形態が考えられる。22,23の 口縁端部は上下に肥厚することにより,広い端面を有

する。24は 口縁上端部が突出し,肩部が内湾する。

鉢形土器

39は深い器形であり,底部が平底を呈する。40,41は胴部最大径が口径を凌ぐ形態の大型品で

ある。42～ 45は 口径と器高の比率が 1:2を示す形態の資料であるが,特に42～ 44の 底部外面を

ヘラ削り調整によって成形する点が特徴である。46は完全な平底を有する。47の 胴部は半球状の

形態であり, く字形に外反する日縁部を有する。48は 口径が器高を圧倒的に凌駕する浅い皿状の

器形である。

器台形土器

38は小型器台の脚台と考えられる資料であり,内湾した後に端部が広 く拡がる形態である。

2。 土製品 (第 296図 49,50)

支脚形土製品 2点が出土しているが,いずれも上端部を水平に成形した後に端部に刻目を施す。

ところで, これらの資料は上面が水平であることから単品で使用されたことが考えられよう。す

なわち器台形土器 と共通する使用形態であることが判る。

3。 石器 (第 293図 )

1, 2の 石鏃は無茎凹基式の資料である。

石錐 (3)はつまみ部に細かい剥離調整を施さない。 NE- Jcm

第293図 第 7号溝状遺構伴出石器実測図

蒻
“

Ａ

一

Ａ

一
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 ヽ                                9

0                 10Cm

第294図 第 7号溝状遺構伴出遺物実測図(|)
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20

0                 10Cm

第295図 第 7号溝状遺構伴出遺物実測図(2)
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`

―-281-―



0                 10Cm

号溝状遺構伴出遺物実測図(3)
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0                 10cm  2

第297図 第 8号 溝状遺構伴出遺物実測図

(5)第 8号溝状遺構 (S D308)伴 出遺物について

(第 297図 )

甕形土器

2は く字形に外反する日縁部を有 してお り,端部

は丸 く成形する。
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6 不明遺構

(1)第 1号竪穴住居跡状遺構 (S X 301)

①遺構について (第299図 )

シ37区 に所在しており, S B301の 北方1.6mに位置する。

遺構の北半部は現用水路および市道下に埋没しているために

調査不可能であった。

検出できた 2壁面部がほぼ直角に交差しており, しかも急

傾斜を呈することから竪穴住居跡の一部に相当することが考

えられるが,床面は比高差 4～ 9 cmに より南部から北部へ緩

0                 10cm ~

第298図

構葎出逼励羹衝昌跡状遺

2

く傾斜する形態であるために居住遺構と断定することは性急過ぎることも事実である。

床面の施設としてはピット1基 (長径50cm O短径31cm e深 さ9 cm)を 有するのみであり,炉跡。

ベッド状遺構 0壁溝などは存在しない。

②伴出遺物について (第298図 )

高杯形土器

＼
θ́

①暗灰茶褐色土(′Jヽ礫を含む)

②暗灰褐色土 (  〃  )

第299図 第 1号竪穴住居跡状遺構実測図

θ
＼ /｀

L=15′ 500m
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1の杯部は屈曲部を有しない形態であり,

(2)第 2号竪穴住居跡状遺構 (S X 303)

①遺構について (第300図 )

シ・ス36区画境において検出した。整然と

した隅丸長方形の平面形態を呈し,長径376

cm,短径314cm,最深部29cmの 規模を有する。

床面はほぼ水平に掘削されており,南半部の

中央部と東南隅部にピットが穿たれている。

各々の規模は最大径 8 cm,深 さ30cmと 最大径

10cm,深 さ5 cmである。ところが,床面の施

設としてはこの 2基のビット以外には存在し

ないことから本遺構が上部構造を伴っていた

ことを推測することは難しい。

②伴出遺物について

1.土器 (第 302図 )

壺形土器

1は外傾する頸部を有 し, 日縁部が広 く開

口する器形である。 日縁端部は下端部をやや

突出させる。

鉢形土器

2は屈曲部以下が外方向に広 く開く。

A―一

Ｔ
。
Ｎ

‐４
月
†
＋
‐

L=15′ 60咀
A′

Å
|

骰

―

~ 2

o           5cln

第 301図 第 2号竪穴住居跡状

遺構伴出石器実測図

0       1m

-第300図  第 2号竪穴住居跡状遺構実測図

2

0         1 ocln

第302図  第 2号竪穴住居跡状遺構伴出遺物実測図
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2の 口縁部はく字形に外反した後に,端部に横位のナデ調整を施すことにより端面を形成する。

2。 石器 (第 301図 )

無茎凹基式の石鏃が 2点出土

しているが,いずれも基部の扶

りが浅い形態である。



(3)第 3号竪穴住居跡状遺構 (S X 304)(第 303図 )

ス36区南部において S B309 0 310 0 311の 中間部に位置する。

竪穴住居跡に類似した構造を有する遺構であるが,西・南壁面は既に失われており,床面の最

深部については確認面からわずかに1lcm掘 削した時点で検出できた。

遺存する北・東壁面の形態は直線的であり,ほぼ直角に交差することから原形が整然とした方

形の平面形態を呈していたことは容易に推測することができる。

遺構の中心部に相当すると考えられる位置が最大幅124cm,深 さ3～ 1lcmの規模で不定形に掘削

されているために各壁面下にはベッド状遺構が造出される。しかしながら,上面幅は10～ 92cmと

一定しない。したがって,同遺構については意図的に構築されたと考えることは難しいであろう。

最終床面にはピット8基が穿たれており,床面の生活空間としての有効面積は極小さいもので

ある。これらのビットの配置は中心部に集中する傾向が認められるものの,規則性が存在しない。

なお,炉跡を検出することはできなかった。

ア・7V.

≠

L=15′ 800m

ヽ
ｍ

Ｅ
ｏ
ｏ
∞
、
２

＝

Ｊ

ヽ
∞

〆
一

Ａ
一

①黄掲灰色砂質土   ④黄茶灰色砂質土
②褐灰色砂質土    ⑤淡黄茶灰色砂質土
③褐灰色粘質土    ⑥灰色粘質土

0       1m

-第303図  第 3号竪穴住居跡状遺構実測図

(4)第 4号竪穴住居跡状遺構 (S X 305)

①遺構について (第304図 )

セ36ポ イントの東方3.9mの地点において検出した竪穴住居跡に類似する遺構である。埋没後 ,

上位にS B312が構築されたために西壁面および床面西部の一部を失っている。

平面形態は不整方形を呈し,長径401cm,短径382cm,深 さ14cmの規模を測る。さらに,東壁面
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外部に長径198cm,短径97cmの長方形の拡張部を有しており,最終床面に比すると7～ 1lcm高 い。

床面の構造における第一の特徴は南端部に最大幅92cm,高 さ4～ 7 cmの 平坦部分が設けられて

いる点である。前述の拡張部と連続することによリベッド状遺構を形成していたことを考えるこ

とができよう。

次に最終床面の中央部に長径80cm,短径43cm,最深部33cmの土坑が穿たれている。埋土中には

多量の炭化物を包蔵しており,遺構周辺部においても焼土塊の彩しい散布がみられたことから炉

跡として用いられたことは疑 う余地はない。

A    L
8渠優詈|:冒圭蹟花傷翻 量に含む) 8喜椙優詈鵞醤里粘質土

8椙優詈模漫;鵜嘗圭           8腹蜃雹線嘗圭1倍懸|

0       1m

-第304図 第 4号竪穴住居跡状遺構実測図

さらに,炉跡の東西に存在するピット2基が主柱穴と考えられるが, こ

の構造は S B311 0 322・ 323に共通する。

ヽ
ｍ

Ｅ
ｏ
ｏ
ｏ
、
２

＝

コ

◎

　

〇

〇
、

○．
　

。

〇．

。

り

。
②伴出遺物について

1。 土器 (第 305図 )

壺形土器
0          1 ocln

0            5 cln

第306図  第 5号竪
穴住居跡状
遺構伴出石 :

器実測図

ラッパ状に広 く開口する形態である。 第305図  第 4号竪穴住居跡状
遺構伴出遺物実測図

2.石器 (第 306図 )

、
∞

ノ
／
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石錐 1点を図化した。先端部に比してつまみ部が大きい形態であり,つまみ部の上端部につい

ては調整を施さない。

(5)第 5号竪穴住居跡状遺構 (S X 306)

①遺構について (第 307図 )

セ34区北西隅部に位置しており,S B324と の距離は3.2mを測る。

平面形態については特に南壁面の屈曲が著しいもののほぼ隅丸長方形を呈 していることが判

る。規模は長径453cm,短径331  ア.″

cm,深 さ20～ 35cmで ある。

床面の施設 としては11基 の

ビットが検出できたが ,こ の う

ち 7基は最大径1lcm以下 ,深 さ

1lcm以下 と小規模であ り,使途

を判断する資料が伴出していな

い。一方 ,他の 4基についても

規則的に配置されていないため

に上部構造を伴っていたことを

想定することは難 しく,む しろ,

床面中央部 と南壁面直下におい

て検出した遺構の埋土中に炭化

物が混入している事実が確認で

きたことにより炉跡あるいは炭

化物の廃棄坑 として用いられた

ことが考えられる。

本遺構の性格 としては上部構

造を伴っていたことを推測する

施設が検出されていない点と床

面にベ ッド状遺構・壁溝・貯蔵

穴などの遺構を有 しなしヽ点から

竪穴住居跡 とは明らかに異なっ

ている。

②伴出遺物について (第 308図 )

甕形土器

1の 口縁部は直線的に開口し,

Ａ
一

L=15′ 500m

A′

-第307図  第 5号竪穴住居跡状遺構実測図

6

0                 10cm

第308図  第 5号竪穴住居跡状遺構伴出遺物実測図

肩の張る胴部形態である。 2は く字形に外反する長い口縁部を
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有する器形である。 3, 4は 口縁端部

を直立させることにより複合口縁を形

成する。さらに口縁部外面には細筋の

凹線文を施文する点が特徴としてあげ

られよう。 5は脚台部を有する器形で

ある。

(6)第 6号竪穴住居跡状遺構 (SX

308)          ひ

①遺構について (第309図 )

A―

シ39区に所在するが,遺構の東半部

は調査対象地区外に埋没しているため

に調査不可能である。したがって全容

については知 り得ないが,隅丸方形の

平面形態を有する遺構であることが想定でき

る。しかも壁面が垂直気味に穿たれており,

床面が傾斜しない点において竪穴住居跡の形

態に共通する要素を内在していると考えられ

る。

しかしながら床面の施設としては北西隅部

においてのみであり,主柱穴・炉跡・壁溝・

ベッド状遺構などは伴っていない。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 310図 1, 2)

甕形土器

1は く字形に外反する日縁部を有する器形

である。 2の底面は円盤状に突出する。

2.土製品 (第 310図 3)

3は支脚形土製品である。上面が傾斜する

形態であり,胴部は背部から前部へ緩く湾曲

する。

(7)第 7号竪穴住居跡状遺構 (S X 309)

①遺構について (第311図 )

0       1m

-
第309図  第 6号竪穴住居跡状遺構実測図

L=15′ 30堕
A′

0         1 0cln

第310図 第 6号竪穴住居跡状遺構伴出遺物実測図

S X308に隣接して所在しており,遺構の大部分が調査対象地区外に埋没しているものと考えら

供 ヽ

父
)ご
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第311図 第 7号竪穴住居跡状遺構実測図

れる。

遺構の平面形態については隅

丸方形の形態が推測できるが
,

検出できた部位が極 く一部分で

あるために情報量に乏しいこと

は事実である。測量可能な規模

は,長径456cm,短径178cm,深

さ24～ 31cmで ある。

床面北西隅部にはピット1基

が穿たれており,柱痕 (最大径

19cm)が遺存していたことから

上部構造を伴っていたことが考えられる。したがって,竪穴住居跡に類

0       1m

-

1 0clnす る遺構である可能性を有する。0

②伴出遺物について

第312図  第 7号竪穴
1.土器 (第 312図 )住居跡状遺構

伴出遺物実測
図

0

0            5 cln

第313図 第 7号竪
穴住居跡状
遺構伴出石
器実測図

皿形土器

1個の粘土塊から成形した粗製品である。

2。 石器 (第 313図 )

石錐を 1点図化した。つまみ部と先端部の変化点が不明瞭な形態であ

り,つまみ部の側縁部の一部についても細かい剥離調整を施すことによ

り鋭いエッジを造出している。

(8)集石土坑 (S X 302)

①遺構について (第 314図 )

シ36・ 37区画境に位置しており,南半部を S D301の掘削により失って

いる。本遺構は自然石を集積した上部構造と土坑による下部構造により

構成される。そこで,ま ず前者について記述する。長径124cm,短径72cmの長楕円形の範囲に板状

の自然円礫が集積されている。石材の規模は最大径25cmを 測るが,構築部位による石材の規模に

差異が認められず,し かも規則的な配置にないことから,構築に際しては板状の石材を用いた以

外の企画性は想定できない。次に下部構造としては,上位の石材を除去した後に土坑を検出した。

最大径150cmの不整円形の平面形態を呈し,壁面が緩く傾斜する。床面の東部にピット状を呈する

最深部が存在しており,石材の上位からの深さは22cmを 測る。

ところで,本遺構の性格について断定できる資料は遺存しないが,埋葬施設様の遺構と考える

ことが可能であろう。すなわち下部構造の土坑が埋葬主体部に相当し,石材は蓋石あるいは標石
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①淡黒兼褐色砂費土
②貴茶褐色砂質土

第314図 集石土坑実測図

として用いられたことが推察できる。なお,埋土上位より出土した複数の石材については遺体の

腐食後に沈下したことが考えられよう。

②伴出遺物について (第315図 )

壺形土器

0           :m
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戸下く4～貶/

1は大型品である。日縁

部はラッパ状に広 く開口し

た後,端部に横位のナデ調

整を施すことにより断面三

角形に成形する。

甕形土器

2～ 4は く字形に外湾す

る日縁部を有する器形であ

り,いずれも端面を造出す

る。 7については胴部最大

径が口径を凌駕する形態で

あり, 日縁部は緩く外湾す

る。

鉢形土器

8の 口縁部はわずかに外

反する。

(9)井戸状遺構 (S X310)

①遺構について(第 317図 )

ス34区 において S B318
8

0      10cm           の西方5。 6mの位置に検出

した。この位置は集落の西
第315図 集石土坑伴出遺物実測図

         縁辺部に該当する。上面の

形態は不整な円形を呈しており,長径275cm,短径228cmの 規模を測る。また,遺構上面から最深

部までは206cmである。

ところで,本遺構の性格については,特に深い形態である点から,井戸様の施設と考えられる

が,水量の増大を祈念する行為 ,あるいは廃絶時の呪術的な行為に伴って使用される遺物が全く

出土していない事実から積極的な裏付けを行うことはできない。

②伴出遺物について (第316図 )

甕形土器

1, 2は く字形に外反する口縁部を有する。前者が外湾する形態であるのに対 して, 2は直線

的に開 口する。

(10)土坑状遺構 (S X 329)

①遺構について
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イ
0                 10cm

第316図 井戸状遺構伴出遺物実測図

セ33・ 34区画境において検出した。長楕円形の平

面形態を呈し,長径206cm,短径107cm,最深部50cm

の規模を有する。壁面の傾斜は急であり,床面はほ

ぼ水平に掘削されている。本遺構の特徴は床面に22

基の小規模なピット (最大径 6～ 32cm)を有する点

である。これらの配置については南半部の密度が高

い点のみを指摘することが可能であるが,規則性を

認めることはできない。したがって上部構造の有無

などの使途の問題については解決に至っていない。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 318図 1～ 5)

壺形土器

1は 口縁上端部が突出する形態であ り,水平方向

に開口する器形が想定できる。

甕形土器

2, 3は く字形に外反する日縁部を有 し,胴部最

大径が口径を凌 ぐ器形である。 口縁端部の形態につ

いては後者が肥厚 して端面を形成する。

2。 土製品 (第 318図 6)

6は上部に 2本の突起を有する支脚形土製品であ

る。

①黄褐色砂質土     ⑥青灰色シルト質粘土
②暗茶褐色弱粘質砂質土 ⑦灰自色砂質粘土
③黄灰色弱粘質砂質土  ③灰白色粘土
④黄灰色弱粘質砂質土  ⑨黄灰色粗砂
⑤灰自色シルト質粘土  ⑩灰褐色礫混粗砂

井戸状遺構埋土層序実測図

0       1m

-

第317図

＼ ビ Ⅵ ビ

第318図 土坑状遺構伴出遺物実測図
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(H)自 然流路 (S X 307)

①遺構について

サ40区 において西流した後にサ40ポ イント付近から北流する流路である。遺存状態が悪いため

に検出した規模は最大幅496cm,最深部31cmを 測るに止まっており,本調査区内においてその全

容を確認することは不可能であった。

なお,遺構は集落が構成された微高地形の縁辺部を廻流したことが判る。

遺物は特にサ40ポ イント周辺の屈曲部分において良好に遺存していた (第319図 )。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 320,321図22)

壺形土器

1の 口縁部は直立する形態であり,器壁が厚い点が特徴である。また日縁部外面には装飾を目

的とした突帯を貼付する。 2, 3は肩部以上の部位が大きく外湾する器形である。 4は複合口縁

部を有しており,屈 曲部が突出する。 5, 6は 日縁端部を広 く肥厚した後にヘラ描鋸歯文を施す

ことにより加飾する。 8, 9は外傾する頸部と水平気味に広 く開口する日縁部を有する器形であ

る。さらに口縁端部は横位のナデ調整を施すことにより上端部が突出する形態である。

甕形土器

10は上胴部外面から口縁部外面にかけて連続するタタキロ調整の痕跡が認められることから,

日縁部が「叩き出し」の技法により成形されたことが判る。胴部形態は長胴を呈し,底部は不明

瞭な平底の形態である。11,13,14は 口縁端部をやや肥厚させて端面を造出する。15については

最大径が胴部中位に位置するために球形の胴部形態である。
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第 321図  自然流路伴出遺物実測図(2)

高杯形土器

19は脚部中位に屈曲部を有する形態であ り,端部ほど器壁を薄 く成形する。

鉢形土器

20は直線的な胴部を有する小型品である。21は 口径が胴部最大径を凌駕する。

甑形土器

17,18は単孔式の器形であ り,後者については尖底を呈することが考えられる。

器台形土器

22は小型器台の脚部 と考えられる器形である。

2。 土製品 (第 321図 23～ 30)

23～ 27は上部の形態が判然 としない。28,29は上面に傾斜面を有する器形であ り,30について
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は指状の突起を 2本有することが想定できる。

(12)土器列

①検出状況

ケ38039, コ37038区 において南西から北東の方向性を有する列状の土器群を検出した。遺物

の遺存状態は良好であるが,遺構に伴わないことから人為的に放置されたものか,あ るいは自然

堆積によるものかは判然としない。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 322,323図 12～25)

壺形土器

1は直立する頸部 とラッパ状に開口する日縁部を有するが,両部位の変化点は明瞭ではない。

胴部については肩の張る形態であ り,最大径が器高を凌駕する。 2～ 6の頸部は内傾,あるいは

外反する形態であ り, 日縁部が水平方向に開口する。さらに口縁端部に横位のナデ調整を施すこ

とにより,上下端部をやや突出させる。また 5, 6の胴部は 1に酷似 した形態である。

甕形土器

7～ 11,15～ 17は 口縁部が く字形に外反する形態である。7の胴部はやや肩が張る形態であ り,

底部は平底を呈する。12～ 14は 口縁部内面 と端面を強 くナデることにより上端部を突出させる点

が特徴である。また肩部が内湾する形態であ り,器壁が薄 く仕上げられている。

高杯形土器

18は脚部に屈曲部を有 しない形態である。

鉢形土器

19～ 22は容量の大きい器形であ り, 日縁部が く字形に外反 した後に端面を造出する。

甑形土器

23,24は尖底を呈する。いずれも焼成前に穿孔されている。

その他の器種

25は歪曲の著 しい器形であ り,固定することが難 しい。あるいは小型の甕形土器であろうか。

2.土製品 (第 323図 26,27)

26,27は支脚形土製品であるが,26は器壁が厚 く成形 されてお り,上面が傾斜する器形である。

27は筒状を呈 し,上端部はほとんど傾斜 しない。

(13)土器群

①検出状況

シ36区において第 3層および第 4層 に包蔵される土器群を検出した。遺構に伴わない事実によ

り自然堆積したことが考えられるが,遺物の遺存状態は良好である。

②第3層包蔵遺物について
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1。 土器 (第 324,325図26～42,44～ 50)

壺形土器

1～ 3は 口縁端部を上下に肥厚することにより,端面を広 く拡大する。 4, 5の 口縁部は直立

する形態であり,6についても直立気味に外反する。7～ 10は複合口縁部を有する器形であるが
,

とりわけ 9,10の 口縁部が長 く外反する。11～ 13の 口縁部はラッパ状に開口した後に端面を形成

する形態である。16は 日縁端部を水平に開口した後に端部をやや肥厚させている。

甕形土器

18～ 32の 回縁部はく字形に外反する形態であり,30,32については球形の胴部を有する。底部

(35)は丸底を呈する器形である。

高杯形土器

40が杯部との接合部から緩カープを描いて脚端部に至る器形であるのに対して,41は脚端部が

屈曲して水平方向に開く。また,42は脚端部の径が器高を圧倒的に凌ぐ形態である。

鉢形土器

44は 円筒形の胴部を有することが考えられる。45は浅い器形である。

甑形土器

46は鉢形を呈するために容量が小さい。47～ 49は尖底の形態であり,いずれも焼成前の穿孔を

有する。

その他の器種

38,39は甕形土器を模倣して製作されたと考えられる小型品である。50の上部形態は全く不明

である。

2.土製品 (第 325図 43,326図 )

43は装飾性の豊かな紡錘車である。表・裏面に同心円状の刺突文を施し,側面を刺突文と円周

に平行および直交する沈線文で加飾する。重さは34.9gでぁる。

51～ 57は支脚形土製品である。51,52が 2本の指状の突起を有する器形であり,53,57は上面

が傾斜する形態である。また54,56についても53,57に類する上部形態が考えられることから同

形態の資料は器高の高低差により2種 に大別することができる。なお55は上端部が水平に成形さ

れた器形であることが考えられる。

③第4層包蔵遺物について

1.土器 (第 327～330図 79～88)

壺形土器

1, 2は器壁が厚い資料であ り,大型の原形が推測できる。 3～ 8は ラッパ状に開口する長い

口縁部を有 し,端部に小規模な端面を造出する。 9,10は複合 口縁部を有する器形であ り,端部

はほぼ垂直に立ち上がる。 11～ 17の 口縁部は短 く外反 した後に端面を形成する。18,19も 複合口
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第331図  シ36区第 4層土器群遺物実測図(5)

縁部を有するが,端部が内傾する形態である。20～ 24は加飾する目的により口縁端部を大きく肥

厚する。25～ 29の複合口縁部は端部が長く外反する形態であり,屈 曲部がわずかに突出する。

甕形土器

33～ 35の 口縁部は外反度が弱い。36～ 44は 口縁部がく字形に外反するために内面に明瞭な稜線

が形成される。ところが,45,46については口縁部は緩く外湾する形態である。47は 日縁端部が

内傾する。48,51は 口縁部の内外面に強い横位のナデ調整を施すことにより,端部を肥厚させる。

さらに器壁を薄く仕上げる点が特徴である。49,50は水平気味に開口する短い口縁部を有する器

形である。52,53の 口縁端部は内傾して立ち上がる。底部は平底 (58～ 66)の形態が主であるが,

不完全な平底 (67)と 底面が突出する資料 (68～ 70,73,74)カ ミ混在している。

高杯形土器

79,80の杯部は屈曲部以上の部位の長さと屈曲部以下の部位の長さがほぼ等しい器形であり,

屈曲部が突出する。脚部 (79,81,83)は 中位において屈曲した後に端部が広 く開く。

鉢形土器

|
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84は水平方向に開口する日縁部を有する。85の 口縁部は直立気味に外反する形態である。

皿形土器

86は器高の高い鉢形を呈する。87は小型粗製品である。

甑形土器

75は尖底,76～ 78が丸底の器形である。総て焼成前に穿孔されていることが判る。

その他の器種

88は注目状を呈する遺物であり, 1個の粘土塊を成形して製作されている。

2。 土製品 (第 330図 89～96,331図 )

支脚形土製品が14点出土しているがこれらは以下の 3種類と大別することが可能である。89,

90,92は筒状の器形であり,上端部が水平に成形される。91,93～ 96は上面が傾斜する形態であ

る。97～ 100については 2本 の指状の突起を有する。
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第 5節 江戸時代の遺構と遺物

1 調査の経緯と成果

(1)調査の経緯

ここでは,一の谷遺跡群平塚地区で検出した近世遺構について報告する。以降,一の谷遺跡群

近世遺構と称する。

一の谷遺跡群近世遺構は,昭和61年 4月 24日 からの刈田郡条里遺跡 (後に一の谷遺跡群に名称

変更)Ⅵ区調査によって検出されたものである。

この近世遺構が検出されたⅥ区の南西部に位置する約1077m2の地域は,本調査に先立つ昭和60

年 8月 に実施された予備調査においては,雑草繁茂の状態等の理由で立ち入りができず,従って

トレンチ調査を実施することもできなかった。しかし,その地域の水路をはさんで西側の区域に

おいては,予備調査の結果,耕作土直下ですぐに砂礫が検出され尚且つ,遺構の状態も希薄だっ

たことから, この近世遺構が検出された区域においても同様に,遺構は希薄であろうとの予測の

もとに本調査に入った。

しかし,そ の予測に反して当該区域からは,ま ず第一遺構面として近世遺構が,第二遺構面と

して弥生時代後期末～古墳時代初頭頃の遺構が,第二遺構面として弥生時代前期の遺構面が検出

されるという複合遺跡の様相を呈し,調査日程や遺構面の関係などから非常に多忙で困難な発掘

調査を強いられた。特に複雑に切 り合 う近世遺構の発掘調査は,当初予想だにしなかったという

困惑などから非常に手間取 り,完全にその調査を終えたのは,昭和61年 7月 18日 のことであった。

なお,グ リッドの設定にあたっては,他の調査区域と同様に20× 20mを一調査区とし,東西に

カタカナのアイウエオ…を,南北にアラビア数字を順番につけて,そのグリッドの北西隅の記号

をその各調査区の名称とした。コ39,サ40,シ 38な どのように呼ぶ。

また各グリッドの主軸は,国土座標により真北から振 り出している。

(2)調査の成果

この一の谷遺跡群近世遺構の発掘調査の成果としては,ま ず香川県においては初の本格的な遺

構 (掘立柱建物)を伴 う近世期の遺跡であるということがあげられよう。

善通寺市の乾遺 跡・上一坊遺 跡・永井遺 跡,高松市高松城東ノ丸 跡などにつづく近世遺構の

発掘調査であるが, この時期の屋敷構えの全貌が推定できるものとして, この一の谷遺跡群近世

遺構は注目に値するものといえよう。時期は,ほぼ18世紀～19世紀 (江戸時代中葉～明治時代初

頭)頃 と考えられる。その時期における地方農村における人びとの生活を考える貴重な資料であ

る。

なお,本稿執筆中に丸亀市三条黒嶋遺跡・郡家大林上遺跡・郡家田代遺跡などからも近世遺構

が検出された。今後の報 告が期待されるところである。
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2 近世遺構の歴史地理環境

本近世遺構が立地する自然地理環境については他章に譲るとして, ここでは近世遺構が存続し

ていたと考えられる近世から近代初頭頃の歴史的環境を中心に簡潔にみていくこととする。

(1)現在の字切 り図から

今回の通称平塚地区の調査によって検出されたこの近世遺構が立地するのは,観音寺市本大町

である。しかし,ち ょうど本大町・同市中田井町・同市古川町が境を分かつ地点にあたる。

正確には, この遺構は,本大町の江藤道西という字に属する訳であるが,本大町は市道吉岡 0

江藤線から北側にあたり,そ の市道沿線北側にはその江藤道西の集落が現在も存している。

また,本近世遺構の西横を通る用水路 (現北東用水路と仮称する)を境にしてその西側は,本

大町本村西上という字となり,今回検出のこの近世遺構が,本大町字江藤道西の最西端にあたり,

本遺構は,現在存続中の江藤道西の集落の最西端部分を構成していたのではないかと考えられる。

(2)明治時代

この観音寺市本大町 0古川町・中田井町は,明治時代初頭においてはその行政的帰属が複雑に

変わった場所である。特に本遺構が存する旧本大村は古川 。中田井の両村と同様に財田川の南に

位置しながら,近世を通じて一村のみ三野郡に属していたという特異性をもっている。それが
,

近代初頭の町村合併によって財田川以北の三野郡各村と袂を分かち,古川・中田井両村と合併し

一の谷村に,そ して観音寺市へ統合されてきたわけである。それらの経過を概観すると次のよう

にな る。

①第一次香川県 (明治4～ 6年) 本大村 :三野郡

中田井村・古川村 :豊田郡

②名東県    (明治6～ 8年) 本大村 :三野郡

中田井村・古川村 :豊田郡

③第二次香川県 (明治8～ 9年) 本大村 :三野郡

中田井村 0古川村 :豊田郡

④愛媛県    (明治9～ 21年) 本大村 :三野郡

中田井村・古川村 :豊田郡

⑤第二次香川県 (明治21～ 現在) 一の谷村として合併 :豊田郡

(本大村 0中 田井村・古川村 0吉 岡村)

(昭和31年 ) 合併して観音寺市となる

繰 り返し問題を整理するならば,つまり明治初年から同21年 までは,現市道吉岡・江藤線を境

にして北側の本大村は,三野郡本山郷に属し,南側の中田井村 0古川村は豊田郡山本郷に属して

おり完全に郷・郡を異にしていたのである。それは,明治になってはじまったことではなく,江

戸時代は勿論のこと,古代の郡境 (三野郡と刈田郡 <豊田郡の前身>)も この現市道吉岡・江藤
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線であったと考えられており,改めて本近世遺構が,財田川の南に位置しながらも北の三野郡本

山郷に属していたことを特に強調しておきたい。

つまり,そ の遺構が機能していた時代においての社会関係 。対他村の関係を考えていくうえで

は,単に物理的な距離の遠近でのみ,それらを理解していくのは危険であるということを指摘し

ておきたい。本遺構の発掘調査とは直接係わ りを持たないが,今後その成果を地域史の中に位置

付け,そ の社会の状況を有機的に類推していくうえで留意しなければならない点であると考える。

(3)江戸時代末

江戸時代末に記された『西讃府志』(18580安 政 5)にあらわれる本大村についてみてみると,

本之大村

東西十町,南北二十一町,丸亀ヲ去ルコト五里,東上高野,南大野,中 田井,西古川,乾吉

岡,北寺家等ノ諸村二隣レリ,村高五百六十八石一斗四升五勺,

(田 畝)六十九町二畝一歩 内十四町八段五畝六歩畑,三町七段四畝八歩屋敷

(租税)米三百十四石四斗五勺,大麦六石八斗七升七合,小麦二石二斗九升二合,大豆三石七

斗二升二合

(戸 口)戸百六十五 日九百十九 男四百八十五 女四百三十四

(畜産)牛七十四 馬七

(神祠)若宮祠 森安ニアリ,御所権現 本村ニアリ
,

津之峰祠 権現祠 二祠共二四足ニアリ,

荒神祠 四足,下所,本村等ノ三虎ニアリ,

祗園祠 江頭ニアリ,

(佛寺)薬師堂二 四足,本村ノニ虎ニアリ,

阿弥陀堂 四足ニアリ,観音堂 江頭ニアリ,毘沙門堂 本村ニアリ,

(山林)林 七段四畝 居林

一一 (中略)一一

(小地名)四足 下虎 江頭 本村 夫婦木 以上五

などが,書かれている。本近世遺構に直接関係のある本大村の中の字 (集落)である江藤道西と

いう地名やその集落がどのくらいの規模であったかについては不明であるが,江藤が江頭と記さ

れていることがわかる。
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3。 調査の記録

(1)調査の経過

昭和61年 (1986年 )

4.7 Ⅵ区,草刈り・杭打ち・ ロープ張 り 0

レベル設定

4.8 Ⅵ区,表土lllぎ

4.9 Ⅵ区,表土剥ぎ

4.16 作業員23名 就労開始

4.18 プレハブ建設完了

4.23 発掘資財等搬入

4.24 コ39・400サ 39・ 40グ リッド設定,畦切

り

コ40,第 1・ 2層一部掘 り下げ (土坑

状の落ち込み, ピット確認)

プレハブ電話 0ガス取 り付け

4。 25 コ40,第 2・ 3層掘 り下げ, 4層上面

精査 (土坑 70ピ ット数穴検出 :近世

までさかのぼる遺物は認められない)

サ40,第 1層掘 り下げ

4.30 コ40,第 4層上面精査終了 0遺構精査

(土坑 9等検出 :近世遺物確認)

コ39,第 2層掘 り下げ

サ40,第 203層掘 り下げ (精査直前)

5.1 サ40,第 3層掘 り下げ,第 4層上面精

査(土坑 8等検出 1焼けた瓦・木材等確

認)

コ39,第 2層掘 り下げ

……雨天がつづく……

5.6～ 5.24 西岡技師,奈良国立文化財研究

所へ研修のため出張

5。 7 コ39,第 3層掘 り下げ

サ40,遺構精査

コ40・ サ40,平面実測

5.8 コ400サ40,写真撮影

土坑セクション実測

コ39,第 3層掘 り下げ

サ39,第 2層掘 り下げ

5。 9 サ39,第 2層掘 り下げ

5。 12 サ39,第 2層掘 り下げ

5。 13 サ39,第 2層掘 り下げ

(平板 )

・ レベル注記・

5。 15 サ39,精査・遺構精査開始 (掘立柱建

物間 2間 ×4間,1棟・土坑多数検出)

5。 16

5.19

5。 20

5.22

5。 23

5。 26

コ39,南西隅一部掘 り下げ

サ39,精査・遺構精査

サ39,遺構精査

V区,草刈り

サ39,遺構精査

サ39,遺構精査・全景写真撮影

コ39,遺構精査

コ39,遺構精査

サ39,遺構 (土坑等)個別写真撮影,

平面実測開始 (1/20)

サ380シ 38039, グリッド設定・畦切

り

馬淵調査員退職

5。 27 サ380シ 38039,第 2・ 3層掘 り下げ

コ39,全景写真撮影

サ39,平面実測 (1/20)

5。 28 サ380シ 38039,遺構精査

サ39,平面実測 (1/20)

コ400サ 40,遺構内セクションベル ト除

去

5。 30 サ38,全景写真撮影

シ38039,全景写真撮影

サ39,平面実測 (1/20)

5.31 コ39,平面実測 (平板)

シ38039,平面実測 (平板)

サ39,平面実測 (1/20)

6.2 コ39040,遺構内セクションベル ト除

去

サ39, レベル注記

サ38,平面実測 (1/20)

コ39,大甕取り上げ

サ38,平面実測 (1/200平 板)

サ39, レベル注記 0土坑セクション実

沢J

6.4 サ38・ サ390シ 38039, レベル注記

6.3
/

/

(精査直前)
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6.10 サ39,遺構内セクションベル ト除去,

遺物取 り上げ

シ38・ 39,遺構内セクションベル ト除

去,遺物取 り上げ

サ38,掘 り残し部分精査

6.11 サ39,大甕他,遺物取 り上げ

サ38,掘 り残し部分の遺構精査, トレ

ンチ調査 (井戸 0石組遺構確認)

シ38039,掘 り残し部分の遺構精査

6.12 サ38,井戸精査途中,セ クション実測・

写真撮影

6.13 サ38,井戸精査・写真撮影

サ38,石組遺構精査,洗い場状遺構と

して確認,写真撮影

6.16 サ38,井戸精査

6.20 サ39,掘 り残し部分の遺構精査

シ38・ 39・ サ38,全景写真撮影

6.24 サ39,掘 り残し部分の遺構精査

シ380390サ 38,平面実測 (1/20)

6。 25 サ39,掘 り残し部分の遺構精査

シ38039・ サ38,平面実測 (1/20)

6.26 サ39,掘 り残し部分の遺構精査。写真撮

影

シ38・ 390サ38,平面実測 (1/20)

6.27 サ39,掘 り残し部分の遺構平面実測

サ38,平面実測 (1/20)

6.30 サ38,洗い場状遺構平面実測 。石組側

面実測 (1/20)

7.2 サ38,洗い場状遺構平面実測 (1/20)

7.11 サ39,掘 り残し部分の遺構平面実測 0

レベル注記

サ38,井戸平面実測 (1/20)

7.14 サ39,掘 り残し部分の遺構セクション

ベル ト除去

7.18 サ38,洗い場状遺構石組側面実測 (1/

20)

……近世遺構調査終了……。

12.17 コ36,現市道吉岡 。江藤線の トレンチ

掘削 (近世以降の溝状遺構等確認)

土層断面実測

(2)土層序

ここでは,本遺構に見られる土層序について概観し,本近世遺構が機能していた段階での土地

利用状況並びに廃絶以後の土地利用の状況について考えてみることとする。

本遺構に見られる基本層序は,第 1層が耕作土,第 2層・第 3層 は基本的に同一層であり,俗

にいう床土と呼ばれるものである。第 2層 は明褐黄色砂質土,第 3層 は明白黄色砂質土である。

第 2層が,第 3層 に比べて褐色 (赤色)を呈しているように識別できたのは,水田利用により床

土上部に酸化した鉄分の沈着が激しかったためかもしれない。第 4層 は暗灰色砂質土層である。

この土層は,弥生時代後期末から古墳時代にかけての遺物包含層である。

以上に記したものが本遺構に関連する基本的な土層序であるが,そ の細かな在 り方はその時期,

その時期の土地利用状況を反映してその部分部分によって異なるようである。

例えば,第 384図 を参照していただきたい。これは,観音寺市税務課固定資産係に保管されてい

た明治23年頃に調製されたと考えられる公正図である。図中右下に見られる「千九十四ノー」番

地,地 目が田の土地と「千九十三」番地,地 目が田の土地,同 じく「千九十一」番地,地 目が田

の土地, これら三ヶ所の土地が今回のこの近世遺構調査地域となるわけである。

特に本近世遺構の中心をなすのが「千九十三」番地の田であり,遺構の項で詳述するが, この

田を囲むように溝が検出され,その中に掘立柱建物や土坑群が見られるわけである。この「千九
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十三」番地の土層序を見てみると,第 1層耕作土→第 2層 (明褐黄色砂質土)床土→第 4層 (暗

灰色砂質土)弥生・古墳時代遺物包含層となっており,第 4層上面より近世遺構が刻まれていた。

この番地の床土は概して薄く,他の番地,特に「千九十一」番地の厚さと好対照を呈した。田と

して利用されてからそんなに時間が経っていないことを示すのだろうれ それは言い過ぎとして

も,「千九十一」番地の田と比べて明らかに水はけがよい (水の落ちが早いといったほうがいいか

もしれない)。 つまり田としてはあまりよくなかったのではなかろうかと考えられる。

また,同 じ「千九十三」番地の田の西 (図中の下の方)か ら「千九十四ノー」番地の田にかけ

ては,第 1層耕作土→第 2層 (明褐黄色砂質土)床土→第 5層砂礫 (いわゆる地山)と なってお

り,床土については「千九十三」番地の田より薄く,ま た部分的にはそれが見られないところも

あり,ま た地山が砂礫となっており,「千九十三」番地の田より尚いっそう田としては不適だった

のではないかと考えられる。この「千九十三」番地の田の西から「千九十四ノー」番地の田にか

けては地山 (砂礫)上面より近世遺構が刻まれていた。

「千九十一」番地の田についてはどうかというと,同 じく後述の遺構の項で述べるが, この地

域には,遺構は希薄であり,その多くの遺構が生活そのものに関連する構築遺構ではなく,上述

の「千九十三」番地の田に近世期に存した遺構が廃絶された後に,その廃材や廃棄された陶磁器

類を整理したときに形成された可能性の強い遺構又は,「千九十三」番地の田に近世期に存した遺

構が機能していた段階においてその生活廃棄物 (生 ゴミ・廃棄陶磁器など)を埋める目的で形成

された遺構といった傾向が見られる。この「千九十一」番地の田の土層は,概して第 1層耕作土

→第 2層 (明褐黄色砂質土)床土→第 3層 (明 白黄色砂質土)床土→第 4層 (暗灰色砂質土層)

弥生・古墳時代遺物包含層であった。しかし,細かくは第 2層・第 3層 の床上の重なり方や厚さ

などに微妙な違いが見られた。この床土の堆積状況の違いは,遺構配置図で示すならば, コ39の

S Kl12と S Kl13の間から現地割 りに直交しながら東へ伸び, S Kl190S K120と S Kl18の間を

境にしながら尚も東上しコ40の S K1210 S K122の 南側を通 り越したところで,今度は南に折れ,

サ40の S K223の東側を通 り,S K220の 西側を通 り,S K224の 東側を至るラインを境に顕著に認

められる。これらの床土堆積状況の違いを示す境界ラインは,第384図の公正図中の「千九十一」

番地に見られる点線の表示ラインとはぼ同じ線を描くことがわかる。この公正図中の点線は,地

番上は「千九十一」番地と一筆となっているものの,その土地利用にあたっては三筆となってい

たことを示しているのである。この土地利用状況の差異が,床土堆積状況の差異として現われて

いること力ヽ bか った。

また, この「千九十一」番地の遺構は,第 2層上面から刻まれているものと,第 3層上面 (床

土中位)よ り刻まれている遺構に大別できた。第 4層上面より刻まれた遺構は検出できなかった。

これは,「千九十三」番地を中心とした本近世遺構が機能していた段階において既に,「千九十一」

番地は田として機能していた可能性を物語っているものといえよう。そして,その段階で「千九
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十三」番地の田に営まれた遺構は,既に上述の公正図内点線ラインを意識した位置に存している

ことから,「千九十三」番地の近世遺構が機能していた段階において,「千九十一」番地は三筆に

分けられて土地利用されていたのではないかと推定される。ただ,その「千九十一」番地に営ま

れた遺構が既に推定したように,「千九十三」番地の近世遺構に生活していた人が形成したものな

のか,それとも全く関わ りを持たない第三者が形成したものなのかは不明である。

ここでは,紙面等の都合から詳しい土層図を示さなかったが,近世遺構を対象としている関係

から,明治中期に作製された公正図と土層図をもとにして,明治中期頃の調査対象地域の土地利

用状況,並びに近世期の土地利用状況の推定を試みた。

ここで改めて記しておきたいのは
,

① 明治23年頃調製の公正図においては,本近世遺構の地目は田であること。

② 本近世遺構の中心は,公正図中の「千九十三」番地であったこと。

③ 「千九十三」番地の近世遺構が機能していた段階において,「千九十一」番地は既に田として

利用され尚かつ,三筆に分けられて土地利用されていた可能性が強いこと。

④ 「千九十一」番地の近世遺構は,耕作土直下 (第 2層上面)と床土中位 (第 3層上面)か ら

刻まれていること。

⑤ 「千九十三」番地及び「千九十四ノー」番地の遺構は,第 4層上面又は第 5層上面より刻ま

れており,その段階において既に「千九十一」番地では,第 3層が形成され,床土中位の遺構

が刻まれる可能性が強いこと。

などである。いずれにせよ,今後近世遺構を調査対象にする場合には,床土の細かい堆積状況に

ついても関心を払っていく必要があろう。

本近世遺構をめぐる当該地域の土地利用の変遷については,考察に譲ることとする。

(3)遺 構

一の谷遺跡群平塚地区より検出した遺構は,建物遺構・ ピット群 。土坑 0溝状遺構 。井戸・洗

い場遺構・不明遺構などからなる。

これらの遺構のほとんどは,出土遺物や掘 り込み面 (層位)な どから,近世中期から後期を中

心とした時期から近代初頭にかけての時期のものと考えられる。

またこれらの遺構は土層序の項で述べたとおり,床土直下または床土中位より掘 り込まれてい

ることから,後世 (近代以降)の 田地経営により,その上部を削平されている可能性が強い。

遺構出土の遺物については,その都度触れることにするが,総じて18世紀から19世紀にかけて

生産されたと考えられる染付磁器 0陶器・橋鉢・土師質土器 。焙烙・瓦・鉄製品などが出土した。

①建物遺構・ピット群

調査区の全体にわたって,多数のビットを検出したが,そのほとんどは, S D101～ S D 120の

溝状遺構によって囲まれた区域 (サ 39グ リッド)に集中している。
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検出したピットのほとんどは,ほぼ円形を呈するもので径約 7～ 25cmの ものである。

埋土は黄色砂質土・褐色砂質土・灰色砂質土等のものがあるが,建物遺構となるピットのほと

んどは,黄色砂質土の埋土をもつものであった。

また,黒灰色土や炭化物を含むピットも検出したが,建物遺構としては確認できなかった。

i)掘立柱建物

ピット群の中から, 6棟の掘立柱建物を検出した。これらのほとんどは,発掘調査終了後,机

上で構成したものである。つまり, これらの掘立柱建物は,建物となる可能性があるということ

で,復元の可能性を掲示したに過ぎないことを付記しておく。

復元した掘立柱建物は,すべて現地形,つまり調査区南側に接する市道吉岡・江藤線に対して

真っすぐに向き合 うかたちで検出された。

S B 101

サ39グ リッド,S D107の 北側で,それに平行するかたちで検出した 2間 ×4間の総柱の掘立柱

建物である。

建物の規模は,梁間400cm,桁行890cmを 計る。柱穴の掘 り方の平面形は,ほぼ円形を呈してい

る。埋土は明黄色砂質土である。径12～ 40cm,深 さ8～ 40cmを 計る。柱穴からの出土遺物は認め

られない。

建物の長軸方向はN-64° ―Wを示している。桁行の柱間が東側で不揃いであり,こ れらのビッ

トが,一軒の建物を構成するものなのか,それとも例えば,主屋と付属屋というように,分離し

たかたちで構成された屋敷跡の一方であるかは,検出状況からだけでは判断できない。この問題

については,考察において改めてふれる。

また,S D104の 東端はS B 101に切られており,S B 101に 伴 うものではない。そして,S B101

内中央には, S K148～ S K151ま での径50～ 70cm程 の土坑が位置する。建物と土坑の関係につい

ても考察において改めてふれる。

S B 102

サ39グ リッド,S B 101と 重なりながら,北へ逃げるかたちで検出した 1間 ×1間の掘立柱建物

である。

建物の規模は,梁間400cm,桁行410cmを 計る。柱穴の掘 り方の平面形は,ほぼ円形を呈してい

る。埋土は明黄色砂質土である。径18～ 30cm,深 さ10～ 23cmを計る。東南隅のビットを除く3穴

より土師質土器片が少量ずつ検出されている。

建物の長軸方向はN-30° 一Eを示している。

S B 102内 には, S K150,151,165,166な どの径50～ 90cm程 の土坑が位置する。

-317-



嘲̈ 土鼎 _月

メ

メマ
/°そ

c― ◎ ―― ____◎       ◎ 一 c′

―
◎

―

― ○ ― B′

B一

ヽ
Ｏ

Ｅ‐

１
１
０

颯 /Trr厖
厖厖房厖厖瀑朕眩

里・
″

第332図  S B101実 測図

-318-



Ｅ

ｏ
ｏ
ｏ
、

∞
一
＝
¨
コ
　
　
　
　
　
％
％
形
物
％
″
〃
移
〃
％
％
％
％
％
％
％
〃
移
〃
協
％
％
％
％
％
移
移
〃
〃
％
％
％
％
％
レ
〃
〃
〃
〃
％
形
％
％

ヽ
ｏ

ｌ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ｌ

ｏ

Ｅ
ｏ
ｏ
ｏ
、

２

＝

コ
ヽ
０

１

―
１

０

ｂ

ｌ

◎

０

１

ｏ

Ъ

Ｉ

（ｇ一 ― B′

A一 ⑥
|

― A′

-B' L=16,000m

― A′
 L=16′ 000m

渕バ沐乙夢房邊六朕六平渕六邊渕房R    9   1m

第333図  S B102実 測図

S B 103

サ39グ リッド, S Dl17, S Dl19の南側で,それに平行するかたちで検出した 1間 × 2間 の掘

立柱建物である。

建物の規模は,梁間410cm,桁行560cmを 計る。

柱穴の掘 り方の平面形は,ほぼ円形を呈 している。埋土は明黄色砂質土である。径16～ 30cm,

深さ8～ 35cmを 計る。東南隅のビットからのみ焙烙片が出土 している。

建物の長軸方向はN-60° 一Wを示 している。

S B 103内 には, S K179～ 185な どの径60～ 130cm程 の土坑が位置する。 S B 104～ 106と 重なり

合 う。

S B 104

サ39グ リッド
,

ある。

建物の規模は
,

S Dl17の南側で,それに平行するかたちで検出した 1間 ×2間の掘立柱建物で

梁間380cm,桁行480cmを 計る。
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柱穴の掘 り方の平面形は,ほぼ円形を呈している。埋土は明黄色砂質土である。径30～ 40cm,

深さ12～ 60cmを 計る。

西南隅のビットは,S K162により切られたものと考えられる。それぞれの柱穴からの出土遺物

は認められない。なお, Pl, P2, P3よ り根石もしくは詰め石と考えられる15～ 20cm大 の石

を検出している。

'建
物の長軸方向はN-61° 一Wを示している。

S B104内 には, S K164な どの径50cm程 の土坑が位置する。 105,106と 重な り合 う。
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S B 105

サ39グ リッド,S Dl17の 南側で,それに平行するかたちで検出した 1間 ×1間の掘立柱建物で

ある。

建物の規模は,梁間330cm,桁行460cmを 計る。

柱穴の掘 り方の平面形は,ほぼ円形を呈している。埋土は明黄色砂質土である。径15～ 40cm,

深さ20～ 40cmを 計る。それぞれの柱穴からの出土遺物は認められない。

建物の長軸方向はN-25° 一Eを示している。

0     1m

-
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S B 105内 には, S K164な どの径50cm程 の土坑が位置する。

106と 東側で接する。
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S D l19の 南側で,それに平行するかたちで検出した 1間 ×2間 の掘

0     1m

-

S B 106

サ39グ リッド, S Dl17,

立柱建物である。

A一
咄

C―  PI

L=15′ 900m

建物の規模は,梁間330cm,桁行420cmを 計る。

柱穴の掘 り方の平面形は,ほぼ円形を呈している。埋土は明黄色砂質土である。径20～ 38cm,

深さ8～ 35cmを 計る。それぞれの柱穴からの出土遺物は認められない。

建物の長軸方向はN-26° 一Eを示している。

S B 106内 には,S K179～ 182,184な どの径60～ 110cm程 の土坑が位置する。S B 103,104と 重

なり合い, S B 105と 西側で接する。
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五)ピ ット群

ピット群は,さ きに述べたとお り,調査区全体約1077m2に おいて約270を超えて検出した。埋土

はほぼ三種類に大別できる。黄色砂質土・褐色砂質± 0灰色砂質土である。いずれも近世から近

代にかけての埋土 と思われるが,そ の中で微妙な時期差を考えることができる。つまり,土層序

の項で述べたとお り,黄色砂質土 と灰色砂質土では,前者の方が若干遡るものと考えられる。

いくつかのビットより少量の遺物が出土 している。代表的なもののみを紹介することとする。

S P 158

サ39グ リッド,南東隅で,S Dl12を切るかたちで検出した径約12cm,深 さ約30cmの ビットであ

る。埋土は,黄色砂質土で,埋土中より,肥前系陶胎染付片 (17世紀末から18世紀中)力ま一点出

土している。<実測不能>

S P206

サ39グ リッド,ほぼ中央 ,S B 101東 北隅のビットにす ぐ北側で接するかたちで検出した径約13
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第337図  S B106実測図

cm,深 さ約35cmの ビットである。埋土は,黄色砂質土で,埋土中より,肥前系陶胎染付片 (17世

紀末から18世紀中)が一点出土している。<実測不能>

②土 坑

土坑は,調査区全体約1077m3に おいて233を検出した。それらはその形状から大きく4つに分け

ることができる。

(a)掘 り方は円形で,径約100cm内 外で,中に大甕を埋納しているもの。生活0農耕関係の性格

をもつ。

(b)同 じく,径約100cm内外で,掘 り方が二段になっており,あ る時期まで大甕を埋納していて,

その後抜き取った可能性の痕跡の残るもの。性格は(a)に同じ。

(C)掘 り方は方形で,深 さは比較的浅く,埋土中に陶磁器片をはじめとする遺物が大量に詰まっ

ているもの。廃棄土坑的な性格をもつ。

(d)そ の他 (上記の(a)～ (C)ま でにあてはまらないもの。)
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なお,深さは一様に近代以降の田地利用の際にかなりの削平を受けていることは言 うまでもな

く,それらの遺構が機能していた段階にはもっと深かったことが予想される。

以上,大雑把にいえば(a)～ (d)ま での 4つに土坑の形状 0性格等を言 うことができるが,その詳

細については考察に譲ることとして, ここではひとつひとつの土坑について,その形状と出土遺

物,遺物の生産地における年代観について略記することとする。なお,その年代観については
,

明確に判明するものだけ記載し,不明なものについて記載しないこととする。

また遺物の生産地における年代観については, ここでは肥前系または瀬戸 0美濃系の陶磁器の

生産地年代で記しておくこととして,特に同一遺構内で複数の遺物においてその年代観に大きく

差があるときにのみ,複数の遺物の年代観を記すこととする。決してその遺物の年代観が遺構の

機能又は廃棄の年代観を正しく反映しているという認識で記しているわけではなく,単なる事実

の記述に他ならないことを強調しておきたいと思 う。遺構の機能又は廃棄の年代観については
,

改めて考察でふれることとする。以下,出土遺物の生産地における年代観については,単に「時

期は……」と記述することとする。

S K101

コ39(東 )グ リッド東南で検出した,隅丸方形の土坑である。たて,横,約150cm,遺構確認面

からの深さ約10～ 15cmを計る。

暗灰色砂質土に 5～ 10cm大 の礫を非常に多く含む埋土をもち, S K107を 西側で若干切る。

出土遺物は,染付磁器片 。青磁染付片・陶胎染付片・陶器片0土師質の大甕片。土師質土器片。

瓦片 0橋鉢片・灯明皿片 。焙烙片・土鍋の足など非常に多い。

時期は,18世紀後半頃。

S K102

サ40ポ イントのすぐ西側 ,コ 39(東)か らサ39グ リッドにまたがり検出した隅丸長方形の土坑

である。たて約200cm,横約100cm,遺構確認面からの深さ約 5 cmを計る。

暗灰色砂質土に 5 cm大の礫を多く含む埋土をもつ。

出土遺物は,染付磁器片 (赤絵染付片)0京焼風陶器片 。土師質の大甕片 。土師質土器片 。瓦片

などである。遺物量は比較的少ない。実測可能遺物なし。

S K103

サ40ポ イントより西へ 5mか ら8m附近のコ39(東)か らサ39グ リッドにまたがり検出した隅

丸長方形の上坑である。たて約150cm,横約300cm,遺構確認面からの深さ約 5 cm～ 10cmを計る。

暗灰色砂質土に 5 cm大の礫を多く含む埋土をもち,出土遺物は染付磁器片 。土師質の大甕片 0
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土師質土器片 0瓦片・灯明皿片・焙烙片などである。

時期は,18世紀後半～19世紀頃。

S K104

コ39(東)グ リッド, S K103の 北西隅を切る円形の土坑である。径約160cm,遺構確認面から

の深さ約70～ 80cmを 計る。

この土坑には,径 120cm,高 さ75cmの底をもたない (制作時から底を持っていない)大甕が据え

られており,底部分には,その中央部に約20cm大 の石数個を置き,石灰で底全体を固めていた。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片・土師質の大甕片・土師質土器片・瓦片 0焙烙片・木片など

である。

田畑の隅に据えられた,肥溜用の大甕の可能性が強い。

S K105

コ39(東)グ リッド, S K104の すぐ西側で検出した円形の土坑である。径は, S K104と はぼ

同じで,約 160cm,遺構確認面からの深さ約20～ 25cmを 計る。

淡灰色砂質土の埋土をもつ。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片 。土師質土器片・羽釜片など少量である。実測可能遺物なし。

S K107

コ39(東)グ リッド, S K101の すぐ西側にあり,同遺構によってその東端を切られている隅丸

長方形の土坑である。たて約220cm,横約340cm,遺構確認面からの深さ約16cmを計る。

暗灰色砂質土に 5 cm～ 10cm大 の礫を非常に多く含む埋土をもつ。

出土遺物は,染付磁器片・青磁片 0青磁染付片・陶胎染付片・陶器片・土師質の大甕片・土師

質土器片 0瓦片 0摺鉢片・焙烙片・土鍋の足など非常に多い。

時期は,18世紀後半～19世紀頃。

なお, S K220出 土の陶器片と本遺構出土の陶器片が接合した。また, S K122出 土の摺鉢片と

本遺構出土の摺鉢片,S Kn4出 土の陶器片 (唐津刷毛目皿)と 本遺構出土の陶器片, S D101出

土の陶器片と本遺構出土の陶器片 (実測不能)も接合した。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。改めて考察でふれることとする。

S K108

コ39(東)グ リッド,南西隅において, S D1010 S D102に その北側を切られ,西側は調査区

外に逃げるかたちで位置する不定形な土坑である。遺構確認面からの深さ約44cmを 計る。
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出土遺物は,染付磁器片 0青磁染付片・陶胎染付片・陶器片 0土師質の大甕片 0土師質土器片。

瓦片・摺鉢片・焙烙片 0灯明皿片など非常に多い。

時期は,18世紀後半～19世紀頃。

なお,S K120出 土の陶胎染付片と本遺構出土の陶胎染付片が接合した。また, S K218出 土の

磁器片と本遺構出土の磁器片,S D104出土の陶器片と本遺構出土の陶器片も接合した。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

S K109

コ39(東)グ リッド,南西隅において, S D1010 S D102に その南側を切られ,西側は調査区

外に逃げるかたちで位置する不定形な土坑である。遺構確認面からの深さ約40cmを 計る。S K108

と同一遺構か,ま たはS K108と の先後関係については確認することができなかった。

出土遺物は,土師質土器片など少量である。実測可能遺物なし。

S Klll

コ39(東)グ リッド,西端中央に検出した楕円形の土坑である。長軸約160cm,短軸約80cm,遺

構確認面からの深さ約 5～ 10cmを計る。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片・陶胎染付片・土師質土器片 。焙烙片などである。

時期は,18世紀後半頃。

なお,S K108出土の陶器 (備前焼甕片)と 本遺構出土の陶器 (備前焼甕片)は接合はしないが
,

同一個体の可能性が高い (実測不能)。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

S Kl13

コ39(東 )グ リッド,西側調査区外に逃げるようなかたちでS Kl12のすぐ北側に検出した隅丸

方形の土坑である。たて約130cm,横 約200cm tt α,遺構確認面からの深さ約10～ 15cmを計る。北側

で,S Kl14の西南端を若干切っている。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片・土師質土器片 0摺鉢片・焙烙片などである。

時期は,18世紀後半頃。

S Kl14

コ39(東)グ リッド, S Kl13の すぐ北側にあり,同遺構により,その西南端の一部を切られて

いる隅丸長方形の土坑である。たて約180cm,横約240cm,遺構確認面からの深さ約30cmを 計る。

出土遺物は,水滴片 (磁器 0実測不能)・ 染付磁器片 0陶器片・陶胎染付片 。土師質の大甕片 。
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土師質土器片・瓦片・焙烙片・土鍋の足など非常に多い。

時期は,18世紀後半～19世紀頃。

なお, S K107出 土の陶器片 (唐津刷毛目皿片)と 本遺構出土の陶器片 (唐津刷毛目皿片)が接

合した。また,同 じくS K107出土の備前系小壼と本遺構出土の備前系小壷は,接合はしないが同

一個体の可能性が強い。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

S Kl16

コ39(東)グ リッド,西側調査区外に逃げるようなかたちで S Kl15のすぐ北側に検出した隅丸 ・

長方形の土坑である。たて約270cm,横約100cm tt α,遺構確認面からの深さ約10～ 15cmを計る。

出土遺物は,染付磁器片。陶器片・陶胎染付片・土師質の大甕・土師質土器片 0瓦片 0播鉢片 0

焙烙片などである。

時期は,18世紀後半頃。

S Kl18

サ40ポ イントの北, 7m附近のコ39(東)グ リッドにおいて検出した隅丸方形の土坑であり,

その北東隅をS P104に よって切られている。たて約70cm,横約140cm,遺構確認面からの深さ約

6 cmを計る。

出土遺物は,陶器片 。陶胎染付片 0土師質土器片 0灯明皿片など少量である。

時期は,18世紀後半頃。

S Kl19

コ39(東)グ リッド, S Kl18の すぐ南側で検出した隅丸長方形の土坑で,そ の東側でS K120

を切っている。たて約200cm,横約150cm,遺構確認面からの深さ,約 5～ 7 cmを 計る。

暗灰色砂質土に 5～ 10cm大 の礫を多く含む埋土をもつ。

出土遺物は,土師質土器片など非常に少量である。実測可能遺物なし。

S K120

S Kl19の東側で,コ 39(東)グ リッドからコ40グ リッドにまたがり検出した隅丸長方形の土坑

で,その西端を S Kl19に切られている。たて約180cm,横 約110cm+α ,遺構確認面からの深さ約

7～ 10cmを計る。

暗灰色砂質土に 5～ 10cm大 の礫を非常に多く含む埋土をもつ。

出土遺物は,陶器片・陶胎染付片・土師質土器片・灯明皿片などである。
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時期は,18世紀後半頃。

なお,S K108出 上の陶胎染付片と本遺構出土の陶胎染付片が接合した。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

S K122

サ40ポ イントの東 6m附近のコ40グ リッドで検出した隅丸長方形の土坑であり,S P 105～ SP

106,S P 108な どにより,その一部を切られている。たて約200cm,横約250cm,遺構確認面から

の深さ約20～ 30cmを 計る。

出土遺物は,染付磁器片・青磁染付片 0陶器片 (香炉片)。 陶胎染付片・土師質の大甕片 。土師  .

質土器片・瓦片・摺鉢片・焙烙片・鉄片など非常に多い。

時期は,18世紀後半頃。

なお,S K107出土の摺鉢片と本遺構出土の摺鉢片が接合した。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

S K123～ 125  土層断面図 〈第338図〉参照

コ40グ リッド,S K121の すぐ北側で,互いに切 り合 うS K123～ S K125ま での隅丸長方形の

土坑を検出した。

S K125

この 3つの土坑は,ま ず最初に,たて約170cm,横約460cm,遺構確認面からの深さ約30cm～ 40

cmを計る隅丸長方形の土坑 S K125が掘られた。

暗灰色砂礫で,5～ 10cm大 の礫を非常に多く含む埋土をもつ。

出土遺物は,染付磁器片・磁器片 (白磁・青磁)・ 陶器片・陶胎染付片 0土師器の大甕片 0土師

質土器片・瓦片 。橘鉢片・焙烙片・灯明皿片・鉄片など非常に多い。

時期は,18世紀後半頃。

・ なお,S Kl14出土の染付磁器と本遺構出土の染付磁器が接合した。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

S K124

続いて,たて約170cm,横 約200cm,遺構確認面からの深さ約10～ 30cmを 計る隅丸長方形の土坑

S K124が掘られた。

灰褐色砂質の非常に砂っぼい埋土をもち, S K125の 中央東よりを切っている。

出土遺物は,染付磁器片・磁器片 (色絵磁器。香炉)・ 陶器片・土師器の大甕片。土師質土器片・

瓦片・橋鉢片 。焙烙片 。灯明皿片など多い。

時期は,18世紀後半～19世紀頃。
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S K123

最後に,たて約170cm,横約220cm,遺構確認面からの深さ約10cm～ 20cmを 計る隅丸長方形の土

坑 S K123が掘られた。

褐灰色砂質土の埋土をもち,S K125の西側及びS K124の西側を切っている。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片・陶胎染付片・土師器の大甕片・土師質土器片・瓦片・焙烙

片・灯明皿片・鉄片など多い。

時期は,18世紀前半～18世紀後半頃。

一―A′

0  1m:][i警枷多く含0
第338図  S K123～ 125土層断面図

S K126

コ40グ リッド,S K122のす ぐ北側で検出した隅丸長方形の土坑である。たて約200cm,横約180

cm,遺構検出面からの深さ約10～ 13cmを計る。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片・土師質土器片 0瓦片など少量である。

S K127

サ40ポ イン トの東1lm附近のコ40グ リッドで検出した円形の土坑である。径約100cm,遺構確認

面からの深さ約10～ 15cmを計る。

明黄色粘質土の埋土をもつ。

遺物は,検出されなかった。

S K130

シ39ポ イン トより北へ 3～ 4m附近のサ38(東)か らサ39グ リッドにまたが り検出した隅丸方

形の土坑である。たて約100cm,横約60cm+α ,遺構確認面からの深さ約10cmを計る。

暗褐灰色粘質土の埋土をもつ。

出土遺物は,染付磁器片・土師質土器片・瓦片 。炭化物などである。実測可能遺物なし。

S K132

シ39ポ イン トよ り東へ 9m附近のサ39グ リッ ドか らシ38039グ リッ ドにまたが り検出 した土坑
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であり,そ の東側は調査区外へ逃げている。そのため形状は不明であるが,隅丸方形になると考

えられる。S K134と S K132に よってその西北端を切られている。たて約100cm+α ,横約140cm十

α,遺構確認面からの深さ約 5～ 10cmを計る。

明黄褐色砂質土に黄色粘質プロックを多く含む埋土をもつ。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片・土師質土器片など少量である。

S K136

サ39グ リッド,S K135のすぐ北側で検出した円形の土坑である。径約50cm,遺構確認面からの

深さ約20cmを 計る。

淡灰色砂質土に黒色プロックを含む埋土をもつ。

出土遺物は,土師質土器片など非常に少量である。実測可能遺物なし。

S K138

サ39グ リッド,S K218か ら約 lm南で検出した隅丸方形の土坑である。たて,横約30cm,遺構

確認面からの深さ約 3 cmを 計る。

淡灰色砂礫の埋土をもつ。

出土遺物は,土師質土器片など非常に少量である。実測可能遺物なし。

S K139

シ39ポ イントより北東へ約 lm附近のサ39グ リッドで検出した円形の土坑である。径約80cm,

遺構確認面からの深さ約15cmを計る。

黄灰色砂質土の埋土をもつ。

出土遺物は,染付磁器片 。土師質土器片・橋鉢片などである。

S K140(大甕実測図 第347図参照)

サ39グ リッド,S K139のすぐ東側で,S Dl12を切るかたちで検出した円形の土坑である。径

約100cm,遺構確認面からの深さ約45cmを 計る。

暗灰色砂質土の埋土をもち,その北西端をS P153に よっても切られている。

遺構の底には,大甕が据えられていた。しかし,完形ではなく,全体の

=ほ

どの残存状況であ

り,故意に割られた後,10～ 30cm大 の石が10数個投げ込まれたようなかたちで検出された。

他の出土遺物としては,染付磁器片・陶器片・土師質土器片などである。

時期は,18世紀頃。
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S K141

サ39グ リッド, S K139の 北側で ,S D l12の西端を切るかたちで検出した円形の土坑である。

この土坑は,二段になってお り,遺構確認面から一段 目のテラスまでの深さ約10cm,二段 目の径

約30cm,底 までの深さ約12cmを計る。

暗灰色砂質土の埋土をもつ。

出土遺物は,土師質の大甕片・瓦片など少量である。実測可能遺物なし。

大甕の抜き取 り穴の可能性が強い。

S K142

サ39グ リッド,S K141か ら約1.5m北で検出した楕円形の上坑である。長軸約100cm,短 軸約80

cm,遺構確認面からの深さ約 3～ 5 cmを計る。

暗灰色砂質土の埋土をもつ。

出土遺物は,土師質土器片など非常に少量である。

S K143

サ39グ リッド,S K142の す ぐ北側で検出した不正円形の土坑である。長軸約80cm,短軸約70

cm,遺構確認面からの深さ約 3～ 7 cmを 計る。

暗灰色砂質土の埋土をもつ。

出土遺物は,土師質土器片 0瓦片 (軒丸瓦片)な ど少量である。実測可能遺物なし。

S K144

サ39グ リッド,S K142,S K143の す ぐ東側に,S D108の 西端を切るかたちで検出した土坑

である。ただし,そ の北側を S D107に よって切 られているため ,形状は不確定である。また,S

K145,S K146,S K147に よっても,そ の土坑中央部を南北にそれぞれ切 られている。たて約150

cm tt α,横約200cm,遺構確認面からの深さ約 3～ 6 cmを計る。

明黄灰色砂質土に赤い斑点の混 じる埋土をもつ。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片・陶胎染付片・土師質土器片・瓦片など少量である。

時期は,18世紀後半頃。実測可能遺物なし。

S K146

サ39グ リッド,S K144の 中央部を切 りながら,ま たその南端を S K145に切 られるかたちで検

出した楕円形の上坑である。 この土坑は,二段になってお り,長軸約80cm,短軸約60cm,遺構確

認面から一段 目のテラスまでの深さ約 5～ 10cm,二段 目の形状は円形で ,径約40cm,底 までの深
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さ約10cmを 計る。

暗灰色砂質土の埋土をもつ。

出土遺物は,土師質の大甕片・土師質土器・橘鉢片など少量である。実測可能遺物なし。

大甕の抜き取 り穴の可能性が強い。

S K147

サ39グ リッド,S K146の すぐ北側で,S K144な らびにS D107を切るかたちで検出した円形

の土坑である。径約70cm,遺構確認面からの深さ約15～ 18cmを計る。

出土遺物は,陶胎染付片など非常に少量である。

時期は,18世紀後半頃。実測可能遺物なし。

S K148

シ39ポ イントより北東へ約 9m附近のサ39グ リッドで検出した楕円形の土坑である。長軸約70

cm,短軸約60cm,遺構確認面からの深さ約20cmを 計る。

黄褐色砂質土の埋土をもつ。

遺構からは,大甕の底部が据えられたかたちで検出されており,ま たそれと同一個体かどうか

は不明であるが,土師質の大甕の口縁部も出土している。

他の出土遺物としては,染付磁器片など非常に少量である。

時期は,18世紀後半～19世紀頃。

S K149

サ39グ リッド,S K148のすぐ南側で検出した円形の土坑である。径約60cm,遺構確認面からの

深さ約13cmを計る。

明灰色砂質土に赤い斑点の混じる埋土をもつ。

出土遺物は,陶器片・土師質土器片など非常に少量である。

S K150

サ39グ リッド,S K148のすぐ北側で検出した円形の土坑である。径約50cm,遺構確認面からの

深さ約25cmを 計る。

明灰色砂質土に赤い斑点の混じる埋土をもつ。

出土遺物は,土師質の大甕片・瓦片 (軒丸瓦片)・ 炭化物など少量である。実測可能遺物なし。

S K151
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サ39グ リッド,S K150のすぐ北側で検出した円形の土坑である。径約60cm,遺構確認面からの

深さ約25cmを 計る。

黄褐色砂質上の埋土をもつ。

出土遺物は,土師質土器片・瓦片など非常に少量である。実測可能遺物なし。

S K153

シ39ポ イントより北へ11.5m附近のサ39グ リッドからサ38(東)グ リッドに逃げるかたちで検

出した土坑である。円形になる可能性が強い。径約70cm,遺構確認面からの深さ約17cmを計る。

出土遺物は,土師質土器片など非常に少量である。実測可能遺物なし。

S K154

サ39グ リッド,S K156のすぐ南側で検出した長楕円形の土坑である。長軸約130cm,短軸約50

cm,遺構確認面からの深さ約 3～ 6 cmを計る。

出土遺物は,土師質の大甕片 。土師質土器片・焙烙片など少量である。実測可能遺物なし。

S K156

シ39ポ イントより北へ16m附近のサ39グ リッドで検出した不正円形の土坑である。長軸約70cm,

短軸約60cm,遺構確認面からの深さ約 3～ 6 cmを 計る。

出土遺物は,土師質土器片など非常に少量である。実測可能遺物なし。

S K157

サ39グ リッド,S K154のすぐ東倶1で検出した円形の土坑である。この土坑は,二段になってお

り,径約40cm,遺構確認面から一段目のテラスまでの深さ約 3～ 5 cm,二段目の径は約20cm,底

までの深さ約15～ 20cmを 計る。

出土遺物は,土師質の大甕片・焙烙片・橘鉢片など少量である。実測可能遺物なし。

大甕の抜き取 り穴の可能性が強い。

S K158

サ39グ リッド,S K157の約60cm北 で検出した不正円形の土坑である。この土坑も,二段になっ

ており,長軸約90cm,短軸約80cm,遺構確認面から一段目のテラスまでの深さ約15～ 20cm,二段

目の長軸約25cm,短軸約15cm,底 までの深さ約20cmを 計る。

出土遺物は,土師質土器片・焙烙片など非常に少量である。実測可能遺物なし。

大甕の抜き取 り穴の可能性が強い。
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S K159。 S K160

S K159と S K160は ,基本的に同一遺構と考えられる。

サ39グ リッド,S K156のすぐ北側で検出した不定形の土坑であり,そ の西側は,調査区外へ逃

げるかたちで検出した。長軸約160cm tt α,短軸約120cm+α ,遺構確認面からの深さ約 4 cmを 計

る。(S K159)

また, この土坑内南東隅には,径約24cmの 大甕の底部が他の底面より約10cm深 く掘 り込まれた

かたちで,据えられて検出した。(S K160)

S K159か らは,遺物は検出されなかった。また, S K160か らも据えられた土師質の大甕底部

以外には,遺物は検出されなかった。実測可能遺物なし。

S K162

サ39グ リッド,S K161のすぐ北側で検出した不定形の土坑である。この土坑も,二段になって

おり,長軸約100cm,短軸約70cm,遺構確認面から一段目のテラスまでの深さ約 5～ 10cm,二 段目

の形状は,ほぼ円形でその径約40cm,底 までの深さ約10cmを計る。

出土遺物は,土師質土器片など非常に少量である。実測可能遺物なし。

大甕の抜き取 り穴の可能性が強い。

S K163

サ40ポ イントより西へ約15～ 16m附近のサ39グ リッドからコ39(東)グ リッドにかけて検出し

た不定形の土坑である。長軸約100cm+α ,短軸約120cm,遺構確認面からの深さ約10～ 20cmを 計

る。

赤褐色砂質土の埋土をもち,その西北端をS Dl16に切られ,ま た東側をS P176に切られてい

る。             
‐

出土遺物は,染付磁器片・陶器片・土師質の大甕片・土師質土器片 0焙烙片などである。

時期は,18世紀前半頃。

なお,S K165出土の焙烙片と本遺構出土の焙烙片が接合した。また,同 じくS K165出土の土

師質の大甕の口縁部と本遺構出土の土師質の大甕の口縁部も接合した。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

S K164

サ39グ リッド,S K162か ら約2.5m北東で検出した楕円形の土坑である。長軸約60cm,短軸約

50cm,遺構確認面からの深さ約20cmを 計る。

淡灰色砂質土の埋土をもち,そ の西端を S P 174に切られている。
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出土遺物は,瓦片など非常に少量である。実測可能遺物なし。

S K165

サ39グ リッド,S K151か ら約1.5m北で検出した円形の土坑である。径約90cm,遺構確認面か

らの深さ約40cmを 計る。

出土遺物は,土師質の大甕片 。土師質土器片などである。実測可能遺物なし。

なお, S K163出 土の焙烙片と本遺構出土の焙烙片が接合した。また,同 じくS K163出土の土

師質の大甕の日縁部と本遺構出土の土師質の大甕の口縁部も接合した。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

S K166

サ39グ リッド,S K165の すぐ東側で検出した不正円形の土坑である。長軸約90cm,短軸約80

cm,遺構確認面からの深さ約20cmを 計る。

暗灰色砂質土の埋土をもつ。

遺構の底には,土師質の大甕の底部が据えられており,故意に割られた後 ,20cm大 の石が数個

投げ込まれたかたちで検出された。

その他の遺物としては,土師質土器片が少量のみである。実測可能遺物なし。

S K167

サ39グ リッド,ほぼ中央で検出した円形の土坑である。径約100cm,遺構確認面からの深さ約60

cmを計る。

淡黄色砂質土の非常に砂っばい埋土をもち,S K168と S K169の北端をそれぞれ切る。

出土遺物は,染付磁器片・土師質の大甕片・土師質土器片の他 ,ほぼ完形の土師質の焙烙と土

師質の摺鉢などである。実測可能遺物なし。

S K170

サ39グ リッド,S K168の東南部を切るかたちで検出した円形の土坑である。径約80cm,遺構確

認面からの深さ約20cmを 計る。

明黄色粘質土の埋土をもち,S K169な らびにS K171を も切っている。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片 0陶胎染付片 0土師質の大甕片などである。

時期は,18世紀後半頃。

S K172
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サ39グ リッド,S K167か ら約 2m東で検出した不定形の土坑である。長軸約160cm,短軸約100

cm,遺構確認面からの深さ約 3 cmを 計る。

暗灰色砂質土の埋土をもつ。

出土遺物は,土師質土器片など非常に少量である。実測可能遺物なし。

S K173

サ39グ リッド,S K172か ら約70cm南 で検出した隅丸長方形の土坑である。たて約50cm,横 約

130cm,遺構確認面からの深さ約 3～ 6 cmを 計る。

暗黄色砂質土に,焼け土を含む埋土をもつ。

出土遺物は,土師質土器片・瓦片・焙烙片などである。実測可能遺物なし。

S K174

サ39グ リッド,S K173か ら約1.4m東で検出した楕円形の土坑である。長軸約170cm,短軸約90

cm,遺構確認面からの深さ約10～ 15cmを計る。

淡灰色砂礫の埋土をもち,S Dl13の南端を切っている。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片・土師質の大甕片 0土師質土器片・瓦片 。焙烙片などである。

実測可能遺物なし。

S K175

サ39グ リッド,S Dn3の西端を切るかたちで検出した円形の土坑である。径約70cm,遺構確認

面からの深さ約10～ 15cmを計る。

明黄色砂質土の埋土をもち,S P217に その西南部を切 られている。

出土遺物は,土師質の大甕片・土師質土器片 0瓦片・焙烙片など少量である。実測可能遺物な

し。

S K176

サ39グ リッド,S K174の 約50cm東で検出した不正円形の土坑であ り, S Dl14に その東部を ,

また S P218に その西北部を切 られている。長軸約90cm,短軸約80cm,遺構確認面からの深さ約40

cmを計る。

出土遺物は,染付磁器片 (広東碗)・ 土師質の大甕片・土鍋の足など少量である。

時期は,19世紀頃。

S K178
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サ39グ リッド,S K167か ら約1.2m北東で検出した不定形の土坑である。長軸約280cm,短軸約

190cm,遺構確認面からの深さ約10cmを計る。

明黄灰色砂質土の埋土をもち,S P 189,S P198,S P231を それぞれ切っている。

出土遺物は,染付磁器片・土師質土器片・播鉢片など少量である。実測可能遺物なし。

S K180(大甕実測図 第347図参照)

サ39グ リッド,S K167か ら約3.9m北 で検出した円形の土坑であり,S K181の 東部を切ってい

る。径約110cm,遺構確認面からの深さ約70cmを計る。

赤褐色砂質土の埋土をもつ。

遺構の底には,土師質の大甕が据えられており,底には20cm大 の石が数個と大甕の破片などを

含んでいた。大甕は,日 縁部の径約75cm,底部の径約43cm,高 さ約78cmで ,日 縁端部は削平によ

り破損していた。

大甕内の埋土中から出土した,その他の遺物としては,染付磁器片・陶器片・土師質土器片・

瓦片 0炭化物 (木炭)0焼け土などである。

時期は,18世紀後半～19世紀頃。

S K181

サ39グ リッド,S K180に ,そ の東部を切られるかたちで検出した円形の土坑である。径約130

cm,遺構確認面からの深さ約45～ 50cmを 計る。

出土遺物は,陶器片・土師質の大甕片・土師質土器片・瓦片・焙烙片などである。実測可能遺

物なし。

S K183

サ39グ リッド,S K181のすぐ北側で検出した不定形の土坑である。この土坑は,二段になって

おり,長軸約80cm,短軸約70cm,遺構確認面から一段目のテラスまでの深さ約 5～ 9 cm,二段目

の形状は不正円形で,長軸約40cm,短軸約30cm,底 までの深さ約10cmを計る。

淡灰色砂質土の埋土をもつ。

出土遺物は,土師質土器片など非常に少量である。実測可能遺物なし。

大甕の抜き取 り穴の可能性が強い。

S K184

サ39グ リッド,S K180のすぐ南東側で検出した円形の土坑である。この土坑も,二段になって

おり,径約100cm,遺構確認面から一段 目のテラスまでの深さ約15～ 20cm,底 には,径約40cmの
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大甕の底部が据えられており,二段目の底までの深さは,約 15～ 18cmを計る。

淡灰色砂質土の埋土をもち,S K185の西半を切っている。

出土遺物は,染付磁器片・土師質の大甕片・土師質土器片 。瓦片 。土鍋の足などである。

時期は,18世紀後半～19世紀頃。

S K185

サ39グ リッド,S K184に その西半を切られるかたちで検出した楕円形の土坑である。この土坑

も二段になっており,長軸約80cm,短軸約60cm,遺構確認面から一段目のテラスまでの深さ約20

cm,二段目の長軸約40cm,短軸約20cm,底 までの深さ約10cmを計る。

暗灰色砂質土に褐色の粒子が多く混じる埋土をもち,若干の焼け土も含む。また, この遺構は

S K188の西半をも切っている。

出土遺物は,土師質土器など非常に少量である。実測可能遺物なし。

S K186  土層断面図<第 339図 >参照

サ39グ リッド,S K185のすぐ東側で検出した円形の土坑であり, S K188の 東端ならびにSK

190の 南端 ,S K187の北端などをそれぞれ切っている。径74cm,遺構確認面からの深さ約35cmを

計る。

この土坑には,小さな甕が据えられており, 日縁部は肖J平 によりとばされていた。

暗褐灰色砂質土の埋土をもち,炭化物を多く含んでいた。内部からは木片が検出され,染付磁

器片 。陶器片 。土師質土器片・瓦片・鉄片 0キ セル・炭化物 (木炭)。 焼け土などが出土した。

時期は,19世紀頃。
L=15′ 700m

A―一

S K187  土層断面図 <第 340図 >参照

(大甕実測図 第348図参照)

サ39グ リッド,S K186に北端を切 られるかたちで検出した円形

の土坑である。径約110cm,遺構確認面からの深さ約80cmを 計る。

また, S K188の 東側をも切っている。

①暗褐灰色砂質土(炭化物含む。)

0       1m

第339図  S K186土 層断面図

この土坑には,径約100cm,高 さ約90cmの 大甕が据えられている。   s

埋土は 4層 からなっており,上から,第 1層明褐灰色砂質土 (炭

化物を多く含む)→第 2層黄灰褐色砂質土 (炭化物・焼け石を多

く含む)→第 3層黄灰色砂質土 (炭化物を含む)→第 4層暗灰褐

色砂 (炭化物を含む)と なる。

その他の出土遺物 としては,染付磁器片 (赤絵染付片)。 青磁・
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土師質土器片・瓦片・焙烙片・炭化物 (木炭)な どである。

S K190  土層断面図<第 341図 >参照           =晰 '撃
Om

(大甕実測図 第348図参照)

サ39グ リッド,S K186に その南西端を切られるかたちで検出し

た円形の土坑である。径約125cm,遺 構確認面からの深さ約70～ 75

cmを計る。また, S K191の 東側をも切っている。

この土坑には,径約95cm,高 さ約75cmの大甕が据えられている。

埋土は 4層 からなっており,上から,第 1層明褐灰色砂質土 (炭 第341図

化物を多く含む)→第 2層黄灰褐色砂質土 (炭化物を多く含む)

:[i[言:lillll:l:慧
||

-
S K190土層断面

図

→第 3層暗褐灰色砂質土 (炭化物を多く含む)→第 4層暗灰褐色砂 (炭化物を少し含む)と なる。

また,大甕の口縁部は削平によって破損している。掘 り方の埋土は,淡灰色砂質土である。

その他の出土遺物としては,染付磁器片・陶器片などがある。

時期は,18世紀後半～19世紀頃。

S K192

サ39グ リッド,S K190か ら約70cm北 西で検出した不正円形の土坑である。長軸約100cm,短軸

約80cm,遺構確認面からの深さ約 4～ 5 cmを計る。また,そ の北側で,S K193の南端を切 り,逆

にその東側をS P237に よって切られている。

淡灰色砂質土に 5 cm大の礫を多く含む埋土をもつ。

出土遺物は土師質土器片など非常に少量である。

S K193

サ39グ リッド,S K192にその南側を切られるかたちで検出した不正円形の土坑である。長軸約

90cm,短軸約70cm,遺構確認面からの深さ約40cmを 計る。また,S Dl19の南辺を切るとともに
,

S P238に よって,その西端を切られている。

暗褐色:砂質土の埋土をもつ。

出土遺物は,染付磁器片・土師質土器片など少量である。

S K194

サ39グ リッド,S K195のすぐ南側で検出した隅丸方形の土坑である。たて,横約110cm,遺構

確認面からの深さ約15～ 25cmを 計る。また,そ の東側では,S K201の西端を切っている。

淡黄色砂質土の埋土をもつ。
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出土遺物は,陶胎染付片 。土師質の大甕片・土師質土器片・瓦片 0灯明皿片 。焙烙片などであ

る。実測可能遺物なし。

時期は,18世紀後半頃。

S K195

サ39グ リッド,S K187お よびS K190の すぐ東側で検出した不定形の土坑である。長軸約150

cm,短軸約110cm,遺構確認面からの深さ約25cmを 計る。また,その東側で S K200の西端を切っ

ている。

淡黄色砂質土の埋土をもつ。

出土遺物は,陶胎染付片・土師質の大甕片 0土師質土器片などである。実測可能遺物なし。

時期は,18世紀後半頃。

S K196

サ39グ リッド,S K194か らS K201をはさむこと東へ約80cmの位置で検出した不正円形の土坑

である。長軸約90cm,短軸約80cm,遺構確認面からの深さ約 5 cmを 計る。また,その北側では
,

S K197の南端を切 り,東側ではS P229の 西端ならびにS K202の西半をも切っている。また,S

K199に重なるように切っている。

明黄褐色砂質土の埋土をもつ。

出土遺物は,瓦片など非常に少量である。実測可能遺物なし。

S K197(大甕実測図 第349図参照)

サ39グ リッド,S K196のすぐ北側で,その南端を切られたかたちで検出した円形の土坑であ

る。径約115cm,遺構確認面からの深さ約70cmを 計る。また,S K200,S K207,S K199な どを ,

それぞれその西南側 ,東側,東南側で切っている。

この土坑には,径約105cm,高 さ約73cmの大甕が据えられていた。また大甕内部は淡黄色砂質土

の埋土をもち,大甕の掘 り方部分の埋土は,暗灰色砂質土であった。

その他の出土遺物としては,染付磁器片・陶器片 0摺鉢片などである。

時期は,18世紀後半頃。

なお,接合はしないが,S X102出土の染付磁器 (墨弾き技法)と 本遺構出土の染付磁器 (墨弾

き技法)は同一個体の可能性が強い。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

S K198
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サ39グ リッド,S K196のす ぐ南側で検出した不正円形の土坑である。長軸約120cm,短軸約100

cm,遺構確認面からの深さ約55～ 60cmを 計る。S K202,S K199,S K201を ,それぞれその東北

側ならびに西北側で切っている。また, S P230に は,その東北端を切 られている。

埋土中には,20～ 30cm大 の石が多数含まれていた。

出土遺物は,染付磁器片 0土師質の大甕片 0瓦片 (軒丸瓦片)・ 焙烙片などである。

S K199

サ39グ リッド, S K196, S P229な どに上部を切 られたかたちで検出した不正円形の土坑であ

る。長軸約130cm,短 軸約90cm,遺構確認面からの深さ約25cmを 計る。S K197,S K198,S K200,

S K201, S K207, S P230な どにも,それぞれ切 られている。

出土遺物は,焙烙片など非常に少量である。実測可能遺物なし。

S K201

サ39グ リッド, S K194に その西側を, S K200, S K196に その北東側を,ま た S K198に その

南東側をそれぞれ切 られたかたちで検出した不正円形の土坑である。長軸約90cm,短軸約80cm,

遺構確認面からの深さ約10～ 20cmを 計る。

S K199, S K202の 西端を若干切っている。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片・土師質の大甕片・土師質土器片・羽釜片・橘鉢片などであ

る。

時期は,18世紀後半～19世紀頃。

なお,S K214出 土の陶器片と本遺構出土の陶器片が接合した。また,S K202,S K203,SK

233出土の摺鉢片と本遺構出土の摺鉢片とも接合した。

S K202

サ39グ リッド,S K199な どにその上部を切 られたかたちで検出した不定形の土坑である。長軸

約200cm,短軸約80cm tt α,遺構確認面からの深さ約25cmを 計る。

S K196, S K197, S K198, S K200, S K201, S K207, S P228, S P229, S P230に より,

それぞれ少 しずつ切 られている。

出土遺物は,染付磁器片・土師質土器片 0焙烙片・橘鉢片など少量である。実測可能遺物なし。

なお, S K201, S K203, S K233出 上の播鉢片と本遺構出土の摺鉢片が接合した。

S K203

サ39グ リッド, S K196か ら東へ約 lmで検出した隅丸長方形の土坑であ り, S P225に その南
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端を切られている。たて約140cm, よこ約70cm,遺構確認面からの深さ約20cmを 計る。

明黄色砂質土に焼土を含む埋土をもち, S K204の 北端ならびにS K206の上面を切っている。

出土遺物は,染付磁器片・土師質の大甕 。土師質土器片・瓦片・焙烙片 。摺鉢片などである。

実測可能遺物なし。

なお, S K201, S K202, S K233出 土の摺鉢片と本遺構出土の摺鉢片が接合した。

S K204

サ39グ リッド,S K198か ら東へ約 lmで検出した長楕円形の土坑であり,S K205の 上面を切っ

ている。長軸約120cm,短軸約45cm,遺構確認面からの深さ約15～ 18cmを計る。

暗灰色砂礫の埋土をもつ。

出土遺物は,染付磁器片 0陶器片・土師質の大甕片・土師質土器片など少量である。

時期は,18世紀後半頃。

S K205

サ39グ リッド,S K204に上部を切られたかたちで検出した円形の土坑である。この土坑は,二

段になっており,径約110cm,遺構確認面から一段目のテラスまでの深さ約20cm,二段目の径約60

cm,底 までの深さ約10cmを計る。

S K203に その北端を, S K209に その東南端を切られている。また, S P225, S P226に も切

られている。

遺物は,検出されなかった。

大甕の抜き取 り穴の可能性が強い。

S K206

サ39グ リッド,S K203に上部を切られたかたちで検出した不正円形の土坑である。この土坑も

二段になってお り,長軸約130cm,短軸約120cm,遺構確認面から一段 目のテラスまでの深さ約

30～ 35cm,二段目の長軸約70cm,短軸約60cm,底 までの深さ約10～ 15cmを計る。

S K207に その北西端を, S K208, S K212にその南西端を切られている。また, S P225に も

切られている。

この土坑の二段目の底からは,小甕の底の破片が出土したことから,当初は小甕が据えられて

いた可能性が高い。

その他の遺物としては,小甕の口縁部などが出土している。

実測可能遺物なし。
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S K207

サ39グ リッド,S K197に その西半を切 られたかたちで検出した不正円形の土坑である。この土

坑 も二段になってお り,長軸約130cm,短軸約120cm,遺 構確認面から一段 目のテラスまでの深さ

約20cm,二段 目の長軸約90cm,短軸約80cm,底 までの深さ約40cmを 計る。

また, S K206に その東南端を, S K199, S K202を その西南端で切っている。

この土坑の二段 目の底には,大甕の底部が据えられてお り、大甕の底部の径は,約40cmを 計る。

その他の出土遺物 としては,染付磁器片・陶器片 (瀬戸 0美濃系呉須絵広東碗)0土師質の大甕

片・焙烙片などである。

時期は,19世紀前半頃。

なお, S K209出 土の染付磁器片と本遺構出土の染付磁器片とが接合した。

同時期に,機能又は廃絶 した可能性が強い。

S K209 土層断面図 〈第342図〉参照

サ39グ リッド,S K205の 東南端を切るかたちで検出した不正円形の土坑である。長軸約180cm,

短軸約150cm,遺構確認面からの深さ約50～ 65cmを 計る。また,S K212,S K214の 南端をも切っ

ている。

埋土は,全部で 4層 からなってお り,第 1層 は,明褐灰色砂質土層で小礫を多 く含み,遺物も

出土した。第 2層 は,暗褐灰色砂質土層で炭化物を多 く含んでいた。そして,その最下層には土

師質の大甕の底部が据えられていた。第 3層 は,褐灰色砂層で第 2層 と同じく炭化物を多 く含ん

でいた。第 4層 は,灰色砂層であった。なぜか, この土坑にはその中位に土師質の大甕が据えら

れていたようである。また,その土師質の大甕が機能 しなくなった後,S K209が埋まってしまう

までには,い くらかの時間的経過が考えられる。

その他の出土遺物 としては,染付磁器片 。土師質土器片・焙烙片などがある。

なお, S K207出 土の染付磁器片と本遺構出上の染付磁器片とが接合した。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

実測可能遺物なし。

S K210

サ39グ リッド,S K209のす ぐ南側で検出した不定形の

土坑である。この土坑も二段になってお り,長軸約110cm,

短軸約70cm,遺構確認面から一段 目のテラスまでの深さ

約 10～ 15cm,二段 目は円形で,径約44cm,底 までの深さ

約15cmを計る。

A―

①明褐灰色砂質土(礫 と甕の破片を多く含むD
②暗掲灰色砂質土(炭化物を多く含むD
③掲灰色砂(炭化物を多く含む♪
④灰色砂

O           ln

-
第342図  S K209土層断面図
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S Dl14に よって,その東南部を切 られている。

出土遺物は,土師質土器片など少量である。

大甕の抜 き取 り穴の可能性が強い。

実測可能遺物なし。

S K212

サ39グ リッド,S K211にその東側を切 られるかたちで検出した不正円形の土坑である。長軸約

140cm,短軸約120cm,遺構確認面からの深さ約15～ 20cmを 計る。 S P222, S K208, S K209に
,

それぞれ東端,南西端,西端を切 られている。また,S K207,S K213,S K214,S Pl15を 切っ

ている。

出土遺物は,陶胎染付片 0土師質土器片・焙烙片・灯明皿片などである。

時期は,18世紀後半頃。

実測可能遺物なし。

S K214

サ39グ リッド,S K209,S K211,S K212,S K213,S P220,S P221,S P222な どにその

上部を切 られるかたちで検出した不定形の土坑である。長軸約100cm+α ,短軸約80cm+α,遺構

確認面からの深さ約40～ 45cmを 計る。また, この土坑はその一部がサ40グ リッドにもまたがる。

出土遺物は,陶胎染付片・土師質土器片などである。

時期は,18世紀後半頃。

実測可能遺物なし。

なお, S K201出 土の陶胎染付片と本遺構出土の陶胎染付片とが接合 した。

同時期に,機能又は廃絶 した可能性が強い。

S K216

サ39グ リッド, S K215か ら北東へ約 lmの ところで検出した不定形の土坑である。長軸約130

cm,短軸約100cm,遺構確認面からの深さ約 2～ 3 cmを 計る。

淡灰色砂質土の埋土をもつ。

出土遺物は,土師質土器片など非常に少量である。

実測可能遺物なし。

S K218

シ39ポ イン トより東へ約12m,北へ 5mの サ39グ リッドで検出した不正円形の土坑であ り,西

―-344-―



北端をS B 102に切られている。長軸約190cm,短軸約120cm,遺構確認面からの深さ約30cmを 計る。

暗灰色砂礫の埋土をもつ。

出土遺物は,染付磁器片・青磁染付片・陶器片・陶胎染付片・土師質の大甕片 0土師質土器片・

瓦片・播鉢片・灯明皿片・焙烙片など非常に多い。

時期は,18世紀頃。

なお, S K108出 土の染付磁器片と本遺構出上の染付磁器片とが接合した。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

S K220 土層断面図 〈第343図〉参照

サ40ポ イントより南東へ約 6mの サ40グ リッドで検出した隅丸長方形の土坑である。たて約350

cm, よこ約400cm+α,遺構確認面からの深さ約25～ 40cmを 計る。

埋土は,全部で 5層 からなっており,第 1層は,淡褐灰色砂質土,第 2層 は,明灰褐色砂質土,

第 3層は,灰色砂質土で 2～ 8 cm大の礫を少し含んでいた。第 4層は,黄褐灰色砂質土で,第 3

層と同じく2～ 8 cm大の礫を多く含んでいた。第 3層・第 4層 からは,多 くの遺物が出土した。

第 5層 は,灰黒色土で大量の焼土と瓦片が出土した。

出土遺物は,染付磁器片(二重網目文・広東型碗など)・ 陶胎染付片・陶器片・土師質の大甕片・

土師質土器片・瓦片・摺鉢片・灯明皿片・焙烙片 0土鍋の足 0焼土・焼石・炭化物などである。

時期は,18世紀前半～19世紀頃。

なお, S K107出 土の陶器片と本遺構出土の陶器片とが接合した。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

①淡褐灰色砂質土

8震琶縁魯望質土

0、      lm 8戻鸞雹呈階 瓦を多く含む。)

一第343図  S K220土 層断面図

S K221

サ40ポ イン トより南東へ約 2mの サ40グ リッドで検出した隅丸長方形の土坑である。たて約200

cm,よ こ約140cm,遺構確認面からの深さ約10～ 15cmを計る。

出土遺物は,染付磁器片・陶胎染付片・陶器片・橘鉢片・灯明皿片・焙烙片などである。

時期は,18世紀頃。
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S K223

サ40ポ イントより東へ約 5mの サ40グ リッドからコ40グ リッドにまたがるかたちで検出した不

定形の土坑である。長軸約170cm tt α,短軸約110cm遺構確認面からの深さ約 3～ 6 cmを計る。

出土遺物は,土師質土器片・灯明皿片など少量である。

時期は18世紀頃。

実測可能遺物なし。

S K224

サ40グ リッド,S K221か ら南へ約150cmの ところで検出した不定形の土坑である。長軸約170cm,

短軸約150cm,遺構確認面からの深さ約 5～ 20cmを 計る。

出土遺物は,青磁染付片・陶胎染付片・土師質の大甕片・土師質土器片 。瓦片 0焙烙片 。土鍋

の足などである。

時期は,18世紀頃。

S K227

シ39ポ イントより南へ約750cmの シ39グ リッドで検出した不定形の土坑である。長軸約150cm+

α,短軸約70cm+α,遺構確認面からの深さ約25cmを 計る。その南側は調査区外へ逃げる。

出土遺物は,陶胎染付片・土師質土器片・鉄片などである。

時期は,18世紀頃である。

実測可能遺物なし。

S K228

シ39グ リッド, S K227の すぐ北側で検出した楕円形の土坑である。長軸約50cm,短軸約40cm,

遺構確認面からの深さ約15～ 20cmを 計る。

出土遺物は,染付磁器片 (梅樹文くらわんか手・広東型碗など)0陶胎染付などである。

時期は,18世紀前半～19世紀頃。          .

S K230

シ39ポ イントより東へ約 3mの シ38グ リッドで検出した不正円形の土坑である。この土坑は
,

二段になっており,長軸約140cm+α ,短軸約150cm,遺 構確認面から一段目のテラスまでの深さ約

40～ 58cm,二段目の長軸約65cm,短軸約55cm,底 までの深さ約25cmを 計る。

S K233を ,南側で切っている。

出土遺物は,染付磁器片(二重網目文)・青磁・陶器片(瀬戸 0美濃系呉須絵広東碗,掛分け碗)。
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土師質の大甕片・土師質土器片 0焙烙片・瓦片・石などである。

時期は,18世紀～19世紀頃。

大甕の抜き取 り穴の可能性が強い。

なお, S Dl19出 土の染付磁器片 (広東型碗)と 本遺構出土の染付磁器片 (広東型碗)と が接合

した。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

S K232

シ39グ リッド, S K230か ら西南へ約50cmの ところで検出した不定形の土坑である。長軸約150

cm,短軸約100cm,遺構確認面からの深さ約45～50cmを 計る。

この土坑には,径 105cm,高 さ74cmの土師質の大甕が据えられていた。

S P262にその北端を切られている。

その他の遺物としては,染付磁器片 0陶胎染付片・陶器片・土師質の大甕片・土師質土器片 0

瓦片・灯明皿片・羽釜片・焙烙片・かんざし・鉄片 (銭 )・ 砥石・炭化物など多い。

時期は,18～ 19世紀頃。

S K233

シ39グ リッド,S K232の 西側で,その東半部を切られるかたちで検出した不正円形の土坑であ

る。長軸約300cm,短軸約250cm,遺構確認面からの深さ約65cmを 計る。

この土坑の底からは,大甕の底部が据えられたかたちで検出されている。

その他の遺物としては,染付磁器片 0土師質土器片・橘鉢片・焙烙片などである。

実測可能遺物なし。

③溝状遺構

溝状遺構は,調査区全体において23を検出した。その全ては,サ 39グ リッドまたはそれをとり

囲むかたちで存在する。サ39グ リッドには,すでに見てきたように掘立柱建物や生活関連施設と

考えられる土坑が数多く存することから, ここに記す溝状遺構は,その掘立柱建物を有する屋敷

域とそれ以外の区域を分かつ意味合いを濃 くもっていたものと考えられる。

しかし,その一方で近代以降の水田化に伴 う畦畔策定時につくられた可能性も否定できない。

例えばこの三豊地域においては,現在の田畑の畦畔を掘 り返した場合,畦畔の下より人頭大の石

が埋まっていることは,土地の古老の弁を待たずして知ることができる。後述するS Dl19な どは
,

特にその可能性が考えられる。

ただ,後者の場合においても,前者の機能 (屋敷の区画的意味合い)を反映していた り,前者

の機能を持ちつつも,溝 として存在していたのではなく,後者のような存在のしかた (人頭大の
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石を埋めることにより区画性を示す)を していたのかもしれない。

ただ,発掘調査の結果からいえることは, これらの溝状遺構が埋没したのは,少なくともサ39

グリッド内にみられる掘立柱建物や土坑などが廃絶するのと同時期か,ややそれより遅れる時期

と考えられるため,近世遺構が機能していた段階においては,溝 として掘られ屋敷域内において

一定の機能 (区画性や排水)を果たしていたか,ま たは近世遺構が廃絶する段階以降に後者の意

味 (溝 としてでなく,田畑の区画性を示す目的)で成立したものと考えられる。

なお, ここであげる全ての溝状遺構が,同様な成立過程・機能を有していたか否かは別問題で

あって,それについては考察等に譲ることとする。

S D101

コ39(東)グ リッド,西南隅の S K108のすぐ北側で,現地割 (市道吉岡0江藤線)に平行する

かたちで検出した溝状遺構である。その南東側をS D 102に切られており,北西側は現在使用され

ている北東方向に延びる用水路に至っている。 S Dl180 S Dl19の いずれかにつながるものと考

えられるが,確認できていない。幅約25cm+α,遺構確認面からの深さ約 4～ 6 cmを計る。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片・土師質土器片 0瓦片・灯明皿片 0焙烙片などである。

実測可能遺物なし。

S D 102

コ39(東)グ リッド,西南隅でその北西部北側で S K109を ,北西部南側で S D101を切るかた

ちで,現地割 (市道吉岡・江藤線)に平行するかたちで検出した溝状遺構である。その北西部は
,

S D101同様,現在使用されている用水路に直交するかたちで延びている。 S Dl17に つながるも

のと考えられるが,S Dl18につながる可能性も全く否定はできない。未確認である。幅約25～ 50

cm,遺構確認面からの深さ約 5～ 10cmを計る。

出土遺物は,染付磁器片 0陶器片 0土師質土器片 0瓦片・橘鉢片などである。

S D 104

サ38(東)グ リッド,北東隅において検出した,現地割 (市道吉岡 0江藤線)に平行し,ま た

現在使用されている北東方向に延びる用水路 (以下,現北東用水路と称する)に直交するかたち

で検出した濤状遺構である。幅約150cm,遺構確認面からの深さ約22～ 35cmを 計る。

この遺構は他の溝状遺構と異なり,深 くしっかりとしたかたちで検出され,約 20～ 30cm大 の礫

を敷いたような痕跡さえ留めることから,グ リッドを越えたサ39グ リッド, S D105。 S D 106に

つながる溜まり部分より西側の本遺構は, S D 105。 S D1060 S D107か ら上述の現北東用水路に

続 く溜まり (排水用の溜め堀)的性格をもつ遺構だった可能性も考えられる。
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それらの遺構間の先後関係については,本遺構であるS D 104は S D105・ S D106を切 り, SD

1070 S P128に は切られるかたちで検出されているが,非常に不明瞭であった。

出土遺物は,染付磁器片 (二重網目文・広東型碗)0赤絵磁器片・陶胎染付片・陶器片 (瀬戸・

美濃系赤絵付京焼風陶器 :実測不可能)0土師質の大甕片・土師質土器片・瓦片・摺鉢片・灯明皿

片 0焙烙片・土鍋の足・鉄片など非常に多い。

時期は,18世紀後半～19世紀。

なお, S K174e s K207出土の陶器片 (刷毛目瓶片)と 本遺構出土の陶器片 (刷毛目瓶片)と

が接合した。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

S D 105

サ39グ リッド, S D104に その北西端を切られ,ま たその南側で S D106を切るように検出した

溝状遺構である。やはり,現地割 (市道吉岡・江藤線)に平行し,現北東用水路に直交するかた

ちで延びている。幅約20～ 40cm,遺構確認面からの深さ約 2～ 3 cmを 計る。

遺物は,検出されなかった。

S D 106

サ39グ リッド,S D 105に その北半部を切られたかたちで検出された溝状遺構である。その中央

部をS B101の南西隅のビットが切っている。やはり,現地割(市道吉岡・江藤線)に平行し,現北東

用水路に直交するかたちで延びている。幅約36cm+α ,遺構確認面からの深さ約 1～ 2 cmを計る。

遺物は,検出されなかった。

S D107

サ39グ リッド,S D 104の 東端溜まり部分を切るようなかたちで,北西から南東の方向へ約 8m

延びるように検出した溝状遺構である。やはり,現地割 (市道吉岡・江藤線)に平行し,現北東

用水路に直交するかたちで延びている。幅約10～ 50cm,遺構確認面からの深さ約 2～ 10cmを計る。

その北側で検出した掘立柱建物であるS B 101に も平行し,そのすぐ南側に位置することから,

そのS B101に伴 う施設 (雨 落ち溝または排水用の溝)の可能性を考えられる。

出土遺物は,陶器片・土師質土器片・瓦片などである。

S D 109

サ39グ リッド, S D108の すぐ東側で, S D1080S D107(現地割)に直角になるようなかたち

で北東から南西に向かって検出された溝状遺構である。その北側は,S D107に よって切られ,そ
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の東半部は, SD■0に よって切 られたようになっている。また, S Dlllの 東側を切っている。

長さ約340cm,幅約60cm+α,遺構確認面からの深さ約 3～ 5 cmを計る。

出土遺物は,土師質の大甕片,土師質土器片などである。

実測可能遺物なし。

S D l10

サ39グ リッド,S D109の 東半部を切るかたちで,それと寄 り添 うように北東から南西に向かっ

て検出された溝状遺構である。その北側は,S D 107に接する直前で止まってお り,南側は,シ 39

グ リッドに入って S D121につながるものと考えられ,す ぐに東南方向に屈曲して調査区外に逃げ

ていくようである。幅約10～ 40cm,遺構確認面からの深さ約 3～ 6 cmを計る。

出土遺物は,土師質土器片などである。

実測可能遺物なし。

S Dlll

サ39グ リッド, S K144と S K141な どとの間で S D107と 平行に,つまり現地割 (市道吉岡。江

藤線)に平行,現北東用水に直角に検出された溝状遺構である。その北西側は,サ 38(東)グ リッ

ドに至って S E 101の手前で止まり,南東側は, S D109に よって切 られている。幅約30～ 40cm,

遺構確認面からの深さ約 5～ 10cmを計る。 S D121ま たは S D122につながる可能性もある。

出土遺物は,染付磁器片・土師質土器片 0橘鉢片・焙烙片などである。

実測可能遺物なし。

S D l12

サ39グ リッド, S K141の 東側から端を発 して, S K140の 北側を通 って南に屈曲して,シ 39グ

リッドに至るかたちで検出された溝状遺構である。 S K140。 S K141に はそれぞれ切 られている。

また,シ 39グ リッドに至って S D122につながる可能性もある。未確認である。幅約50～ 65cm,遺

構確認面からの深さ約 5～ 8 cmを計る。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片・陶胎染付片 0土師質の大甕片 。土師質土器片 。瓦片 。焙烙

片などである。

時期は,18世紀後半頃。

S Dl14

サ39グ リッド,東南隅より,現地割 (市道吉岡 0江藤線)に直角に北東方向に延びる溝状遺構

である。サ40グ リッドに至って, S D 120になり,そ こで西方向に直角に曲がって再び S Dl19ヘ
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至 り,つながるものと考えられる。この一の谷遺跡群近世遺構の住居域と生業域を画する大きな

意味をもつ溝状遺構である。サ39グ リッド,S Dl14の東側は遺構面が一段高く,本調査区とは異

なった生活域が,こ の S Dl14お よび S D120に ようて隔てられていたことが確認できる。幅約

50～ 60cm,遺構確認面からの深さ約 7～ 10cmを計る。

出土遺物は,染付磁器片 0陶胎染付片・陶器片・土師質土器片・灯明皿片・焙烙片などである。

時期は,18世紀後半頃。

S Dl16

サ39グ リッド,北西隅で, コ40グ リッドより調査区西側沿いに南へおりるように検出された溝

状遺構である。コ40グ リッド, S K108か らサ39グ リッド, S X 102に至っているわけである。 S

K108と の先後関係は不明であるが,本遺構は S X 102に よって切られている。S X102は後述する

が,遺構の底部より木杭が数本検出されており,現北東用水路と本近世遺構にかかわる給排水施

設的な性格を有していたと考えられるため, この S Dl16は その前身的施設であったかもしれな

い。幅約25cm,遺構確認面からの深さ約 5～ 10cmを計り,その南側で S X 102に切られるものの
,

幅は約200cmほ どにふくらむ。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片 (瀬戸 0美濃系掛分碗)0土師質土器片などである。

実測可能遺物なし。

S Dl17

サ39グ リッド,北西よりで, コ40グ リッドS D102な どの延長として検出した溝状遺構である。

現地割 (市道吉岡 0江藤線)に平行し,現北東用水路と直交する。 S Dl180 S Dl19を それぞれ

切る。幅約60～ 90cm,遺構確認面からの深さ約 5～ 8 cmを計 り,20～ 40cm大 の石を多く含んでい

デこ。

出土遺物は,染付磁器片・陶器片・土師質の大甕片・土師質土器片・瓦片・灯明皿片・焙烙片

などである。

S Dl18

サ39グ リッド,北西よりで, コ40グ リッドS D101(S D102の可能性も否定できない)の延長

として検出した溝状遺構である。現地割 (市道吉岡・江藤線)に平行し,現北東用水路と直交す

る。 S Dl17にその南西端を切られ,S Dl19を切っている。幅約40～ 50cm,遺構確認面からの深

さ約 6～ 7 cmを 計る。

出土遺物は,土師質土器片など少量である。

実測可能遺物なし。
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S D l19

サ39グ リッド,北東部にあって, コ40グ リッドS D101e s D102,サ 39グ リッドS Dl17・ SD

108に連なるかたちで,現地割 (市道吉岡0江藤線)に平行し,現北東用水路と直交して検出され

た溝状遺構である。西側では, コ40グ リッドS D101と 同一遺構の可能性もあり,ま た東側では
,

サ40.グ リッドS D120と 南東側では,サ 39グ リッドS Dl14と 同一遺構と考えられることから,本

遺構は, この調査区において,現地割に平行しながらカギ状にめぐらされた溝状遺構の中心的な

位置を占めるものと考えられる。幅約70～ 80cm,遺構確認面からの深さ約13～ 15cmを計 り,そ の

中央部 S K195の北に位置する附近においては,南側に大きく張 りだした (東西約160cm× 南北約

80cm)よ うになっている。また溝は,全体にわたって二段になっており,幅約 5 cmほ どのテラス

をもっており,埋土からは約20～ 40cm大 の石が多く検出された。

出土遺物は,染付磁器片 0陶器片 (瀬戸・美濃系呉須絵広東碗)0土師質の大甕片 0土師質土器

片・瓦片・焙烙片などである。

時期は,18世紀末～19世紀頃。

なお, S K230出 土の染付磁器片 (広東碗)と 本遺構出土の染付磁器片 (広東碗)が接合した。

同時期に,機能又は廃絶した可能性が強い。

S D120

サ40グ リッド,西南部において,サ 39グ リッドS Dn9の 延長として検出した溝状遺構である。

サ40グ リッドにおいては,す ぐにゆるやかな微高状のたかまりに至 り,そ こにあたった後,直角

に屈曲して南に進路を変え,再びサ39グ リッドS D l14につながる。 S D l14。 S Dl19で述べたと

おり,こ のカギ状に屈曲するS D120は,本近世遺構全体にとってその生活領域を考えるうえで重

要な意味をもつものといえよう。幅約25～ 40cm,遺構確認面からの深さ約 6～ 14cmを計る。

遺物は,検出されなかった。

S D121

シ39グ リッド,東北側調査区外より,サ 39グ リッドSD■0ま たはS Dlllにつながるかたちで

検出した溝状遺構である。ちょうどサ39グ リッドとシ39グ リッドの境で東南方向に屈曲する。幅

約30～ 35cm,遺構確認面からの深さ約 2～ 3 cmを 計る。 S D 122お よびそれに連なるS Dl12と 屈

曲しながら平行して走る。

遺物は,検出されなかった。

S D 122

シ39グ リッド,東北側調査区外より,サ 39グ リッドS Dl12につながるかたちで検出した溝状遺
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構である。シ39グ リッドS K231附近で東南方向に屈曲する。幅約50～ 60cm,遺構確認面からの深

さ約 3～ 5 cmを 計る。 S Dl12お よびそれに連なるS D121と 屈,曲 しながら平行して走る。

遺物は,検出されなかった。

④井 戸

井戸は, この調査区において 1基検出した。

S E 101

サ38(東)グ リッド,東壁沿いで検出した。長軸約200cm,短軸約150cmを計る。地山である灰

色砂礫層より約80cm掘 り込んだところで,井戸上面の石組があらわれた。

地山面より井戸上面までの土層は,上から第 1層明褐黄色粘質土→第 2層暗灰色粘質土→第 3

層淡褐灰色砂礫→第 4層淡灰色粘質土となる。

そうして地山面より約 lmを掘 り進んだ時点で,湧水等の危険のため掘 り進むのを断念した。

そこには,約30～ 40cm大 の石が多く投げ込まれていた。

出土遺物は,土師質の大甕片・染付磁器片 0青磁染付片・陶器片・土師質土器片・瓦片・摺鉢

片・焙烙片など多い。

時期は,18世紀後半～19世紀。

⑤不明遺構

ここで取 り上げる, S X1010 S X102は ともに現北東用水路より取水又は排水のために設けら

れていた施設であったと考えられる。

出土遺物の年代観からは, S X1010 S X102は ともにはぼ同時期に廃絶 した可能性が強 く, ど

ちらかが廃絶 した後, どちらかが設置 されたというある特定の同じ目的のもとにつ くられたもの

ではなく,取水 0排水とい う機能は同じでも,異なった施設 として設置・機能 していたものと考

えられる。

S X 101 土層断面図 〈第345図〉参照

サ38(東)グ リッド南端において,現東北用水路に接するかたちで検出した遺構である。通称

洗い場状遺構 と呼んでいる。

たて約200cm,よ こ約150cm tt α。遺構は,その東側に高さ約30cmほ どの石垣を築いてお り,ま た

その北側・南側はやや粗雑に石を配 していた痕跡が認められる。西側はその両端 2ヶ 所に暗渠式

と考えられる取水 口がある。現東北用水路は北から南へ流れてお り,北側の取水口より水を取 り

入れ,南側の取水 (排水)口 より水を流 したものと考えられる。

また,東側の石垣は約15～ 20cm大 の石のこぐちをきちんとあわせて積んでお り整然 としている。

第345図の土層断面図によれば,③明褐灰色砂質土が暗渠式の取水・排水施設と考えているもの
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第344図  S X 101平面実測図
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-第345図  S X101土層断面図

で,南側の取水口に残る石がそのなごりと考えている。また,土層④⑤⑥を埋土とし,④⑤層に

含まれる約5～ 20cm大 の礫を伴う落ち込み状の断面がこのS X101に伴うものか,ま た何を意味す

るものなのかは不明である。

なお,③炭層。②花聞土・①耕作土等が盛られ, この部分が私道として整備されるのが,いつ
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ごろになるかも,現状では不明である。

出土遺物は,土師質の大甕片・染付磁器片 (端反 り碗等)・ 陶胎染付片・陶器片・土師質土器片 0

瓦片・播鉢片・焙烙片・銭など多い。

時期は,18世紀後半～19世紀。

S X102

サ39グ リッド北西隅において検出した不定形の遺構である。長軸約300cm tt α,短軸約200cm十

α,遺構確認面からの深さ約20～ 30cmを 計 り,底からは約 5～ 25cm大 の礫が投げ込まれるようなか

たちでたくさん検出された。また,礫を取 り除くと木杭が 3本打たれたかたちで見つかった。

この遺構もまた,現北東用水路からの取水・排水又は S D l16の 機能と何らかの関係のある目的

でつくられた施設であると考えられる。

出土遺物は,土師質の大甕片・染付磁器片 (広東碗等)・ 青磁染付片・陶胎染付片・陶器片・土

師質土器片・瓦片・摺鉢片・灯明皿片・焙烙片 0鉄片 0木杭など多い。

時期は,18世紀後半～19世紀。

(4)市道吉岡・江藤線の調査

一の谷遺跡群の発掘調査も大詰を迎えた昭和61年 12月 17日 ,刈 田郡条里の調査を目的とした本

遺跡の当初の目的を少しでも果たすべく,市道吉岡・江藤線に断ち割 リトレンチを入れることに

なった。しかし,道路南側には,幅約100～ 200cmの 用水路が走っており, トレンチは市道の半分

を切るにとどまった。

①市道横断 トレンチに見られる基本層序 土層断面図 〈第346図〉参照

第 1層 耕作土

第2層 淡褐灰色砂質土 (床土)

第3層 暗灰褐色砂質土 (床土)

第 4層 淡茶灰色粘質土 (弥生時代後期包含層・マンガン粒を多く含む)

第5層  明灰褐色砂質土                 :

第6層  明灰褐色砂質土 (第 5層 よりやや暗く,小礫を含む)|‐‐弥生時代前期包含層

第7層 淡褐灰色砂質土 (砂に近い)           |

第 8層 暗褐灰色砂質土                ―‐」

第9層  明黄褐灰色砂質土 (地山)

②市道吉岡・江藤線の変遷

今回の市道吉岡 0江藤線のトレンチ調査によって, 目的であった条里制施行時期に直接関係

する道路面及び水路は確認することができなかったものの,現在の道路面・水路を含めて 3時

期の道路面とそれに伴う水路を検出することができた。
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i)確認し得る限りにおいて,最も古いものは,ま ず④を道路面とするものであり,それに伴

う溝が② o④を埋土とするものである。水が流れたであろうと考えられる②部分の底幅は
,

約40cm,上面の幅約70cmを計る。この道路上面をかたちづくる④中より,備前焼橘鉢片が出

土した。この橘鉢片はS D104出土の204の摺鉢やS K107・ S K122の双方から出土接合した

230の橋鉢と同タイプで,日 縁部内面に一本の突帯が入るという特徴をもっている。近世後半

～末頃のものと考えられる。(第 380図播鉢実測図(1230と 同形参照)

五)次にi)期の道路面に⑮ O②・④・②・④の盛り土をして,①の上面を道路面とするもの

が形成される。それに伴う溝が①・⑩を埋土とするものである。この溝と道路のり面との境

には,土層④に見られる松杭の痕跡が確認できたため,そ こには杭列又は矢板列のような施

設が設けられていたものと考えられる。この溝において,水が流れたであろうと考えられる

⑩部分の底幅は約70cm,上面の幅約75cmを計る。時期を判断し得る遺物は出土していない。

この五)期の道路幅は,前面を断ち割っていないため不明であるが,道路北側においては
,

i)期のものとほとんど変わ りがない。しかし,道路のり面の傾斜がゆるやかとなり,溝幅

も若干拡がり,全体として約30cmほ ど北側に拡張された格好になっている。

面)そ して五)期の道路面に⑩・⑮の盛り土をして,ア スファルトを敷設した現在使用の道路

面が形成される。それに伴う溝が⑭を裏込めにしたコンクリート溝である。

この面)期の道路幅は, 五)期 の道路幅に比べて道路北側において約110cm拡 がっているこ

とがわかる。

なお,本遺跡近世遺構は, i)期 の道路及び溝 とほぼ同じ時期に機能 していたと考えられる。

つまり,近世遺構が営まれていた時期においては,そ の道幅が現在より少なくとも北側で約100cm

は狭かったことが確認された。

0              1m

-

第346図
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また,本遺構の歴史的地理環境の中でも若干触れたとおり, この市道吉岡・江藤線が,古代の

刈田郡と三野郡との郡境であったという説も出されているが,それを裏付ける資料や当時までこ

の道がさかのぼるか否かについては確認することができなかった。

SK140
SK180

第347図  大甕実測図(|)
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第348図  大甕実測図(2)
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SK197

第349図 大甕実測図(3)

(5)遺 物

一の谷遺跡群近世遺構から出土 した遺物はコンテナ数にして約100杯強である。時期は,近世後

半を中心にした頃のものが多 く,一部近世前半に遡るものと近代初頭まで落ちるものが含まれて

いる。出土遺物 としては,土師質土器片,特に大甕の破片が大量に出上 した。次には陶磁器類で

ある。そして,備前系橘鉢片 。瓦片 0灯明皿片・焙烙片 0鉄製品・銭・木製品などがあげられる。

本稿では,紙面の関係から近世陶磁器片と備前系橘鉢片を中心に記述することとする。なお大

量に出土した土師質土器片・大甕・焙烙片については写真図版を参考にしていただきたい。

(a)陶磁器

S K101 (1 ～17)

1～ 4ま では皿で,染付磁器である。■は外面に唐草文,内面には網 目文を施す。

5は ,白磁。 6～ 11ま では碗で,染付磁器である。 607に は外面に二重網 目文を施す。 7は

内面にも網 目文が入る。波佐見窯のものか。 809は 典型的なくらわんか手 と呼ばれる粗雑な製

品である。 11は ,見込み中央にコンニャク印判による五弁花文が描かれている。

12は ,青磁の瓶か何かの底部である。

13e14は,陶胎染付である。13には梅樹文が描かれている。18世紀前半～中葉。

16は,備前系の鉢である。

概 して,18世紀頃のものである。
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S K103 (18^… 22)

18019は ,皿であり,18は見込みを蛇の目釉はぎされており,内面も格子文が入る。18世紀頃。

20は,碗で外面に丸文を施す。18世紀。

21は,瀬戸・美濃系陶器の碗 (通称半磁器と呼ばれるものである)で,掛分碗と呼ばれるが
,

編年によれば,18～ 19世紀頃である。

S K107 (23-37)

23024は ,皿であり,23は小杯である。

25～ 35ま では碗であり,25026は ,外面に二重網目文を25は内面にも網目文を施している。18

世紀頃。

29は,外面に梅樹文が,31は,花壇文が施され, 日縁部内面には四ツ割花弁連続文が施されて

いる。

32は,瀬戸・美濃系掛分碗。18～ 19世紀頃である。

33034は ,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。

36は,唐津系二彩刷毛目皿。高台下端を面取 りしている。18世紀以降。

37は,備前系の小壼。内面に錆びた鉄がこびり付いている。

S K108 (38-61)

38は,広東型碗であり,18世紀末～19世紀初。

39は,波佐見窯か,高台内に「大明年製」の崩れ字が記される。18世紀末頃。

40042は ,外面に二重網目文を施している。18世紀頃。

43044は ,外面に菊花文のコンニャク印判が押されている。18世紀初～中葉頃。

46047は ,皿で,46は 1に類似。47は,見込みに蛇の目釉はぎがされており,中央にはコンニャ

ク印判による五弁花文とおぼしき痕跡が認められる。

48～ 50は,青磁染付である。48049は 同タイプで,外面には青磁釉が施されており, 日縁部内

面には四ツ割花弁連続文が施されている。(青磁染付B類 と称されるタイプ)18世紀後半～19世紀

初。50も ,外面に青磁釉が施されており,見込みには蛇の目状に砂が厚 く盛 り上がっている。蓋

の可能性がある。

52・ 53は,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。

54は,いわゆる京焼風陶器か。

55～ 57は,瀬戸 0美濃系掛分碗。18～ 19世紀頃である。

58～ 61は,陶器であり,58は器種不明。59は底部外面にヘラ描き痕が見られる。60は,備前系

灯明皿であり,内側に凸帯がめぐっており,18世紀初以降。61は,非常に薄くつくられており,
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内面には,おろし目が彫 られている。

S Klll (62-66)

62は,自磁で器種不明。

63064は ,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。

66は,備前系陶器で内面には,鉄分が付着 している。

S Kl13 (67・ 68)

67は,染付磁器の碗で,外面には唐草文が,高台脇には蓮弁文が, 日縁部内面には四ツ割花弁

連続文が施されている。細い筆で丁寧に描かれている。

68は,唐津系刷毛 目碗。18世紀前半～18世紀中頃。

S Kl14(69～ 80)

69070は染付磁器碗で,68は,外面に二重網 目文を施 している。18世紀頃。70は梅樹文の省略

文が外面に施されている。

72は,輸入品の可能性もある。

74075は,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。

76は,瀬戸・美濃系の製品か。

77は,備前系の小壷。内面に錆びた鉄がこびり付いている。

79は,裏面に刻印が押されている。

S Kl15

81は,備前系の陶器。

S Kl16 (82-88)

82は,染付磁器の小杯。 日縁部外面に雨降 り柳文が施されている。

83は,唐津系刷毛 目皿。18世紀頃。

84～ 88は,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。84085と もに外面に唐草文が施されている。

S Kl18

89は,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。外面に唐草文が施されている。

S K120
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89は,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。

S K121

91は,染付磁器である。

S K122 (92-96)

92は,染付磁器であ り,外面に梅樹文が施されている。いわゆるくらわんか手で,18世紀。

93は,染付磁器の皿であ り,見込み中央にコンニャク印判による五弁花文が描かれてお り,見

込みには,蛇の目釉はぎがされている。18世紀後半まで。

94は,青磁染付であ り,見込み中央には手書 きの五弁花文が,高台内には「渦福」の くず し字

が記されている。 (青磁染付A-3タ イプ)18世紀中頃。

95は,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。

96は,香炉か。

S K123 (97^‐ 102)

97は,自磁の小杯。98099は染付磁器の碗。

100は,染付磁器の皿, 1に類似。内面に網 目文が入る。

101は,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。

S K124 (103^‐ 108)

1030104は,染付磁器。103は,見込みに蛇の目釉はぎがある。

105は,染付磁器の碗で,外面に花壇文が施されている。

106は,染付磁器のそば猪 日か,蛇の目凹形高台をもつ。18世紀以降

107は,香炉か。

S K125 (109--132)

109は,染付磁器であ り,外面に梅樹文が施されている。いわゆるくらわんか手で,18世紀。

1100111は 染付磁器碗で,外面に二重網 目文を施 している。18世紀頃。

114～ 117ま では,染付磁器の皿であ り,114は 見込みに蛇の目釉はぎをしている。高台脇から高

台にかけては無釉である。17世紀後半～18世紀。

115も ,見込みに蛇の目釉はぎをしている。内面には斜格子文が施される。18世紀。

116も ,見込みに蛇の目釉はぎをしている。また見込み中央に五弁花文を入れた痕跡がある。18

世紀。
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117は,見込み中央に文様が描かれている。

118は,そば猪 日か。

119は,染付磁器の瓶。120は,青磁瓶。

122～ 127は,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。

128は,唐津系刷毛 目瓶。

1300131は ,備前系の灯明皿。内側に凸帯がめぐってお り,18世紀初以降。

132は,備前系陶器。外面に刻印らしきものが入る。

S K126

133は,染付磁器の碗である。

S K130

134は,染付磁器の小皿であ り,内面には二重の格子文を施している。

S K140(136～ 138)

136は,内面に梅折枝文を施 し,見込みは蛇の目釉はぎがされ,高台脇から高台にかけては無釉

である。17世紀後半～18世紀前半。

137も ,染付磁器の皿で内面には,斜格子文 と考えられる痕跡がみえる。見込みには蛇の目釉は

ぎがされている。18世紀。

S K148

139は,染付磁器の小杯で口縁部外面に笹文が施されている。 18世紀～19世紀前半。

S K149

140は,陶器である。産地不明。瓶か。

S K163 (142-144)

142は,俗に言 う京焼風陶器 と呼ばれるものである。

S K170

145は,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。

S K176 (1460 147)
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146は,内面に梅折枝文を施し,見込みは蛇の目釉はぎがされ,高台脇から高台にかけては無釉

である。17世紀後半～18世紀前半。

147は,広東型碗であり,18世紀末～19世紀初。

S K180 (148-150)

148は,高台内に「大明年製」のくずし字が施されている。

149は,染付磁器の皿である。見込み中央には五弁花文の痕跡がかすかに残る。外面には,唐草

文が入る。18世紀後半頃。

150は ,俗に言 う京焼風陶器と呼ばれるものである。高台脇の削り出しが急である。18世紀中葉

～19世紀前半。

S K184 (151-155)

151は,染付磁器の小皿。

152～ 156は,染付磁器の碗。152は,瀬戸・美濃系の磁器の可能性がある。19世紀以降。

155は,見込み中央に芝文が入る。

S K186

156は,反端 り碗と呼ばれるタイプで口縁部が外反する。19世紀初～明治。

S K187

157は,青磁であり,瓶 となる。

S K190(158～ 161)

158は,いわゆるくらわんか手で,18世紀。

159は ,白磁であり,紅皿である。外面には,立て方向の沈線が連続して入る。18世紀～幕末頃。

160は,萩焼の系統に入るもので,高台内が螺旋状にまわ りながら刻まれている。

S K193

162は,染付磁器の碗であり,外面には松文が描かれている。

S K197

163は,染付磁器の皿であり,内面には七草手唐草が多く描かれている。
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S K201

164は,唐津系二彩刷毛 目皿。高台下端を面取 りしている。18世紀以降。

S K204

165は,外面に二重網 目文を施している。18世紀頃。

S K207

166は,陶器であ り,瀬戸 0美濃系の可能性が強い。内面には,墨が多 く付着 していた。その用

途 と関わ りがあるかもしれない。

S K217

167は,外面に唐草文,内面には網 目文を施す。 1な どと同類。 168と 同一固体か。

S K218 (168-185)

168も ,外面に唐草文,内面には網 目文を施す。 1な どと同類。167と 同一固体か。

169～ 171は,染付磁器の碗である。169は ,いわゆるくらわんか手で,18世紀。外面に梅花文が

施されている。また,見込みは蛇の目釉はぎされていた。

170も ,同 じく見込みが蛇の目釉はぎされている。18世紀頃か。

172は,染付磁器で,見込みに丸文が施されている。

174は ,見込み中央に五弁花文の痕跡がかすかに残る。高台内にも模様が残るが不明。18世紀頃。

175は,その内面に斜格子文がはいる。18世紀頃。

176も ,染付磁器で,段重 0蓋物か。蛇の目凹形高台の可能性大。 18世紀頃。

177も ,染付磁器で,水滴である。

178は,青磁であ り,瓶 となる。

179～ 184は,陶胎染付である。 18世紀前半～中葉。

S K220 (186-‐ 195)

186は,広東型碗であ り,18世紀末～19世紀初。見込み部分には壽字文の崩 しが施されている。

187は,漆継ぎの痕跡が認められる。

188～ 191は,染付磁器の皿である。189は内面に丸文 と唐草文が描かれている。190は内面に梅

樹文が描かれていた。

1930194は ,甕であるが産地等は不明である。

195は,用途不明であるが,薄手でつ くられてお り,おろし目がつ くられていた。 (61と 同類)
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S K224 (197・ 198)

(粧 25)

197は ,青磁染付である。見込み中央には五弁花文の痕跡が見える。(青磁染付A-1類 タイプ)

外面は,青磁釉がおおってぃる。

198は,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。

S K228

.  199は
,広東型碗であり,18世紀末～19世紀初。見込み部分には「渦福」の省略らしい文字がみ

える。

S K230 (200-202)

200は ,染付磁器である。201は ,瀬戸 。美濃系の呉須絵碗 と思われる。 18世紀後半～19世紀前

半。

S K232 (203--208)

203・ 204は ,染付磁器の碗である。203は外面には氷裂敷博矢筈文が施されている。18世紀後半。

204は ,見込み中央に「渦福」の省略らしい文字が見える。

206は ,染付磁器の小杯である。日縁部外面にワンポイン トの文様が施 されている。18世紀～19

世紀前半。

SI)102 (209。 210)

209は ,表面がブツプツと気泡状のものがた くさんはいる。二次的な火を受けた可能性もある。

210は ,普通の染付磁器に比べて灰色が強い。そ うい う技法なのかもしれない。

SI)104 (211-226)

212は ,広東型碗であ り,18世紀末～19世紀初。見込み部分のマークは不明。

213は ,外面には格子文が,見込み中央には五弁花文 と考えられるものが読み取れる。

215は ,いわゆる赤絵 とよばれるもので,一部分の色がとばされている。

216は ,内側に梅樹文,見込み中央にコンニャク印判の五弁花文,同 じく見込みには蛇の目釉は

ぎがされていた。17世紀末～18世紀後半。

2180219は,陶胎染付である。 18世紀前半γ中葉。

223は ,備前系の鉢の一種か。

224は ,陶器の甕である。産地等不明。
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S Dl14

228は ,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。壽の字をデザイン化したものが使用されている。

S Dl19(230～ 243)

230は ,外面に二重網目文を施している。18世紀頃。

232は ,外面に折れ松葉文を施している。

233～ 235は ,広東型碗であり,18世紀末～19世紀初。見込み部分のマークは,234が「渦福」の

省略したもので,他の見込み文様については不明である。

236は ,やや口縁部において外反する反端 り碗であり,内面・外面にみられる梅樹文のタッチ(線

描き文様)は,18世紀末～幕末に至る時期の特徴的な遺物である。

239は ,内側に梅樹文,見込み中央にコンニャク印判の五弁花文,同 じく見込みには蛇の目釉は

ぎがされていた。17世紀末～18世紀後半。

241は ,瀬戸0美濃産の呉須絵広東碗 (陶器)である。見込み中央には,花文 (五弁花文)力 入`

る。また,外面には,宝珠の文様が描かれている。「太白茶碗」ともいう。19世紀前半。

242も ,同 じく瀬戸・美濃産の呉須絵碗である。

S E 101 (244´-247)
(駐 26)

245は ,青磁染付である。 (青磁染付 B類 と称 されるものである)

S P237

248は ,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。外面には,唐草文が施されている。

S X101 (249‐ ウ268)

249は ,外面には,雪輪 と梅樹文が,高台内には「大明年製」の省略化 した文字が記されている。

18世紀後半頃。

250は ,見込み中央にコンニャク印判による五弁花文が記されている。またそこには,蛇の目釉

はぎがされている。18世紀。

253は ,外面には,よ ろけ縞文が前面に施されている。また,日 縁部において外反する端反 り碗

でもある。19世紀前半～明治。

254は ,253と 同様である。

256は ,外面に丸文が施されている。18世紀頃。

257は ,256と 同様である。
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262は ,水滴である。

S X 102 (269-277)

269は ,広東型碗であ り,18世紀末～19世紀初。

271は ,青磁染付 (青磁染付 B類)である。18世紀中葉。

274は ,京焼風陶器である。

275は ,瀬戸 0美濃産呉須絵広東碗 (陶器)である。見込み中央には,花文 (五弁花文)が入っ

ていた痕跡が認められる。

包合層

:サ39第 1層

301は ,外面に二重網 目文を施 している。18世紀頃。

302は ,外面によろけ縞文を施 している。

303は ,自磁。

304は ,見込みに文様が記 されているが,不明である。

306は ,赤絵磁器である。

307は ,見込み中央には五弁花文が記されてお り,外面には唐草文が施されてお り,高台内には

「滑福」 と思われる銘が記されている。18世紀中頃～18世紀末頃。

308は ,唐津系刷毛 目鉢。

310は  瀬戸 0美濃系鉄釉・灰釉掛分けの火入れ。18世紀中葉。

3111ま , 甕か。                                                       '

312は ,外面に櫛 目状の文様が入る。

313は ,土鍋か。外面下部及び底部は煤が付いている。

3141ま , 瓶か。

:コ 39第 2層

317は ,見込みに手描きの五弁花文,高台内には「大明成化年製」の銘が記 されている。また ,

外面には色絵付けの手法により施文 している。

318は ,見込みに芝文が施されている。

319は ,見込み中央には五弁花文の痕跡が伺える。

320は ,広東型碗である。 18世紀末～19世紀初。

321は ,施文のタッチなどから,瀬戸・美濃系の磁器であると考えられる。19世紀以降。

324は ,高台内中央には,「渦福」の銘がみられる。
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327は ,瀬戸。美濃系陶器の碗 (通称半磁器と呼ばれるものである)で,掛分碗と呼ばれるが編

年によれば,18～ 19世紀頃である。

329は,瀬戸・美濃系と考えられるもので,火入れか。

332は,唐津系二彩刷毛目鉢。高台を削り込んでいることから18世紀以降のものか。

335～ 338ま では,備前系灯明皿。336～ 338ま ではその内側に凸帯が回る。18世紀以降のもの。

339は ,高台内は蛇の目凹型高台となっている。18世紀以降。

344は ,器種不明である。

345～ 348は,外面に二重網目文を施している。18世紀頃。なお,345に は内面にも網目文が施さ

れている。

349は,高台脇に蓮弁文が施されている。

351は,高台内中央に文様が入る。

352は,広東型碗である。18世紀末～19世紀初。

358は ,見込みに蛇の目釉はぎがされており,内面には二重の斜格子文が入る。18世紀前半～後

半。

361は ,小杯である。外面には笹文が入る。18世紀後半～幕末。

362は,紅皿である。18世紀～幕末。

363は ,青磁染付(青磁染付B類 )。 蓋に成 りそうである。見込み中央にコンニャク印判による

施文。内側口縁部には四ツ割花弁連続文が施されている。

364も ,青磁染付(青磁染付B類 )。 碗に成 りそうである。見込み中央にコンニャク印判による

施文。

365は,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。外面には,唐草文が施されている。

367は ,唐津系陶器の通称砂目積の皿であろう。1600年 ～1630年頃。

369は,備前系の小壼か。

377は ,唐津系刷毛目瓶か。砥部の可能性もある。

381は ,通称 くらわんか手。18世紀頃。

383は,土鍋。

387は,陶胎染付である。18世紀前半～中葉。外面には,唐草文が施されている。

3940399は,広東型碗である。18世紀末～19世紀初。

395は,外面によろけ縞文が,見込み中央には「渦福」の変形が記されている。

4000404は,18世紀後半～幕末頃か。砥部の可能性もある。

402は , 日縁部外面に雨降 り柳文が施されている。

410は ,青磁染付。見込み中央にコンニャク印判による施文。内側口縁部には四ツ割花弁連続文

が施されている。         ′
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422は ,外面によろけ縞文が施されている。

(b)摺鉢

S K101出土 (212・ 245)

212は , 日縁端部内側にゆるやかな凸帯をもつもの。おろし目 :7条

S K107出 土 (202・ 211021902500251)

211は , 日縁部外側の拡張部が強烈でなく内側もなだらかである。おろし目 :9条

202は , 日縁部内側部分とおろし日との境が強調 されている。おろし目 :不明確

219は , 日縁部内側の強弱がはっきりして,おろし目との境 もかな り強調されている。

S K107及 び S K122出土 (230)

230は ,日 縁部の強調は非常に小さく,日 縁部内側上部で小さな凸帯がまわる。おろし目 19条

S Kl16出土 (229)

229は ,扁平縦長 く口縁部が強調されている。おろし目 :不明確

S K124出土 (206)

206は ,211や 229に近い強調がされている。

S K125出土 (2080216。 240)

216は,2nに近い強調がされている。おろし目 :8条

208は ,229に近い強調がされている。おろし目 :7条

S K2010 202・ 203・ 233出土 (210)

210は ,211に近い強調がされている。おろし目 !7条

S K218出土 (2090214・ 22002280241)

214は , 日縁部の内外両方を大きく張 りだし強調 させている。

209は ,211と 212の境に位置するものである。

228は , 日縁端部を平た く特に強調 している。

220は ,209と は若干異なるものの211と 212の境に位置するものである。

S K220出土 (215022302360242・ 248)
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236は ,全 く同じ物が,上一坊遺跡からも出土している。形は小さくなっているが,日 縁部の発

達 0強調は特に外側について,ゆきつくところまでいった観がある。

223は ,日 縁部とおろし目部の境を特に強調する意図から,日 縁部のスタイルがきまっていった

ものではないかと考えられる。

215についても,日 縁部とおろし目部の境を強調しようとする意図から211や 216な どから,一歩

踏みだしたもののような気がする。 ヽ

以下の摺鉢については,218を除いて上述の範囲内に入るものがほとんどである。ただこれらの

橘鉢が全て,一つの系譜の中で変遷していったとはいえないであろうことを,十分に注意しなけ

ればならないであろう。

例えば,最近広島県輛市や大阪府堺市・徳島県大谷などでも備前焼に似た焼物をつくっていた

ことが知られるようになった。ここにあげた橘鉢の種々のかたちが,製作地における空間的差異

に基づくバラエティなのか,それとも時間的な差異によるものなのか,1慎重な検討が必要であろ

う。

なお,以下それぞれの番号の橋鉢は,(  )内 の遺構出土のものである。

2460258(S K 108), 260(S K122),254(S K125),244(S K146),260(S K167土 師

質摺鉢),2000204・ 2430247(S D 104),20102380252(S E 101),222022402180234(S

X101)

また,それ以外の遺物については,包含層出土のものである。
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4考 察

(1)近世遺構の廃絶

ここでは,観音寺市に保管されていた公正図をもとに本近世遺構の廃絶の年代観を考えてみた

(粧 36)

い 。

①公正図の概要

第385図 から第387図 は,観音寺市教育委員会に保管されていた旧一の谷村の名東県時代 (明 治

6年～明治 8年)の公正図のうちの一枚である。正式名称は,名東県下讃岐国第弐拾三大区五小

区三野郡本大村地引給図拾五枚之内拾三 (弐千弐百七拾萱番地ヨリ弐千三百七拾番地迄)<第385

図公正図表紙>と あり,第386図下の部分が本近世遺構に相当する地域である。しかし,こ の公正

図には,後世において変更された番地・地 目の墨書された和紙が各田畑ごとに貼られているので

ある。この番地 。地 目の変更された墨書和紙の貼られた公正図を,仮に名東県一B公正図と呼ぶ

ことにしよう。

この公正図において,変更され貼られた和紙の千九十四番が,土層序の項で述べた明治23年頃

に調整された公正図<第 384図 >の千九十四ノー番地に該当する地域である。以下,千九十二番。

千九十一番は,<第384図 >の それと同じである。

なお, ここで明治23年頃に調整されたと考えられている公正図を仮に明治23年公正図と呼ぶこ

とにする。

次に<第 387図 >は ,上 と同じく名東県下讃岐国第弐拾三大区五小区三野郡本大村地引給図拾五

枚之内拾三であるが,上述の後世において番地・地目を変更した墨書和紙を祭Jが したものにあた

る。地番は,公正図表紙に記載のあるとおり,明治23年公正図の千九十四ノー番地にあたる土地

が式千三百四拾五番,同 じく千九十二番にあたるのが弐千三百四拾四番,千九十一番にあたるの

が,弐千三百四拾二番になる。そこに記された番地こそがこの公正図が作られた当時のものであ

る。この公正図を仮に名東県一Aと 呼ぶことにしよう。

名東県一A。 名東県一B。 そして明治23年公正図の三者の間には地番の変更以外にどのような

違いが見られるであろうか,みていくことにしよう。

②三つの公正図に見られる変化

上で仮称を与えた三つの公正図にどのような変化が見られるのであろうか,

i)名東県一A公正図

弐千三百四拾五番 一一一一――一

地 目 :下田

弐千三百四拾四番 一一一一――一

地 目 :下田

五)名東県一B公正図

千九十四番

地 目 :田

千九十二番

地 目 :宅
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明治23年公正図

千九十四ノー番

地 目 :田

千九十二番

地 目 :田
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千九十一番

地 目 :田

となる。ここで重要なのは,本近世遺構が確認された千九十二番地の地目に,名東県一B公正図

には宅の表示がされている点である。明らかに宅地であるという表記である。要するに,本近世

遺構が濃密に検出された千九十二番地は,名東県一B公正図が記された段階,つまり名東県下讃

岐国第弐拾三大区五小区三野郡本大村地引給図拾五枚之内拾三として調整された後,地番の変更

がされて訂正変更の墨書和紙が貼られた時点までは,す くなくとも同番地において宅地が機能し

ていたということである。

そして,明治23年公正図の段階までに,その宅地は廃絶していたらしいということである。

なお,名東県―A公正図の段階では,同千九十二番地は下田表示がされているが, これはこの

時点では田として利用されていたということではなく,名東県一A公正図が調整された時には
,

まだ宅地という地目分類はされていなかったのではないかと思われる。同時期に調整された他の

名東県時代の公正図を見ても, この時点では,宅 という表記が見られないからである。つまり,

近世期のいつ頃から同所に宅地が造られ機能しはじめたかは,不明であるが,少 なくとも名東県一

B公正図が調整された頃まではその宅地が機能していた可能性が強いことがわかる。また,上述

のとおり明治23年公正図の段階までに,そ の宅地は廃絶していたらしいということもわかった。

③三つの公正図の年代観

では,名東県一B公正図は,いつ頃調整されたものであろうか。もう一度,それぞれの公正図

の成立年代を考えてみよう。

名東県一A公正図は,文字どおり名東県時代に調整されたものであるはずで, 自然にその年代

は,明治 6～ 8年のあいだに比定されよう。

また,明治23年公正図と呼ぶものは,そ の図自体には調整年月日が記されていないものの,そ

の道を隔てた隣部分の字である平塚地区の公正図 (正式名は,豊田郡田井村第五番字平塚全図)

には,明治弐拾三年一月調整の文字を見ることができる。これらに見られる調整方法は,香川県

の他市町に残っているものの類例から,その表題に愛媛県と記されたものと同じであり,愛媛県

時代または,それが終わって第二次香川県時代の初頭頃に調整されたものではないかと考えられ

る。

では,その間に位置する名東県一B公正図はいつ訂正されたものであろうか。地番変更 0地 目

に宅地表示が初まった時期 とい うことであるが,確定年代を調べることができなかった。しかし,

法制資料か,ま たは近代税制資料などを経けば, この名東県一B公正図の成立年代 も見いだすこ

とは可能であろう。今後の課題 としたい。

いずれにせよ,明治6年から明治23年頃のあいだのいずれかの時期まで,今回発掘調査された

武千三百四拾二番 一一―一――一

地目:下 々田

千九十一番

地 目 :田
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近世遺構は,存続していたことがわかる。つまり,厳密には,明 らかに近世から近代初頭に至る

遺構であるということがいえよう。

今回は,地理学での成果を勉強する余裕がなかったが,既にこのような明治初年頃作成の種々

(餃 37)

の公正図の年代観については結論がでているかもしれない。

④結論

改めてここで,明治初年頃につくられた公正図を比較しての結論を繰 り返すならば,本近世遺

構は,明治 6年から明治23年頃のあいだのいずれかの時期に廃絶したものであるといえよう。

(2)掘立柱建物をめぐる課題

一の谷遺跡群近世遺構においては,机上作業を含めて最大,合計 6棟の掘立柱建物を検出した。

ここでは,それら掘立柱建物をめぐる課題についていくつかの視点から述べてみたい。

①掘立柱建物から礎石建物へ

本遺跡で検出された掘立柱建物は,そ の柱穴出土の遺物やその他の遺物などから近世の中期(一

部近世前期を含む)頃以降のものであると考えられるが,現在各地で指定 。保存されている近世

民家建築のほとんどが礎石建物であることを考えると,いかにも不自然な気がしてならない。例

えば,各地に残されている管見し得る限りの野外民家博物館移築民家のうち,掘立柱建物のもの

は, 日本民家集落博物館 (大阪府)に移築されている旧山田家住宅 (長野県秋山郷 。18C)のみ

である。これは当然,掘立柱建物の耐久年数等に起因しているものと考えられるが,地方差はあ

るものの近世段階において,民家建築 (主屋)力 t掘立柱のものから礎石のものへと変化していっ

たのも事実のようである。

日本民家園 (神奈川県)の 旧伊藤家住宅 (神奈川県・ 18C初)は礎石建物であるが,移築時に

その跡地より掘立柱建物跡が発見されている。これは,礎石建物の三分の二ほどの大きさで,18

C初以前のものと考えられている。

また,田中文雄によれば,千葉県印格郡旧布鎌新田においては,元禄九年 (1696)の 七間半×

四間のものが最初の礎石建物であることを,普請帳等の研究によって明らかにしている。また,

同所において,宝永 5年 (1708)～ 正徳 2年 (1712)に かけて普請された家では居家 (主屋)。 横

屋 0蔵・厠は礎石建物,薪屋・馬屋は掘立柱建物にそれぞれなっているという。つまり,同時代

においても,主屋と付属屋,建物の機能,規模などによりその建築構造 (礎石になるか掘立柱に

なるか)に差異が認められることを明らかにしている。

なお,掘立柱建物の耐久性についても,上記の宝永 5年 (1708)～ 正徳 2年 (1712)に かけて

普請された薪屋の建て替えが,享保 8年 (1723)五間×二間半,宝暦 3年 (1753)四 間×二間,

安永 2年 (1773)四 間半×二間であったことを示している。最近に建てられた薪屋は栗材を柱と

したらしいが,柱材や建てられた土地の土壌状況等によってもその耐久性への影響は異なるであ

ろうが,一つのケースとして興味深い事例といえよう。
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四国においても,森正康によれば,愛媛県では元禄元年 (1688)の 『伊予郡二十四ヶ村手鑑』

(平野部)においては,1948戸中,掘立1265戸 ,石居 (礎石)683戸 で,全体の約35%が礎石建,

また,ほぼ同時期の「久万山手鑑』(山間部)においては,2718戸中,掘立2362戸 ,石居 (礎石)

356戸 で,全体の約13%が礎石建物であったという。

また,高知県では安政 4年 (1857)の 『土佐国安芸郡馬路村風土取縮差出控』家作の条に,上

家作・中家作・下家作・蔵納屋馬屋共催合作・雪院 (大型のもの :三間×二間尺位)・ 中蔵牛屋作・

下雪隠作等についての記述があり,そのうち下雪隠作 (壱間四方)にのみ「はり立作」の記述が

見えることから, この時期(1857年頃)には主屋をはじめとしてほとんどの建物が礎石建物であっ

たこと,そ して小規模な下雪隠のみが掘立柱建物であったことが伺える。

香川県においては,その類いの史料を見いだすことができずにいるが,やはり近世中頃から後

半にかけての時期に一般民家においても,掘立柱建物から礎石建物へと変化していったものと類

推できる。

しかしながら,「民家はその土地柄を反映している」と言われるように,その土地の風土条件や

生業など種々の特色によって地域的な差が大きい。大田博太郎は,「……民家は地域的な差が大

きい。全体のタイプが全然違 うだけでなく,工具でも,各部の手法でも,地方によって使われた

年代が相当違 う。これは社寺建築では見られないところで,民家の特殊性ということができよう。

……」と述べている。そのようなことから考えるならば,当然香川県の片田舎に位置する本近世

遺構から遠 く離れた少例をもって,香川県並びに本近世遺構の状況を云々することは基本的には

無理である。

ただ,全国的な掘立柱建物から礎石建物への変化が,ほぼ近世中頃から後半にかけてと考えら

れていることからすると,本近世遺構の掘立柱建物及び本近世遺構全体の性格については,次の

ような可能性を考えることができよう。

(a)小規模ではあるが,遺構全体からの生活廃棄物の出土から,掘立柱建物の主屋一軒分又は二

軒分の変遷の痕跡。つまり,近世から近代初頭に至る時期を通じて礎石建物へは変化せず,

永続的に主屋としての掘立柱建物が存在していた。

(b)近世又は近代のある時期より,掘立柱建物から礎石建物へ変化し,礎石建物の痕跡は消えて

しまった。

(C)近世又は近代のある時期あるいは最初から,掘立柱建物と礎石建物が併設されたが,礎石建

物の痕跡は消えてしまった。つまり, S D101～ S D120に囲まれた域内に礎石建物が存在し

ていた。この場合,礎石建物が主屋で,掘立柱建物が付属屋という位置づけとなる。

これら上記の可能性及び今後の発掘資料としての近世建物の解釈等については,礎石建物の痕

跡が発掘調査では十分に明らかにできないということから,今後とも発掘調査という直接的成果

だけでは,完全な近世民家・屋敷配置ひいては近世村落景観全体の復元はおぼつかないといわね
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ばならない。

②間取 りの復元

『上一坊遺跡』において薦田耕作が述べたように,中世 0近世に限らず建物の間取 りを復元し

ていく作業は,今後の最大の課題といえよう。

その作業を行おうとする場合の前提となるのが,土間部分と土座又は床上部分をいかにして考

古学的手法によって識別していくかということである。石野博信は「掘立柱建物跡の調査」にお

いて,「生活面の残っている掘立柱建物跡を調査するとき,竪穴式住居で行われているように,床

面の踏み締まりの有無とその範囲を確認してはしい」と述べているが,実際の調査においてこの

ような趣旨にのっとった緻密な作業が課題解決への一歩となってこよう。

近世民家については特に建築工程の中に ドウヅキと呼ばれる叩き締めの作業があることは周知

のとおりであるし,最近は民家移築保存に伴ってその民家の土台部分の発掘調査も行われるよう

になってきている。例えば東大和市教育委員会『旧宮鍋作造家住宅解体調査報告書』などによれ

ば,そ の調査によってエナ壷が大黒柱や玄関の戸日の下から発見されたりもしている。民俗儀礼

を実際に発掘調査によって裏付けたわけである。このようにして,い ろんな学問分野の別なく,

その復元への間接成果も増えてくるはずである。

建築史学の成果によれば,四国地方の民家平面は,一般には近世前期に広間型平面が主流とな

り,近世中期以降に田の字型平面になるとされている。玉井哲雄は,その近世前期の広間型平面

の成立を「近世初期における単婚家族小農経営の満面開花による生産力の上昇,経済的発展に伴

い成長してきた本百姓層が獲得した社会的地位に対応した住居形式だったからである」とし,そ

の広間型平面の系譜については,「土間部分が広 く,かつ全体的に閉鎖的であるという共通点とと

もに,復元されている竪穴住居にみられるように,屋根を支える小屋組みが斜材を組み合わせる

技首組みであることも,広間型平面を典型とする民家の小屋組みに一般的にみられることであり,

広間型平面の民家は竪穴住居の発展したものと考えてよいと思われる」としている。

また,広間型平面の特徴としては
,

(a)規模がそう大きくないということ (梁間が四間にみたない)

(b)広間と土間が一体であるということ

(C)外回りをみると全体的に閉鎖的な構えをみせていること

をあげている。このように近世期の民家建築についても,文献史学・建築学などの成果があがり

つつあるようである。これらを踏まえて, もう一度発掘調査の現場へたちかえっていかねばなら

ないであろう。

本近世遺構にみられる掘立柱建物の場合,S B 101を 除けば,どれも単純でしかも小規模すぎる

のである。果たしてこのような建物が存していたのか, もし存在したとしてどのような機能をも

つ建物なのか,他学問の成果を踏まえ再度検討していく必要があろう。また,S B 101に ついても,
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その東側部分は歪みを生じており,同 じ建物として扱ってよいものかどうか検討を要するところ

であろう。

しかし,岩手県旧後藤家住宅 (元禄 8年頃)の前身建物や先述の神奈川県伊藤家住宅 (18C初 )

の前身建物などをみるとその歪みは想像以上のものがあり,S B 101は まだまともな感さえ抱 くの

である。今後類例の集積が待たれるところである。

③住居の規模と屋敷がまえ

住居の大きさを,讃岐では昔から「 ぐるり八間」と呼んでいたそうである。住居とそこに住む

人間との関係は切っても切れないものがある。隠居制といった社会慣行が存するか否か,近世当

時はどうであったのか,住居の復元の中から当時の人々の社会関係が浮かびあがってくるように,

また,当時の民俗慣行から住居の復元の資料を見いだすように目を見張っていなければならない。

例えば,今回は時間の関係から試みることはできなかったが,本近世遺構からは,往来の中心

たる道路,屋敷取 りに重要な位置を占める井戸・屋敷域を区画するであろう溝,建物の方向など

の資料がえられた。それらは,既に種々の民間宗教者や神主・陰陽師などによって屋敷がまえを

決定するにあたっての判断材料となり,便所をどこに置くか入り口をどの方向にするかなど様々

な決定がされたことであろう。本近世遺構についても今後そのような側面からのアプローチに

よって考古学的方法による成果を補助していく努力が必要となってくるであろう。

(3)そ の他の課題

①遺物について

遺物については,詳しく分析することができなかったが,今後出土遺物の産地を同定していく

作業をとおして,近世流通の一端を明らかにしていかねばならないであろう。ここでは,それら

を今後行っていくうえで留意しなければらない点・参考にすべき点を若干記しておくこととする。

(a)土師質土器

大甕 。焙烙 0土鍋・土師質の橘鉢・火鉢など大量の土師質土器が出土している。これらの土師

質土器は, どこでつくられたものであろう。従来から指摘のとおり, これらの煮沸用の台所用品

は在地の製品が搬入されていることが知られている。本遺構においては,その土師質土器の生産

地はどこになるのであろうか。

『西讃府志』によれば,

瓦竃 (ミ マヤクド)。 燿 (ス ビツ)。 涼燎 (コ ンロ)。 火鉢。沙鍋 (イ リカハラ)。 壷瓶。風呂瓶。

岡本村 (現豊中町)二 是ヲ業 トシテ作ル者多シ,品 イ ト卑シケレド,民家二用ヒテ,大二便

リアソ,

(鮭 54)

と記されており,ま た『全讃史』には,吉岡の甕の名が見え,「土器村 (現丸亀市)の吉岡は甕焼

師多し。」と記されている。また高松市近郊では御厩町がその産地として知られていることは,言

うまでもない。
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今後, これら土師質土器地元産地の近世から近代に至る窯の調査が行われ, より当時の庶民の

生活に関わ りの深い分野での研究が進むことが望まれる。

また,本報告ではふれることができなかったが,素焼きの風呂甕についても数固体の出土を確

認した。先の『西讃府志』の風呂瓶がこれにあたるものと考えられるが,近世紀行文に他国の者

から珍しがられた様子を伺い知ることができる。今後,他遺跡出土のものとの比較検討が必要で

あろう。

(b)陶磁器

陶磁器については,その生産地で窯編年が近年急速に進み,多 くの成果を上げつつあるが,周

知のとおり18世紀以降は全国の各藩が殖産のため,瀬戸 。肥前 。京などの陶工を呼び寄せて,各

地で京焼風や瀬戸・美濃系・肥前系の各陶磁器が焼かれはじめるため,容易に出土陶磁器それぞ

れのかたちや技法 。文様などをもって,産地並びに年代を言い得ることが困難な状況である。

今後,各地の18世紀以降の窯が調査されることを期待したい。

備前焼系の陶器についても先述のとおりである。

それらの,産地同定が行われるとともに,近世流通史や海事史料などの従来の文献史学的研究

の成果があわさることによって,複雑な近世流通 (陶磁器流通)の様子が復元されていくものと

思われる。

(C)銭貨

本遺跡では,数枚の寛永通賓が出土した。そこで,最近県内の各遺跡より出土した寛永通賓と

一緒に,その素材を知るために蛍光X線分析をおこなった。付編として納められている奈良教育

大学の三辻利一先生の報告を参照して頂きたい。

これによれば,寛永通費の素材成分の比較によって 4種類に大別されることがわかる。今後,

資料が集積され,そ の産地同定や粗悪な銭貨出現の社会背景などを知る手がかりになることを期

待したい。
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第 6節 その他の遺構 と遺物

1 掘立柱建物跡

第 8表 平塚・香門地区掘立柱建物跡一覧表

遺 構 名 称 略 称 位 置

構  造 規  模

主 軸 方 位 挿 図 番 号

梁間 桁行 梁間 桁行

第 1号掘立柱建物跡 S B01 チ27028 1間 3間 N-27° 一E 第390図

第 2号掘立柱建物跡 S B02 チ0ツ 29 1間 3間 N-24° 30′
―E 第391図

第20号掘立柱建物跡 S B401 シ35 1間 2間 N-43° 一E 第392図

第21号掘立柱建物跡 S B402 シ35 1間 3間 N-75° 30′
―E 第393図

第22号掘立柱建物跡 S B403 シ34035 1間 2間 N-30° 30′
―E 第394図

第23号掘立柱建物跡 S B404 シ35 1間 2間 N-81° 一E 第395,396図

第24号掘立柱建物跡 S B405 ス36037 1間 2間 N-77° 一E 第397図

第25号掘立柱建物跡 S B406 ス・セ35 2間 3間 N-0° 30′ ―E 第398,399図

第26号掘立柱建物跡 S B407 t二 35 1間 2間 N-89° 30′ ―W 第400図

第27号掘立柱建物跡 S B408 セ34 1間 2間 N-76° 30′ ―VV 第401図

第28号掘立柱建物跡 S B409 ス32033 2間 3間 N-64° 30′ ―W 第402,403図

第29号掘立柱建物跡 S B410 シ33 1間 1間 N-65° 一W 第404図

第30号掘立柱建物跡 S B411 セ35 2間 2間 413 N-26° 一E 第405図

第31号掘立柱建物跡 S B412 ス35 1間 2間 N-16° 30′ ―E 第271,272図

第32号掘立柱建物跡 S B413 ス35 1間 2間 N-85° 一W 第406図

規模 :単位cm
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(1)第 1号掘立柱建物跡 (S B01)(第 390図 )

チ27・ 28区画境に所在する。梁間 1間 (316cm),桁 行 3間 (544cm)の 規模を有しており,北 。

東 0西壁に庇状の遺構を伴っていたことが判る。ただし,その柱穴規模が建物の主体を構成する

柱穴の規模に比して小型である点において補助的な使途が考えられる。

北西隅部の柱穴内部には根石が遺存するが, この点については同柱穴が特に深く掘削されてい

るために,深度を調整したことが推測できる。また南西隅部の柱穴の柱痕により柱材が直径24cm

程度の規模であったことが推察できよう。
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(2)第 2号掘立柱建物跡 (S B02)(第 391図 )

チ・ ツ29区に所在 してお り, S B01の 東南方18.6mに位置する。

行 3間 (476cm)で ある。
E

ヽ  ||

7」
― B′

規模は梁間 1間 (288cm),桁
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第391図  第 2号掘立柱建物跡実測図

(3)第20号掘立柱建物跡 (S B401)(第 392図 )

シ35区西半部において検出した。梁間 1間 (265cm),桁 行 2間 (299cm)の 構造である。東。西

壁面中央部の柱穴に遺存する柱痕の形態と規模から,直径 5～ 10cmの丸材を柱材として用いてい

たことが半」る。

(4)第21号掘立柱建物跡 (S B402)(第 393図 )

S B 314が完全に埋没した後に,そ の埋土を掘削して構築されている。S B401と の直線距離は

0.6mを測る。

遺構の規模と構造については梁間 1間 (352cm),桁 行 3間 (516cm)で あり,梁間が桁行の個々

の柱間距離の約 2倍の数値を示す。

北壁面の柱穴における柱痕の形態と規模から柱材は直径13cm前後の丸材であったことが推測で

きる。
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(5)第 22号掘立柱建物跡 (S B 403)(第 394図 )
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◎

第395図  第23号掘立柱建物跡実測図

一 A′

― B′

L=15′ 600m

L=15′ 600m

― A′

シ34・ 35区画境に所在しており,

S B402の西方0.6mに位置する。梁

間 1間 (300cm),桁 行 2間 (353cm)

の構造を有する遺構である。

南壁面の総ての柱穴と北壁面東端

部の柱穴内部に根石と考えられる自

然石塊が遺存していた。

(6)第 23号掘立柱建物跡(S B 404)

①遺構について (第395図 )

シ35区東南隅部に位置しており,

建物の主軸は S D301の 流路に平行

する方向性を有する。

構造と規模は梁間 1間 (225cm),

桁行 2間 (423cm)で ある。

ところで北壁面の柱穴の深度と南

壁面の柱穴の深度を比較すると,前

者が約30cm深 いことが判る。 しかし
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ながら,根石を埋没することにより深度を平均化 し

ている事実が判明したことから柱穴の掘削の意図に

ついては釈然 としない。

②伴出遺物について (第396図 )

壺形土器

1は ラッパ状に開口する形態である。 2は外傾す

る日縁部を有する。

甕形土器

5は脚台状を呈する資料である。

鉢形土器

3は半球形の小型品である。

(7)第 24号掘立柱建物跡 (S B405)(第397図 )

九~・ ~典
2

ゝ圭ζ 肛__ず帥

第396図 第23号掘立柱建物跡伴出遺物

実測図

ス36037区画境において検出した。梁間 1間 (327cm),桁 行 2間 (382cm)の 構造を有する。南

壁面中央部の柱穴において確認した柱痕の形態と規模から,直径14cmの丸材を柱材として用いら

れたことが判る。
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[li]i::|::[草 li[il;i]I[:I:i看易ITli
らかに性格を異にしていると考えられるが, この点を明確にする資料

は遺存していない。また北・南壁面の中央部の 2本の柱の構築方法に

ついては,長楕円形の土坑を共有していることが判る。

なお,東壁面の 2基の柱穴に残された柱痕の平面形態と規模から柱

材には最大径48cm程度の丸材が用いられていたことが推測できる。
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第399図  第25号掘立柱建物跡実測図

(9)第26号掘立柱建物跡 (S B 407)(第 400図 )

セ35区のほぼ中央部に所在 してお り, S B301が完全に埋没 した後にその上位に構築 されてい

る。梁間 1間 (334cm),桁 行 2間 (400cm)の 基本構造であるが,東壁面については中央部に柱を

W
0                 10Cm

第398図 第25号掘立柱建

物跡伴出遺物実測
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有 してお り,西壁面 と

は明らかに異なる構造

であることが半Jる 。

(10)第 27号掘立柱建

物跡 (S B 408)(第 401

図 )

セ34区東端部におい

て,S B323の 北壁面の

一部を破壊 して構築さ

れ て い る。梁 間 1間

(292cm),桁 行 2間

(357cm)の 構造 で あ

る。北東隅部の柱穴に

遺存 していた柱痕の形

態 と規模から直径15cm

の丸材が用いられてい

たことが半Jる。

(H)第 28号掘立柱建

物跡 (S B409)(第 402,

403図 )

ス32033区画境に所

在 してお り,遺構の西

半部が調査区外に埋没

する。検出した遺構の

構造 と規模は梁間 2間

(506cm),桁 行 3間

(686cm)で あ り,北東

隅部の柱穴において根

石 と考えられる自然石

塊を,ま た南壁面の柱

穴 1基 より詰石の可能

性を有する自然石塊を

検出した。
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(12)第 29号掘立柱建物跡 (S B410)(第404

図)

シ33区 に所在する。梁間 1間 (141cm),桁

行 1間 (162cm)の 構造を有し,床面積が2.3

m3と 極めて小規模である点から居住遺構と考

えることは困難である。

(13)第 30号掘立柱建物跡 (S B411)(第405

図)

セ35区東部に位置し,S B313の 埋没後にそ

の上位に構築されている。構造は梁間 2間

(400cm),桁 行 2間 (413cm)で ある。

なおS B407と の距離は1.8mを測る。

(14)第 32号掘立柱建物跡 (S B413)(第406

図)
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ス35区においてS B412と 一部が重複する状態で検出された。

梁間 1間 (292cm),桁 行 2間 (298cm)の 構造である。

ω

|

B~◎ ~ ― B′

T.N.

1

A― ◎

|

B―

― ― 一 ◎ ― ― ― ◎ ―A′

|

O

L=15′ 600■
B′

じ

ｌ

ｏ

一
◎

Ｅ

Ｏ
Ｏ
∞

、
い

一
＝
”
コ
　
″
〃
啄
〃
％
％
％
％
％
％
″
″
％
％
％
％
％
％
％
″
″
％
％
％
％
％
％
レ
ン
″
″

ヽ
ｏ

１
１

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

１

，
ｏ

ヽ
６

１

―
―

∩

ＥｏｏΦ、い一＝̈
コ　″％％″％％％″″％％％％％％″％％〃％％％％％％％％％彰〃％％

L=15′ 600m
一 A′   o     im

-

第406図  第32号掘立柱建物跡実測図

―-429-―



2土 坑

(1)分布状態

埋没時期が明らかに古墳時代以降であることが考えられる遺構を香門地区のツ28区 と平塚地区

のケ39区 において各々 1基検出することができた。そこでこれらの遺構に伴って検出された構築

および埋没時期が判然としない土坑状を呈する遺構についても本項に一括して報告する。

なお第182～ 185号土坑の遺構実測図については本章第 2節第 4土坑群の実測図中に併載してい

ることをあらかじめ断っておきたい。

(2)第 199号土坑 (S K01)

①遺構について

ツ28区中央部からやや東寄りの位置に設けられている。平面形態は整然とした長方形を呈して

おり,長径160 cm,短径106cm,深 さ10cmの規模を測る。底面についてはほぼ水平に穿たれている。

②伴出遺物について (第407図 1)

煮沸容器の脚台部分が出土しているが,既に表面の余J落 と摩耗が著しい。

(3)第200号土坑 (S K02)

ツ29区において検出した不整円形の平面形態を呈する遺構である。S B02の南方5。 2mに位置し

ている。規模は最大径101cm,深 さ14cmで ある。

(4)第 182号土坑 (S K 482)

ケ39区北東隅部において検出した。西壁面が外方向を突出するために不整円形の平面形態を呈

しており,規模は最大径246cm,最深部47cmの 規模を有する。なお南壁面に密着する状態の砂岩の

円礫塊を数点採取している。

(5)第 183号土坑 (S K 483)

①遺構について

西半部分が肥厚するために不整な平面形態であるが,東半部の形態からはぼ長方形に掘削して

いた意図が伺える。規模については長径374cm,短径272cm,深 さ54cmを測ることができる。

本遺構の特徴 としては埋土中に多量の自然円礫塊を包蔵 していた点があげられるが,規則性が

見出せない点により,遺構の埋没過程において人力あるいは自然の営力により混入されたものと

の判断に至った。

②伴出遺物について (第407図 2)

-0-9←‐十一→
2

S KOI
S K483

o         10cln

肩部に明瞭な稜線を有する須恵器の壷が出土 して

いる。

(6)第 184号土坑 (S K484)

S K483の東方0。 4mに隣接 して設けられている。

整然 とした円形の平面形態に掘削されてお り,規模

―-430-―
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は最大径95cm,深 さ10cmで ある。

(7)第 185号土坑 (S K 485)

S K482の構築により,西壁面が破壊されたが,遺存する部位の形態から原形が整然とした円形

の平面形態を呈していたことが容易に推測できる。測量可能な規模は最大径120cm,深 さ16cmで あ

る。
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3 溝状遺構

第 1, 2, 3, 9,10号 溝状遺構は古墳時代に埋没したことが明らかである。

(1)第 1, 2号溝状遺構 (S D301,302)

①遺構について

S D301は ス35区北西部において直角に屈曲するために,L字形の平面形態を呈する。規模は北

辺部3560cm,西辺部4720cmであり,北辺東端部が最も深く(44cm)掘 削されている。また S D302に

ついてはS D301の 西辺部に平行する方向性を有することから同一の遺構であったことが想定で

きる。すなわちこの 2遺構はコ字形の配置にあり,内部と外部を区画する堀割としての目的を有し

ていたことが考えられるのである。ところが内部においては本遺構に併存する遺構を検出するこ

とはできなかった。この点については本遺構を防御施設として仮定するならば,十分な深度を維

持していない事実から,既に多くの遺構が失われていることを考慮しなければならないであろう。

ここで失われた内部の遺構について憶測することが許されるならば,溝状遺構は微高地を完全

に包括して構築されていることから居住域の存在を考えることは難しくない。

②第1号溝状遺構伴出遺物について

1。 土器 (第 408図 1～ 5)

壺形土器
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高杯形土器

4を高杯形土器の脚部と断

定する根拠は乏しいが,欠損

部分は屈曲して直立する形態

が想定できよう。

皿形土器

底部は丸底の形態である。

2。 須恵器 (第 408図 6,7)

蓋杯

6は端部が直立する形態で

0                 1ocm

第408図 第 1号溝状遺構伴出遺物実測図

0                  5 Cm

l号溝状遺構伴出石器実測図
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ある。 7の杯身は既にかえし部分が形骸化する過程にある資料であり, 日径 0器高ともに小型化

している。陶邑第 2型式第 6段 階の遺物に類すると考えられる。

3。 石器 (第 409図 )

1の 打製石庖丁はサヌカイトの余J片を長方形に成形した後に両端部に扶 りを施す。

2は無茎凹基式の石鏃であるが,左右対称形を呈しない。

3の石錐は小型の先端部を有する形態である。

(2)第 3号溝状遺構 (S D 303)

①遺構について

畝状遺構 (S X330)に平行して穿たれていることから,水路として利用されていたことが考え

られる。

②伴出遺物について

o                 5Cm

第411図 第 3号溝状遺構
伴出石器実測図

O                 10Cm

第410図 第 3号溝状遺構伴出遺物実測図

蓋杯

8の かえし部は内傾する形態であるが,端部を直立気味に屈曲させ

る。 9は内傾するかえし部を有する浅い器形である。

鉢

10は器壁が薄 く,丁寧な造作である。

4。 石器 (第 411図 )

1。 土器 (第 410図 1～ 5)

壺形土器

1の 口縁部は水平方向に開口した後

に,端部を上下に広 く肥厚することに

より広い端面を造出する。 この点につ

いては端面を「飾る」ことを意図した

ことが考えられる。

甕形土器

3は く字形に外湾する口縁部を有す

る器形であ り,胴部はやや肩が張る形

態を呈する。底部 (4, 5)は底面が

突出する。

2.土製品 (第 410図 6)

6は支脚形土製品であるが,小片で

あるために原形は判然としない。

3。 須恵器 (第 410図 7～ 10)
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石錐が 1点出土している。つまみ部に比して先端部が長い形態である。

(3)第 9,10号溝状遺構 (S D309,310)

①遺構について

両遺構はコ40区 において直交する位置関係にあり,同一の土壌により埋没していた事実から,

併存していたことが考えられる。また溝状遺構によって区画された空間は方形の平面形態を呈し

使甚を為1117][|[:[lill]能

であるが,空間部分の

②第9号溝状遺構伴出遺物について (第412図 )

蓋杯

内傾するかえし部を有する器形であり,内外面全体をナデて仕

上げる。

③第10号溝状遺構伴出遺物について

1。 土器 (第 413図 )

壺形土器

口縁部はラッパ状に開口した後,端部に横位のナ

デ調整を施すことにより端面を形成する。

0                 10Cm

第412図  第 9号溝状遺構伴出
遺物実測図

2。 石器 (第 414図 )

無茎平基式の石鏃が 1点出土しているが,基部については細かい

ell離調整を施さない。

(4)第 11号溝状遺構 (S D311)伴出遺物について

1。 土器 (第 415図 1)

甕形土器

1は く字形に外反する日縁部を有する。胴部外

面から口縁部にかけて連続するタタキロ調整の痕

跡を残すことから, 日縁部は「叩き出し」の技法

により成形 されたことが判る。

2.須恵器 (第 415図 2)

0                 10Cm

第415図  第‖号溝状遺構伴出遺物実測図

蓋杯

図化可能な遺物は 2の資料のみである。日縁部の形態などについては全 く不明である。

(5)第 20号溝状遺構 (S D320)伴出遺物について

1。 土器 (第 416図 )

甕形土器

胴部から口縁部にかけてはほとんど湾曲しない形態であり,端部のみをわずかに外反する。あ

0                 1ocm

第413図 第 10号溝状遺構伴出遺物実測図

夫
0

0                 5 Cm

第414図 第 10号溝状遺構
伴出石器実測図
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るいは鉢形の器形であろうか。

2。 石器 (第 417図 )

礫石錘が 2点出土しており,いずれも長軸方向の端部に決 りを有する。

0                 10Cm

第416図 第20号溝状遺構伴出遺物実測図

と 二う 20 scm

第417図 第20号溝状遺構伴出石器実測図
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4 焼土遺構 (S X319)(第 418図 )

セ34区のほぼ中央部に位置してお

り,近接する遺構にはS K420と SB

323が ある。

遺構は,ま ず基盤層である黄褐色

粘質土壌が長径97cm,短径31cmの不

整長楕円形の範囲に渡って焼土化し

ている状態として検出された。特に

中央部が黒色を帯びる点から,被熱 鬱進鬱鰹

基盤層

の中心が当該位置にあることが容易 8晨雹最壁
土

⑥灰紫色焼土

に半Jる 。               8曇雹焼圭

次に遺構の長 0短軸方向の トレン

チ調査を実施したが,最深部39cmの 第418図  焼土遺構実測図

一
Ａ

Ｔ
。Ｎ
／
刀
牛
■
―

:灰色粘質土(やや被熱される)

2費褐色粘質土(一部赤変)

3灰色粘質土(全体が赤変)

4灰 白粘質土
5責白色焼土
6灰褐色粘質土
7黒紫色粘質土
8赤灰色粘質土(全 体が赤変)

0          50cm

-

L=15′ 300m

一―A′

9灰色粘質土 (橙色焼土を含む)

10責 灰色粘質土(一部赤変)

‖赤灰色粘質土
12赤 費色焼土
13費 灰色粘質土(焼土を少し含む)

14責白色焼土
15灰褐色粘質土(全体が赤変)

16黒灰色粘質土(黒・賞色焼土を含む)

位置まで被熱が及んでいることを確認したに止 り,土坑などの施設を検出するには至らなかった。

そこで, これらの事実によると本遺構を人為的に構築されたものと断定する根拠は稀薄である

ことが半Jる 。

また,遺構の性格についても全 く判然としない。

頷
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5 不明遺構

(1)第 1号不明遺構 (S X 317)

シ。ス37区画境に所在しており, S K306, S X318が埋没した後,各々の壁面を破壊して構築

されている。

平面形態は整然とした隅丸長方形を呈しており,長径229cm・ 短径11lcm O深 さ4～ 10cmの規模

を有する。  ヽ

北半部の床面において 7基のビットを検出したが,配置に規則性が認められないことから上部

構造の存在は想定できないであろう。

遺構の性格については全く判然としない。

(2)第 2号不明遺構 (S X 318)

S B302が埋没した後,その東壁面の一部を破壊して構築されている。

東壁面については S X317の構築により既に失われているが,遺存する部位から原形が隅丸長方

形の平面形態を有していたことが判る。規模は長径202cm,短径140cm,深 さ10～ 12cmで ある。

床面の施設は全く存在していない。

(3),可道跡 (S X 320)

①遺構について

調査対象地区の西南隅部 (セ 31032区 )において

検出した北西流する河道跡である。東岸の一部につ

いてのみを検出したに止まることから,流路を推定

することは難しいが,集落が形成されている微高地

の周辺部を周廻していたことが考えられる。

測量可能な規模は全長928cm,最大幅456cm,最深

部105cmで ある。

②伴出遺物について

1。 土器 (第 419図 1～ 4)

壺形土器

1の底部は底面が突出する形態であ り, 3, 4に

ついては下端部が外方向へ張 り出す。

2.須恵器 (第 419図 5～ 7)

蓋杯

杯身 5～ 7は 口径の小さい浅い器形であ り,低い

かえし部を有する。 これらは陶邑第 2型式第 6段階

の遺物に類する特徴である。

イ

ロ
⊇

7

0          1 0cln

第419図 河道跡(S X 320)伴 出遺物実測図
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(4)畝状遺構 (S X 330)

シ35区北半部において,第 3号溝状遺構 (S D303)の 北辺部に並行する位置が全長1200cm,最

大幅48cm,高 さ4 cmの規模において帯状に隆起する状態を確認した。しかも同遺構の東部と中央

部は北方へ各々全長580cm,840cmの 規模で枝状に派生しており,前記の溝状遺構の一部が東部の

枝状の隆起部分の両側部に並行に穿たれていることが判明している。しかしながら,基盤層を形

成する土壌との差異を明確にすることができなかったために,人為的に構築されたものか否かに

ついての判断は決し難いのが事実である。

そこで本遺構の性格を検討する資料として隣接するシ36区において実施したプラントオパール

分析による水田跡の探査結果 (次頁以降に報告書を原文のまま掲載。)を準用してみたい。同報告

書によると,隣接するシ36区の第 3・ 4層中よリイネのプラントオパールが検出されたことから,

これらの層序中に水田跡が埋没している可能性が指摘されていることが判る。すなわち本遺構の

上位に堆積した土壌については水田耕作に伴 う土壌である点が示唆されていると理解することが

できるであろう。したがって本遺構の帯状の隆起部分については水田に伴 う畦畔,溝状遺構を水

路として用いていたことを想定することが可能であると考えている(S D303に ついては本節 3に

おいて略述した。)。 ただし水田域の全体像を知るには至らなかったために一筆単位の規模と形態

を明らかにすることは不可能である。

ところで,当該地区において水田跡の存在を想起させる遺構が確認できたことは,集落域縁辺

の低地部分が生産域として利用されていた実態を推測させるものである。この点については,他

地区における水田跡の探査結果 (報告書参照。)か らも裏付けが得られると考えている。
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プラン ト・ オパール分析調査報告書

古環境研究所

1。  はじ0ウ に

一の谷遺跡群では,発掘調査によって弥生時代の集落址が検出され,近某にこれに伴 う生産址

が存在するものと推察されていた。

プラント0オ パール分析調査の目的は,生産址 (水田跡など)の層位と分布範囲の探査を行い
,

考古学的調査の資料とすることである。

以下に,プ ラント・ オパール分析調査の結果を報告する。

2。 試料

現地調査は,昭和61年 11月 25日 に行った。

調査区内に残されていた土層壁面から, 7箇所を選定して調査地点とした。

試料は, これらの土層壁面から,各層ごとにおよそ10cm間隔で採取した。採取にあたっては容

量50ccの採土管ならびにポリ袋を用いた。

層位区分と土層断面図の作成は,発掘調査担当者によって行われたものである。層名は地点ご

とに便宜的に付けられたものであり,地点間の対応関係を示すものではない。

3。 分析法

プラント・オパールの抽出と定量は「プラント・オパール定量分析法 (藤原,1976)」 をもとに

次の手順で行った。

絶乾試料約 lgに ガラスピーズ混入 (直径約40μ m,約 30万個),電気炉灰化法または過酸化水

素水による脱有機物処理,超音波による分散,沈底法による20μ m以下の微粒子除去,乾燥,オ イ

キット中に分散,プ レパラート作成,検鏡,計数。

同定は,機動細胞に由来するプラント・ オパール (以下,プ ラント・オパールと略す)を対象

に,400倍 の偏光顕微鏡下で行った。

計数はガラスビーズが300個以上になるまで行った。これはほぼプレパラート1枚分の精査に相

当する。試料 lgぁたりのガラスピーズ個数に,計数されたプラント・ オパールとガラスピーズ

個数の比率をかけ, さらに仮比重をかけて単位体積あたりのプラント・ オパール個数を求めた。

このようにしてイネのプラント・ オパール密度を測定していくと,水田跡が埋蔵されている層

にピークが現れるのが通例である。通常,イ ネのプラント・ オパール密度が5,000個 /cc以上の場

合に,水田跡の可能性があると判断している (藤原ほか,1984)。

また,表 1の換算係数 (機動細胞珪酸体 1個あたりの植物体乾重)をかけて植物体量を算出し

た。これは実際の植生を定量的に把握するのに有用である。
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4。 分析結果

イネ,キ ビ族 (ヒ エなど), ヨシ属,タ ケ亜科 (竹笹類), ウシクサ族 (ス スキなど)について

同定・定量を行い,数値データを表 2に示した。上記以外のプラント。オパールについては検出

数が少ないため割愛した。

イネのプラント・ オパール密度を土柱図の右側にプロットし,図 1に示した。これは,水田跡

の可能性を判断する際の基礎資料となる。土柱図内の ドットは,試料を採取した位置を示してい

る。

イネ, ヨシ属,タ ケ亜科の植物体生産量を図 2にグラフで示した。これは,稲籾の生産総量や

古環境を推定する際の基礎資料となる。土柱図左側のポイントは,最上面からlm深ごとの位置

を示している。

5。 考察

(1)水田跡の探査

分析法で述べた判断基準により,水田跡の可能性があると判断されたところはつぎのとおりで

ある。

このように,調査地点の周辺には広い範囲にわたって,弥生～古墳時代の水田跡が存在してい

るものと推定される。

弥生前期遺物包含層であるケ37地点の 8層 ,シ 36地点の 5層 ,サ 34地点の 3層 ,シ 33地点の 3・

4層でもイネのプラント・オパールが検出されたが,量的に少ないため,上層からの落ち込み,

もしくは他所からの流れ込みと考えられる。

(2)稲籾の生産総量の推定

弥生～古墳時代の水田跡の可能性がある層位について,そ こで生産された稲籾の総量を推定し

た。また,当時の年間収量を100kg/10aと 仮定して稲作の行われた期間を推定した。これらの結

果を表 3に示す。

このように,当遺跡で稲作が行われた期間は,弥生前期でおよそ40年間弱,弥生後期でおよそ

80年間と推定される。

なお, これらの値は,稲 ワラがすべて水田内に残されたことを前提としており,株刈りなどに

よって水田外に搬出されていた場合は実際の生産量とは差違を生じることになる。ここで推定し

た稲籾の生産総量と稲作期間は,あ くまでも目安として考えられたい。
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,40     万 個 /cc

0      1

0m

ケ37 万 個 /cc

l

り34 万 個/cc
l

ス32     万 個 /cc
0      1

万 個 /cc
1

ン35     万 個/cc
0      1

万 個 /cc
l

ン33

イネのプラン ト・ オパール密度

―-442-―

図 1



観音寺,一の谷遺跡群
10   8    6    4

ワ40地 点

2     0
植 物 体 生 産 量  t/10ao cm
24681o

匡 lヨ シ  ロ タケ亜科 ロ イネ  国 イ|モ ミ

観音寺,一の谷遺跡群

10   8    6    4
ク38地 点  土‐層

2     0     0
植 物 体 生産 量  t/10ao cm
2468 10

匡 |ヨ シ  ロ タケ亜科 ロ イネ  回 イネモミ

図2 おもな植物の推定生産量と変遷
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観音寺,一の谷遺跡群
10   8    6    4

ケ37地 点  土 層

2      0      0
植 物 体 生 産 量  t/10ao cm
2468 10

匡]ヨ シ 匡]タ ケ亜科 ロ イネ  囲 イネモ ミ

観音寺,一の谷遺跡群
10   8    6    4

ン35地 点  土 層

2      0      0
植物体生産量  t/10aocm
2468 10

匡lヨ シ  E]タ ケ亜科 ロ イネ  囲 ィネモミ
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観音寺,一の谷遺跡群
10   8    6    4

サ34地 点  土 層
2     0

植物体生産量  t/10ao cm
2468

匡]ヨ シ 歴lタ ケ亜科 ロ イネ  ロ イネモ ミ

観音寺,一の谷遺跡群

10   8    6    4
ン33地 点  土 層

2     0
植 物 体生 産 量  t/10ao cm
2468

匡lヨ シ  Elタ ケ亜科
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観音寺,一の谷遺跡群
10   8    6    4

ス32地 点

2     0
土 層 植 物 体生 産 量  t/10ao cm

2468

ロ ヨシ 圧]タ ケ亜科 ロ イネ  圏 イネモ ミ

表 1 各植物の換算係数 (単位 :10~5g)

※藤原 (1979)の 第 1表を一部改変。

植 物 名 葉身 全地上部   種実

イ  ネ

ヒ    エ

ヨ    シ

ゴキダケ

ス ス キ

0.51

1.34

1.33

0。 24

0.38

2.94

12.20

6。 31

0.48

1.24

1.03

5.54
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表 2

観音寺,一の谷遺跡群

ク40地点

試料名 | イ  ネ

試料 l ccあ たりのプラント・ オパール個数

キ ビ 族   ヨ シ 属   タケ亜科   ウシクサ族

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-1
10-2
11

ク38j也′点

試料名

12,054

4,277

1,558

601

2,962

7,584

1,520

2,752

6,686

4,322

7,364

0

ネ キ ビ 族

0

0

0

300

0

1,517

1,520

0

0

2,881

4,419

1,754

ヨ シ 属

18,750

8,554

4,673

901

19,251

13,650

16,716

15,139

16,046

12,967

8,837

7,016

タケ亜科

1,339

0

0

0

0

1,517

0

2,752

1,337

0

0

0

ウシクサ族

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

8

9

10

11-‐ 1

11-2

ケ37地点

試料名

4,368

4,820

3,166

4,876

1,479

0

ネ キ ビ 族

0

1,607

0

0

0

0

ヨ シ 属

18,929

27,314

7,916

11,378

13,310

4,347

タケ亜科

1,456

0

0

0

0

0

ウシクサ族

0

0

0

0

0

0

5

6

7-1
7-2
8

9-1
9-2
10

11

1,455

4,742

3,721

0

1,622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,581

0

0

0

0

1,521

1,456

0

30,546

23,712

6,202

8,535

11,355

6,074

12,168

7,281

6,217

1,455

0

0

0

0

0

0

0

0
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シ36地点

試料名

3

4

5

6-1
6-2
7

サ34地点

試料名

1

2

3

4-1
4-2
5-1
5-2
6-1
6-2

シ33地点

試料名

3-1
3-2
4-1
4-2
5-1
5-2

ス32地点

試料名

6

7

8

9

10-1
10-2
10-3

キ ビ 族 ヨ シ 属 タケ亜科   ウシクサ族

6,147

6,170

3,009

0

0

0

1,537

0

0

0

0

0

ヨ シ 属

13,831

12,340

13,540

10,016

3,187

1,731

タケ亜科

0

1,543

0

0

0

0

ウシクサ族ネ キ ビ 族

10,842

7,843

1,540

0

0

0

0

0

0

ネ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

キ ビ 族 ヨ シ 属

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,459

17,254

13,859

14,781

15,908

5,781

6,055

3,239

4,599

タケ亜科

2,710

0

0

0

0

0

0

0

0

ウシクサ族

1,538

0

1,571

0

0

0

ネ

0

0

0

0

0

0

キ ビ 族 ヨ シ 属

16,917

7,483

9,424

6,434

12,552

20,587

タケ亜科

0

0

0

0

0

0

ウシクサ族

4,713

0

4,801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3,113

0

0

0

0

0

21,993

12,451

14,404

12,970

8,485

3,191

1,620



表 3 水田跡の可能性があるところ

地点   層位 備考 (土層断面図の注記による)

ク40

ク38

ケ37

シ36

う卜34

ス32

地点  層位

1

6

9～ 10

7

8

10

6

3～ 4

1

2

6

8

耕作土

床土

弥生後期末・古墳時代遺物包含層

床土

弥生後期遺物包含層

弥生前期遺物包含層

弥生後期遺物包含層

弥生後期末・古墳時代遺物包含層

耕作土

弥生後期遺物包含層 ?

遺物包含層 (時代不明)

遺物包含層 (時代不明)

表 4 稲籾の生産総量 と稲作期間の推定

生産総量  期間

(t/10a) (年間)
考備

ク40  9～ 10

ク38  8

10

ケ37  6

シ36   3～ 4

う卜34   2

16.6

6.6

3.6

8.0

8.8

9.7

166

66

36

80

88

97

弥生後期末 0古墳時代

弥生後期

弥生前期

弥生後期

弥生後期末・古墳時代

弥生後期 ?
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6 ビット群

とりわけ平塚地区において彩しい数のピットを

検出したが,性格を判然とするには至らなかった。

そこで本項においては, コ41区北西隅部の銅剣埋

納ピットについてのみ報告する。

①遺構について                _

古墳時代の溝状遺構が検出された遺構面より上

位の遺構面において柱穴が検出された。この遺構

面では調査範囲が狭かったこともあり,柱穴が 1

基検出されたのみであった。そのために詳細につ

いては不明である。この柱穴より銅剣が出土している。

一

0           5 cln

第420図 平形銅剣実測図

②伴出遺物について (第420図 )

この銅剣は全体の中央部に相当する部分であり,現存長9。 lcm,幅 4.lcmを 測 り,刃部も残 りが

悪い。また摩耗が著しいものの樋は遺存しており,弥生時代後期の平形銅剣と考えられる。

この資料は弥生時代の遺構には伴っていないが,おそらくは本遺跡において検出されている弥

生時代終末期の竪穴住居跡と何らかの関係にあることが推測できる。
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第 7節 包含層出土の遺物

1 平塚地区

(1)旧石器時代の遺物 (第 421図 )

サヌカイ トの縦長余J片を素材とした舟底形石器が 1点出土し

ている。

(2)弥生時代の遺物

①前期の土器 (第422～ 433図 )

壺形土器

1～ 9は ラッパ状に広 く開口する日縁部を有しており, 日縁

部内面に突帯が貼付される。また 1, 7については突帯の一部

に連続しない部分が存在することにより注ぎ口として利用され

ていたことが判る。さらに 7,9については外面に把手様の「耳」
第42

が貝占付され,し かも穿子Lを有することから紐掛けが行われていたことが想定できる。12～ 15は

直立する頸部と短く外反する口縁部が特徴である。16～ 18の 口縁部はラッパ状に広 く開口する形

態であり,18の胴部が長胴を呈する。19の 口縁部は大きく外湾した後に端部がわずかに垂下する。

20～ 32は短 く外反する日縁部を有する器形である。36は外傾する頸部と水平気味に開口する日縁

部を有する。37の頸部は外反する形態であり, 日縁部が水平方向に突出する。39は頸部外面に粘

土紐を貼付することにより加飾する。40は肩部にヘラ状原体を用いて無軸の木葉文を施文する。

178～ 181の 底部は底面が突出する形態である。

甕形土器

41～ 64は逆 L字形の口縁部を有する器形であり,上胴部外面に複数の沈線文を施す。66～ 72の

口縁部は斜め上方に屈曲する。74～ 85,87の 口縁部は緩 く外湾する形態である。88～ 116は逆 L字

形の口縁部を有しており,端部に刻目が施される。121は胴部最大径が口径を凌ぐ形態の大型品で

ある。122～ 135についても逆 L字形を呈する日縁部形態であるが,刻 目,沈線文が施されない。

136は甕形土器の胴部片と考えられる資料であり,平行沈線文と波状文による文様帯を有する。137

は胴が張る形態の小型品である。138,139の 口縁部は上面が傾斜する形態である。140～ 142は脚

台状を呈する資料であり,182～ 189は下端部が外方向にやや突出し,190,191は 底面が上げ底を

呈する。

鉢形土器

201の 口縁部は外反する形態である。202は内傾する日縁部を有するために肩が張る器形が想定

できる。

皿形土器

209は丸底を有する浅い器形である。

0                 5 Cm

l図 舟底形石器実測図
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第422図  壺形土器実測図(|)
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第423図  壺形土器実測図(a
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第424図  壺形土器実測図(3)・ 甕形土器実測図(|)
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第425図  甕形土器実測図(2)
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第426図  甕形土器実測図(3)
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第430図  甕形土器実測図(7)0底部実測図(|)
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第431図 底部実測図(2)
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第432図 底部実測図(3)・ 甑形土器実測図

―-462-―



◎
‐Ｒ 肩ヽ

第433図 鉢形土器・蓋形土器・その他の器種実測図

甑形土器

192～ 200は単孔式の器形であり,総て焼成後に穿孔されているこ

とが半Jる 。

蓋形土器

203,206は上端部の対称位置に各々2個の穿孔が施されているこ

とから釣紐が装着されていたことが考えられる。204は器高の高い器

形である。

その他の器種

207,208は 1個の粘土塊を引き延ばすことにより成形したことが

判る使途不明の小型品である。

②前期の土製品 (第434図 )

Ｏ
⑪
Ｑ
乳

Ｏ

　̈υ
¨0         1 0cln

第434図  紡錘車実測図

紡錘車が 4点出土 している。 1, 2は完存 してお り,重 さは各 4々4。 lg,35。 3gを量る。また

3, 4については約 2分の 1を失っているために残存重量は各々17.5g,12.4gでぁる。

③終末期の土器 (第435～ 437図 )

壺形土器

1～ 7は水平気味に広 く開口する日縁部を有 してお り,端部を横位にナデることにより上端部

を突出させる。胴部 (5)は最大径が上胴部に位置するために肩が張る形態であ り,下胴部は直

線的に縮東する。 8～ 10の 口縁部は短かく外湾する形態である。 11～ 13は 口縁端部を大きく肥厚
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第435図  壺形土器実測図・甕形土器実測図(|)
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甕形土器実測図(2)・ 底部実測図(|)
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第437図 底部実測図(2)・ 甑形土器・高杯形土器・鉢形土器 0器台形土器実測図
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第438図 支脚形土製品実測図(|)
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した後,端面に凹線文あるいは鋸歯文を加飾する。14は頸部が直立する器形であり, 日縁部の外

反度が弱い。15,16は複合口縁部を有する器形であるが,特に後者は広 く開口する日縁部を有す

る。

甕形土器

17～ 19は 日縁端部が内傾する複合口縁の形態である。20～ 38は総て口縁部がく字形に外反する

器形であるが,34,35については屈曲部が緩いカープを描いている。また37は長い口縁部を有す

る点が特徴である。底部の形態には平底 (39,40,43),丸底 (44),丸底気味の平底 (41,42),

底面が突出する器形 (45,46)が 混在している。

高杯形土器

59は杯部の屈曲部がやや突出する形態であり, 日縁部の器壁を厚く成形する。60の屈曲部以上

の部位の長さは屈曲部以下の部位の長さにはぼ等しい。

鉢形土器

61は 口縁部がく字形に外反する器形であり, 日径が胴部最大径に近似した値を示す。62の 口縁

部は水平方向に屈曲した後に端面を形成する。63は半球形の器形を呈する。64～ 67は明瞭な平底

を有する資料である。68については63を小型化した器形であることが考えられよう。69は 1個の

粘土塊を引き延ばすことにより製作された小型の粗製品である。

甑形土器

50～ 58は総て単孔式の器形であり,焼成前に孔が穿たれている。また,底部の形態により尖底

(50～ 52),丸底 (53,57),平底 (54,55),不完全な平底 (56～ 58)の 4種類に大別することが

可能である。

器台形土器

70は筒状を呈する資料であり,上下端部については広 く開く形態が推測できる。

その他の器種

脚台状の器形であるが,上部の形態については全 く不明である。

④終末期の土製品 (第438～ 440図 )

1～ 26は支脚型土製品である。 1～ 4は 2本の指状の突起を有して

おり, 5は上面が傾斜する器形である。また 6～ 9,10,12は円筒形

の粘土塊の上端部を外方向に折 り曲げることにより傾斜面を造出して

いる。さらに11,14については器高が低い器形であるが,上部に傾斜

面を有する。なお15～ 25についても支脚形土製品の一部分であること

0          1 0crn

第439図 紡錘車実測図

が考えられるが,上部形態は判然としない。26は棒状の粘土塊を湾曲させるこ

た資料であり,容器を固定する位置は平面を造出している。

とにより製作され

27・ 28は把手状の器形である。第439図 の紡錘車は直径3.9cm,厚さ1.3cm,重 さ18.5gでぁる。

○
∞
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25                         26          o                 10cm

第440図  支脚形土製品実測図(2)・ 不明土製品実測図

⑤石器

磨製石庖丁 (第 441図 )

1, 2の 刃部は外湾する形態であり,背部を直線的に成形していることからいわゆる半月形外

湾刃の資料として分類することが可能である。

3は直刃を有する資料であるが,エ ッジの鋭利さを失っている。

磨製石斧 (第 441図 )

4の刃部は蛤刃の形態である。

5については刃部を有しない点と,極めて扁平な形態である事実により石斧としての使途を想

定することは難しいが,両側縁部の対称な位置に扶 りを施すことにより,着柄して使用されてい

たことが半Jる 。

打製石庖丁 (第 442図 )

1～ 3は直刃を有する長方形の形態の資料であり, 1, 3については両端部に扶 りが施されて

いる。また 3は両長側縁部に細かい調整祭J離を施すことにより両刃を成形している。

4は外湾する刃部を有しており,両端部に扶 りが施されている。

5の刃部は使用による摩耗が著しいために内湾する形態を呈しており,既にエッジは鋭利さを
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第441図 磨製石庖丁・磨製石斧実測図
(〔:::::::::::〕

)5

失っている。

打製石鍬 (第 443図 )

既に縄文時代の打製石斧について「打製石鍬」と呼称する事例が存在す る以上,本資料に同一

の名称を与えることは避ける必要があると考えられるが,いずれも「掘 り具」 として共通の使途

を有することが想定できることから,本稿ではあえて上記の名称を用いることにする。

1, 2と もに基部に比 して刃部の幅が広い形態である。また 2の基部の側縁部には着柄のため

の決 りが施されている。

礫石鍾 (第 443図 )
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第442図 打製石庖丁実測図

4点を図化した。いずれも扁平な自然石を素材としており, 3, 6は長軸方向, 5は長・短両

軸方向, 4は短軸方向の各端部を打ち欠くことにより紐掛かりのための扶 りを施している。

楔形石器 (第 443図 )

7は下端部に「つぶれ」の痕跡が認められることから,楔様の使途が考えられるが,基部の遺

存状態が不良であるために敲打の痕跡を確認することはできない。なお側縁部の形態から原形は
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基部に比して先端部の幅が狭い逆台形を呈していたことが推測できよう。

石槍 (第 443図 )

先端部を欠くが,石槍の基部と考えられる資料であり,端部を茎様に成形していることが判る。

原形は全長約 7 cm前後であったことが復元できる。

不明石器 (第 443図 )

遺存する部位が一部分であるために原形は判然としないが,両側縁部に刃部が形成されている

ことから狩猟具あるいは武器,ま たは工具として使用されていたことが考えられる。また両側

縁部の扶 りについては,対称な位置に設けられていることから柄を装着することを目的としてい

たのであろう。

⑥石製品 (第443図 10)

砥石が 1点出土している。長軸方向の研磨を施すことにより中央部が内湾する形態を呈する。

⑦銅製品 (第444図 )

ス34区において銅鏡の外区の一部を採取した。表面の一部に切痕を観察することができること

から,人為的に切断することにより小破片と化したことが判る。ところが,内区に近い位置の両

端部に補修孔と考えられる直径0.3cmの 穿孔を有する点から切断後においても原形に復すること

が容易に行われていたことが推測できる。なお図上において復元される径は16.lcmで ある。

さて,本資料については上記の補修孔以外に 2ヶ 所に孔が穿たれており, しかもその内面が著

しく摩耗している状態をみることができる。しかも穿孔の一部は切断されるに及んでいることか

ら懸垂することにより実用に供されたことが考えられる。さらに資料全体が摩耗している事実は

普段に使用されていたことを裏付けているであろう。

なお文様帯が遺存していなかったために鏡式を明確にするには至らなかった。

(3)古墳時代の遺物 (第 445図 )

蓋杯

杯蓋 (1, 2)は肩部が突出する器形であり,端部の内面を凹面化する点が特徴である。なお

この特徴は畿内第 1型式の資料に類例をみることができる。 3～ 6の端部は弱く横位にナデるこ

とにより,内面をわずかに凹面化する。 7～ 12は 日径に比して器高が低い器形であり,特に 7,

8,10,11については肩部の下位に緩い屈曲部が認められる。

杯身は前述の杯蓋 (1, 2)に共伴すると考えられる資料 (13,14)と 時期的に後出した資料

(15～ 25)の 2種に大別することができる。前者は直立気味に内傾する長いかえし部を有してお

り,端部の内面を横位にナデることにより凹面を造出する。後者についてはかえし部が小型化す

るとともに著しく内傾しており,既に機能を失 う過程にあることが判る。また前者に比して容積

が少量化している点が特徴である。

26については器種を特定することが難しいが,高台部の形態から7世紀以降の遺物であると考
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えられる。

高杯

27は畿内第 1型式の資料に類する遺物である。日縁部が緩 く外反する深い器形であり,屈 曲部

の外面に 2条の凸帯を設ける。

脚部を 2点図化した。28は脚端部に横位のナデ調整を施すことにより,平面を造出する。29は

脚端部を直立気味に肥厚させる。

憩

30～ 32は醒の口縁部の一部であると考えられるが,遺存する部位が小規模であるために断定す

ることは避けたい。

塊

33は脚台を有する深い器形である。

＼

/

第444図 銅鏡実測図
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(4)中世以降の遺物 (第 446図 )

本調査区においては土師器の椀あるいは皿

形の器種の出土をみることができる。

1, 2は高台部の下端部が外方向に張 り出

す形態の椀形の器形である。 3～ 5について

も椀あるいは皿形の形態であることが考えら

れるが,高台部が粗い造作である。 6, 7は

高台部を有しない。

8, 9は小型の皿形の器形である。

10は煮沸容器の脚部であり,熱効率を向上

させることを目的と.し ていたことが考えられ

るが,被熱の痕跡を認めることはできない。

11はやや硬質の資料であり,火鉢様の使途

を考えてみたいが,類例の調査を行っていな

いために断定することは避けたい。

≧
=二

三二二」L≡≡≡≡('2

ヒ_Jこ

0                 1ocm

|

3

第446図  中世以降の遺物実測図
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2 香門地区

①土器 (第447図 1～ 6)

甕形土器

1は く字形に外湾する日縁部を有しており,胴部は長胴を呈する。2の 口縁端部はやや肥厚す

る形態である。 3は受け口状の口縁部を有する。 4は 口縁部がく字形に外反した後に端部が水平

方向に開口する。 6は脚台状を呈する資料である。

②須恵器 (第447図 7～ 9)

蓋杯

7のつまみ部は上面を凹面化する。 8の かえし部は低 く内傾する形態であることから,既に機

能を失 う過程にあることが判る。

7

∠望」≧｀ゝ6

第447図 香門地区包含層出土遺物実測図
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第 8節 香川県観音寺市―の谷遺跡群出土の動物遺体

名古屋大学教授 渡辺 誠

1。  はじむ0に

1986年 に香川県教育委員会によって発掘され,筆者に調査の機会を与えられた動物遺体は,同

県観音寺市一の谷遺跡群の 2基の土墳 (S K308,338)の 埋土より,丹念な水洗選別作業によって

検出されたものである。時期は弥生時代前期である。

資料はいずれも細片であり,ほ とんどのものが焼けている。食べるまでの間に骨まで火を受け

ることはないので,食後土羨に廃棄されるまでの間に,な んらかの事情で焼けたものであろう。

同定された動物遺体の種名は,第 1表に示すとおりである。魚類と哺乳類が主で,ご く少量の

両性類と鳥類もみられる。土羨との関係は,第 2表に示すとおりである。種類数は S K308の方が

多く,かつ第 304表に示すように,数量もS K308の方が多い。

以下各種類ごとに,検討結果を記す。

2.魚類について (図版225,226-1～ 5)

魚類は 5種が検出されており,それらの検出部位と土羨別の数量は,第 3表に示すとおりであ

る。その大部分はマダイであり,タ イ科とした部位も, クロダイなどの他のタイ類が検出されて

いないので,マ ダイのものとみなされる。また数量は示さないが,タ イ科の歯も多かった。

検出された部位もその数量も,S K308の 方が多い。主上顎骨で最少個体数をみてみるとS K308

では 7,S K338では 3であり,約 2倍である。検出された部位の位置は,第 1図に示すとおりで

ある。

なお,ニ シン科としたものはイワシ類であろう。

3.両生類 。鳥類について (図版226-6。 7)

S K338よ り,カ エル類の脊椎骨 2点,種不明鳥類の左肩肝骨 1点が出土しているにすぎない。

4。 哺乳類について (図版226-8～ 20)

3種の哺乳類遺体の検出部位と数量は,第 4表に示すとおりである。いずれも資料は少量で,

それぞれ 1個体の一部分にすぎない。すべてS K308か ら検出されている。

イノシシとシカは,縄文時代以来の代表的な狩猟対象動物である。サルもまたよく捕獲されて

いて,四国では縄文早期の愛媛県上黒岩岩蔭から検出されている。

5. おわりに

以上に記したように資料は少量であるが,水稲栽培の始まった弥生時代になっても平野部で狩

猟活動が行われていたこと,魚類は瀬戸内海に多いマダイに集中して捕獲または運搬が行われて

いたことなどを知ることができ,興味深い資料ということができる。
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