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序

本県には、旧石器時代をはじめとする 1万箇所を超す遺跡や貴重な埋蔵文化財が数多 く残されてい

ます。それらは、地域の風土と歴史を生み出した遺産であ り、本県の歴史や文化、伝統を正 しく理解

するのに欠 くことのできない歴史資料です。同時に、それらは、県民のみならず国民的財産であり、

将来にわたって大切に保存 し、活用を図らなければなりません。

一方、豊かな県土づ くりには公共事業や社会資本整備が必要ですが、それらの開発にあたつては、

環境との調和はもちろんのこと、地中に埋 もれ、その土地とともにある埋蔵文化財保護 との調和 も求

められるところです。

当事業団埋蔵文化財センターでは、設立以来、岩手県教育委員会の指導 と調整のもとに、開発事業

によって止むを得ず消滅する遺跡の緊急発掘調査を行い、その調査の記録を保存する措置をとってま

い りました。

本報告書は、経営体育成基盤整備事業南 日詰地区に関連 して、平成21年度に発掘調査された紫波町

南日詰小路口 I・ Ⅱ遺跡の調査成果をまとめたものです。南 日詰小路口 I・ Ⅱ遺跡は、12世紀の平泉

藤原氏の一族「比爪氏」の居館 として F吾妻鏡』に記載される「比爪館」と推定される比爪館跡の南

東側に位置する遺跡です。今回の調査により、南 日詰小路口 I。 工遺跡では、古代の竪穴住居跡、12

世紀の建物跡や溝跡、井戸跡などの集落跡、近世の屋敷地に関連するや建物跡や溝跡・土坑などの遺

構の他、多 くの貴重な遺物が確認されました。

今回の調査成果は、比爪館を拠点とする12世紀の「比爪」の様子を知ることができる、貴重な資料

となるものです。本書が広 く活用され、埋蔵文化財についての関心や理解につながると同時に、その

保護や活用、学術研究、教育活動などに役立てられれば幸いです。

最後になりましたが、発掘調査及び報告書作成にあた り、ご理解とご協力をいただきました岩手県

盛岡広域振興局農政部農村整備室、紫波町教育委員会、矢中町教育委員会をはじめとする関係各位に

深 く感謝の意を表します。

平成23年 3月

財団法人 岩手県文化振興事業団

理事長 池 田 克 典



口夕J

1 本報告書は、岩手県紫波郡紫波町南 日詰字小路口26-2ほかに所在する南 日詰小路口 I遺跡、岩手

県紫波郡紫波町南 日詰字小路口54-1ほ かに所在する南 日詰小路口Ⅱ遺跡の発掘調査成果を収録 した

ものである。

2 本遺跡の調査は、経営体育成基盤整備事業南 日詰地区に伴う緊急発掘調査である。調査は岩手県

教育委員会事務局生涯学習文化課 と岩手県盛岡地方振興局農政部農村整備室 (現盛岡広域振興局 )

との協議を経て、 (財 )岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターが実施 した。なお、費用負担は岩

手県教育委員会が岩手県盛岡広域振興局農政部に農家負担分を補助 している。

3 岩手県遺跡台帳に登録される南日詰小路口 I遺跡・南 日詰小路口Ⅱ遺跡の遺跡呑号と遺跡略号は、

次のとお りである。

南 日詰小路口 I遺跡 L E43-1123/MHSI-09
南 日詰小路口Ⅱ遺跡 L E43-1131/MHSⅡ -09

4 発掘調査の調査面積・期間・担当者は、次のとお りである。

南 日詰小路口 I遺跡 5,825だ (本調査3,159だ 、確認調査2,666だ )/平成21年4月 8日 ～11月 17日

南 日詰小路口Ⅱ遺跡 6,461だ (本調査2,011だ 、確認調査4,450ご )/平成21年4月 8日 ～11月 17日

阿部勝則・川又 晋 。中村絵美・八重畑ちか子

5 室内整理の期間と担当者は、次のとおりである。

平成21年 11月 1日 ～平成22年 3月 31日 /阿部勝則・川又 晋 。人重畑ちか子

6 野外調査における基準点測量・航空写真撮影は、次の機関に委託 した。

基準点測量 :北栄調査設計株式会社

航空写真撮影 :東邦航空株式会社

7 遺物の分析・鑑定は、次の機関に委託 した。

石材鑑定 :花商岩研究会 (代表矢内桂三)、 炭化材樹種鑑定 :阿部利吉 (前岩手県木炭協会 )

放射性炭素年代測定 :加速器研究所、種実同定 :パ リノ・サーヴェイ株式会社

木製品の樹種同定 i木工舎「ゆいJ、 木製品の保存処理 :岩手県立博物館

8 発掘・整理・報告は、次の方々にご指導 。ご協力いただいた (順不同・敬称略)。

斎藤邦雄・佐藤嘉広・櫻井友梓 (岩手県教育委員会事務局生涯学習文化課 )、 花篭博文・桜井芳彦・

米川保丈 (紫波町教育委員会)、 西野 4笏 (矢巾町教育委員会 )、 人重樫忠郎・及川 司 。菅原計二・

本澤慎輔 (平泉町教育委員会 )、 井上雅孝 (滝沢村教育委員会)矢萩昭二・東本茂樹 (八幡平市教

育委員会 )。 大沼 巌・大沼俸悦・大沼信行 ,大沼ケフ子 (地権者)、 かばら建設①吾妻嶺酒造店。

9 本報告書の執筆は、 I章 を岩手県盛岡広域振興局農政部農村整備室に依頼 した。Ⅱ～Ⅵ章は、阿

部勝則 (I・ Ⅲ・Ⅳ -2,V・ Ⅵ)・ 川又 晋 (Ⅳ -1)。 人童畑ちか子 (V-1)が分担 して執筆 した。

文末に (氏名)を記 してある。Ⅶ章は、鑑定委託先に依頼 した原稿を掲載 した。報告書の編集・校

正は、阿部と川1又が行った。

10 本遺跡の調査成果は、先に遺跡公開における『現地説明会資料』(平成21年 10月 24日 )や 、当センター

主催の遺跡報告会 (平成22年 2月 13日 )、 F平成21年度発掘調査報告書』 (岩文振第571集)な どで概

要を報告・発表 しているが、本書の内容が優先するものである。

11 本遺跡の調査で得られた一切の資料は、岩手県立埋蔵文化財センタ下において保管 している。



夕J凡

1 掲載図版等について

(1)掲載図版の構成

図版構成は、遺構・遺物に分けている。遺構図版は、竪穴住居跡・建物跡 。土坑 。土器埋設遺構 。道路

状遺構の順で種類毎に掲載 した。遺物図版は、縄́文時代の土器・石器、古代の土師器・須恵器・石製品、

12世紀のかわらけ、国産陶器 (常滑・渥美・水沼・須恵器系 )、 中国産磁器 (白磁・青磁 ・青白磁 )。 中世

の陶磁器、近世・近代の陶磁器、石製品、金属製品、ガラス製品、木製品、土製品、動物遺体、植物遺体

の種類毎に図版を作成 し、出土地点・層位 (上→下)を基準に掲載 した。別に出土地点別の遺物集成図も

作成 している。遺物の掲載番号は、掲載順に連番 とし、図版・写真図版とも同一番号 とした。掲載遺物に

はすべて観察表を付 した。観察表内の ( )内 の数値は残存値、<>内数値は推定値である。

(2)掲載図版の縮尺

掲載図版の縮尺は以下を原則 としたが、一部変更 したところもあ り、各図にスケール・縮尺を付 した。

a 遺構図版

竪穴住居跡の平・断面図1/50、 炉跡の平・断面図1/30、 建物跡の平・断面図1/100、 土坑の平・断面図

1/40、 溝跡 。道路状遺構の平・断面図1/80、 土器埋設遺構の平・断面図1/40

b 遺物図版

土器1/3、 土製品1/2、 剥片石器 1/2、 礫石器1/3、 石製品1/2、 陶磁器 1/3、 鉄製品1/3、 ガラス製品1/3、

木製品1/3

c 写真図版

遺構の写真図版の縮尺は不定である。遺物の写真図版の縮尺は、概ね図版 と同一縮尺になることを基本

として編集 したが、一部変更 したところもあ り、各図に縮尺を付 した。

(3)図版の凡例

図中に使用 した記号 と網かけの凡例は以下のとお りである。それ以外については、個々の図版毎に凡例

を示 してヤヽる。
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…
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I 調査に至る経過

南 日詰小路口 I遺跡は、「経営体育成基盤整備事業 南 日詰地区」のほ場整備事業工事に伴い、そ

の事業区域内に存在することから発掘調査を実施することとなったものである。

本地区は、紫波郡紫波町南日詰に位置 し、東側を北上川、南側を滝名川、西側を国道 4号に囲まれ

た約90haの 水田地帯である。本事業は、平成12年 からほ場整備の区画整理、用水路のパイプライン化、

道路及び排水路の新設、改良により、農作業の効率化、生産コス トの削減、生産性の向上等を図 り、

農地集積による安定 した経営体および担い手農家の育成を目的として、着手 したものである。

本事業の施工にかかる埋蔵文化財の取扱いについては、岩手県盛岡地方振興局農政部農村整備室 (現

岩手県盛岡広域振興局)か ら平成18年 9月 28日 付盛農整第470号 「ほ場整備事業における坦蔵文化財

の試掘調査について」により、岩手県教育套員会に対 して試掘調査の依頼を行った。

依頼を受けた県教育委員会は、平成18年 10月 20、 23、 24日 に試掘調査を実施 し、工事に着手するに

は南日詰小路口 I遺跡の発掘調査が必要となる旨を、平成18年 11月 2日 付教生第1044号 「埋蔵文化財

の試掘調査について」により回答を行った。

この調査結果に基づき、当室から平成18年 11月 15日 付盛地農整第572号「埋蔵文化財試掘調査結果

に係る工法協議について」、平成19年 1月 29日 付盛農整第681号「埋蔵文化財試掘調査に係る工法協議

について」及び平成20年 3月 12日 付盛地農整第573号「埋蔵文化財試掘調査に係る工法協議について」

により県教育委員会に対 して、盛土工法による保存個所 と発掘調査による記録保存個所についての協

議を行った。

その後、これまでの経過を踏まえ、平成21年 4月 1日 付けで財団法人岩手県文化振興事業団との間

で委託契約を締結 し、発掘調査を実施することとなった。

南 日詰小路口Ⅱ遺跡は、「経営体育成基盤整備事業 南 日詰地区」のほ場整備事業工事に伴い、そ

の事業区域内に存在することから発掘調査を実施することとなったものである。

本地区は、紫波郡紫波町南日詰に位置 し、東側を北上川、南側を滝名川、西側を国道 4号に囲まれ

た約90haの 水田地帯である。本事業は、平成12年 からほ場整備の区画整理、用水路のパイプライン化、

道路及び排水路の新設、改良により、農作業の効率化、生産コス トの削減、生産性の向上等を図 り、

農地集積による安定 した経営体および担い手農家の育成を目的として、着手 したものである。

本事業の施工にかかる埋蔵文化財の取扱いについては、岩手県盛同地方振興局農政部農村整備室 (現

岩手県盛岡広域振興局)か ら平成18年 9月 28日 付盛農整第470号「ほ場整備事業における埋蔵文化財

の試掘調査についてJに より、岩手県教育委員会に対 して試掘調査の依頼を行った。

依頼を受けた県教育委員会は、平成18年 10月 20、 23、 24日 に試掘調査を実施 し、工事に着手するに

は南 日詰小路口 I遺跡の発掘調査が必要 となる旨を、平成18年 11月 2日 付教生第1044号 「埋蔵文化財

の試掘調査について」により回答を行った。

この調査結果に基づき、当室から平成18年 11月 15日 付盛地農整第572号「埋蔵文化財試掘調査結果

に係る工法協議について」、平成19年 1月 29日 付盛農整第681号「埋蔵文化財試掘調査に係る工法協議

について」及び平成20年 3月 12日 付盛地農整第573号「埋蔵文化財試掘調査に係る工法協議について」

により県教育委員会に対 して、盛土工法による保存個所と発掘調査による記録保存個所についての協

議を行った。

その後、これまでの経過を踏まえ、平成21年 4月 1日 付けで財団法人岩手県文化振興事業団との間

で委託契約を締結 し、発掘調査を実施することとなった。 (岩手県盛岡広域振興局農政部農村整備室 )
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Ⅱ 遺跡の位置と立地

1 遺 跡 の位 置 と地 理 的環 境

本遺跡の所在する紫波町は、岩手県内陸部に位置 し、北は盛岡市・矢巾町・西は雫石町、南は花巻

市に接 している。面積約239,03k面 、人口 3万 4千人である (平成21年現在 )。 岩手県内陸部のほぼ中

央に位置 し、農業・酒造・観光などを柱に発展を目指す町である。

南日詰小路口 I遺跡は、紫波郡紫波町南 日詰字小路口1-26ほかに所在 し、紫波町域の南狽1にあり、

」R東北本線 日詰駅より直線距離で南東約 2 km付 近に位置する。同地点は北緯39度31分53秒、東経

141度10分12秒付近に位置する。同 じく南 日詰小路口工遺跡は、紫波郡紫波町南 日詰字小路口54-1
ほかに所在する遺跡である。同地点は北緯39度31分52秒、東経141度10分5秒付近に位置する。両遺跡

は東北新幹線を挟んで隣接 し、東側を I遺跡、西側をⅡ遺跡としている。

南 日詰小路口 I・ Ⅱ遺跡は、国土交通省国土地理院発行 5万分の 1地形図「日詰J(N」 -54-13-

15:平成11年発行)、 同 2万 5千分の 1地形図「日詰」(NJ-54-13-15-2:平成元年発行)の図幅

に属する。

2 遺 跡 の立 地 と周 辺 の地 形 ・地 質

紫波町の地形は、西側に奥羽山脈、東側に北上山地があり、中央を北上川が南流 してお り、北上川

流域で都市化が進む中央を挟んで、東側と西側で大きく分かれる。北上川に西側から注 ぎ込む滝名川、

東側から北上川に注ぎ込む常川、赤沢川などによって、北上川の両側には低地が形成されている。特

に西側の低地は大きく開けてお り、同地域は、小麦栽培など県内有数の穀倉地帯である。滝名川上流

には山王海ダムが設けられ、下流域の水利の確気に貢献 している。

南 日詰小路口 I・ I遺跡は、遺跡の東側を流れる北上川によって形成 された河岸低地に立地する。

遺跡の現況は水田・畑地である。遺跡周辺の地形を大きく見ると、奥羽山脈の裾野である西側から北

上川が流れる東側に向かって緩やかに傾斜 している。調査区の標高は92～ 93mである。参考までに、

比爪館跡は、北上川右岸の低位段丘の突端部に位置 してお り、当遺跡を含む12世紀の遺跡群が立地す

る低地部よリー段高い面に立地 している。

3基 本 土 層

南 日詰小路口 I・ Ⅱ遺跡は、調査範囲全体が、南北400m、 東西600m、 面積は12,286∬ の広い範

囲に及ぶが、調査区は、ほ場整備事業の対象範囲で、田面の整備は、調査開始前に既に終了していた。

調査範囲は、未着手となっていた用水路・排水路・農道部分について事業開始前に調査を行ったもの

である。調査範囲は、幅15～ 8m前後、長さ25～ 450m前後の細長い調査区が20か所以上に及んだ。

そのため各調査区で 1か所から2か所程度基本土層を確認するための掘 り下げを行い、表土・盛上の

厚さ、包含層の有無、遺構検出面の確認を行った。なお、平成18年度の試掘調査後に行われた田区の

ほ場整備の事業に伴い、調査対象範囲に盛土が施されていた個所が多 く、試掘報告で確認された土層

堆積状況と異なる部分があつた。

(1)各観察地′点の上層の堆積状況 と遺構検 出面

北上川右岸に形成された低地に立地する南日詰小路口 I・ Ⅱ遺跡は、礫層・砂層など河川堆積物に

よって覆われている。その地形を生かした当地の主な土地利用は、近世以降において水田・畑地が営
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Ⅱ 遺跡の位置と立地

まれていることが確認できる (註 1)。 広範囲に及ぶ地点で土層の確認を行った結果、地山面が落ち

込む埋没沢状の地形が数か所で確認された。現在は画一的な水田が形成され、西から東にかけて緩や

かに傾斜する地形だが、かつては随所に沢が入 り込み、微高地が点在する地形であったと推測される。

例えば、A・ E区は西狽1に 向かって低 くなり、現在の五郎沼と当遺跡の間の地形は、落ち込んで低 く

なるようである。

(2)基 本 土 層

地点により若千の差がみられるが、遺跡全体の上層の堆積状況 と基本土層は次のとお りである。

I層  10Y R3/2～ 2/2 黒褐色 層厚10～ 110cm 締 り疎 現表土 (盛上、旧耕作土を含 )

Ⅱ層 10Y R2/2 黒褐色 層厚0～ 40cm シル ト 締 り中 (12世紀の遺物包含層)

Ⅲ層 10Y R4/4 褐色 層厚20～ 40cm 砂質粘土層 締 り密 いわゆる地山

Ⅳ層 7.5Y R4/6 灰黄褐色 層厚50cm以上 礫層 基盤となる礫層

4周 辺 の 遺 跡

紫波町の遺跡数は、325遺跡 (平成17年現在)を数える。第 3図 には、そのなかで本遺跡周辺に分

布する遺跡を図示 した。南 日詰小路口 I・ I遺跡は、かつては I～ Ⅲ遺跡 として 3か所に分かれてい

たようである (註 2)。 平成18年 度に事業予定地であった字小路ロー帯で試掘調査が行われ、全域か

ら12世紀の溝跡や土坑などの遺構や包含層、遺物などが確認され、遺跡の範囲は字小路ロー合に広が

ることが判明した。遺跡の名称は、試掘調査報告の時点で新幹線東側を I遺跡、同西狽1を I遺跡とし

て報告されている (註 3)。

平泉藤原氏に関連する遺跡 として、平泉藤原氏の一族比爪 (樋爪)氏の居館 として『吾妻鏡』に記

載される「比爪館」と推定される比爪館跡がある。比爪館跡 (現赤石小学校付近)は、紫波町教育委

員会によって、これまで断続的に調査が行われてお り、館跡を囲む大溝跡や、その内部に建物跡や井

戸跡などが確認されてお り、12世紀の拠点的な遺跡 と考えられている。館跡の南側には五郎沼がある。

南 日詰小路口 I・ Ⅱ遺跡は、比爪館跡の南東側約0.6kmに 位置する遺跡であ り、位置的にも密接な関

連が窺える遺跡である。

また、比八館跡の周辺をみると、館跡 と北上川との間に12世紀の遺物が散布する、あるいはその可

能性がある遺跡が複数分布することが知 られている (註 4)。 そのなかで、南 日詰経塚遺跡では、昭

和9年の郷倉建設の際、12世紀の経塚が発見されたとされている。この地域からやや南東側に離れた

下川原 I・ Ⅱ遺跡でも、平成19。 20年度調査で12世紀の遺構・遺物が確認されている。南日詰小路口

I・ Ⅱ遺跡は、このように比爪館周辺に広がる12世紀の遺跡群のなかのひとつであり、それらの追跡

群のなかで大規模な調査が初めて行われた遺跡である。今回の南 日詰小路口遺跡の調査によつて、12

世紀の「比爪」の様子を具体的に知ることができる手がか りが得られることが期待された。なお、昭

和50年に東北新幹線の建設に伴って調査された大銀遺跡は、今回の南 日詰小路口 I・ 工遺跡の調査範

囲内にあたり、調査地点は、いわゆる小路口屋敷付近に該当する。報告によれば、大銀遺跡の調査で

は屋敷跡に関連する遺構は確認されておらず、12世紀のかわらけと類推される遺物が出土 した旨が報

告されている (註 5)。

言主

(1)弘化 3年 (1846年 )の絵図及び19世紀末頃の地籍図などによる。

(2)岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 20041ま か。

(3)岩手県教育委員会2008

(4)羽 柴2006ほ かの文献による。

(5)岩手県教育委員会1979
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Ⅲ 調査・整理の方法

1野 外 調 査

(1)野外調査 の方法

a 調査区の設定と命名

遺跡は、 1・ Ⅱ遺跡が隣接 している。調査区の地区割にあたっては、 I・ Ⅱ遺跡共通で、各区域に

A・ B・ … (ア ルファベ ッド大文字)の地区名を付 した。また、広範囲の調査区の測量を行うために、

I・ Ⅱ遺跡共通で、基準点 4点、補点24点 を設定 し、測量の基準 とした。

b遺 構 の 名 称

検出された遺構の名称は、遺構の種類に応 じてアルファベットで略号化 し、検出順にそれぞれ番号

を付けて、 S101・ S K02の ように命名した。精査の過程や終了後に検討 した結果、遺構ではないと

判断したものや、遺構の種類を変更 した番号については、混乱を防止するために欠香とした。本調査

で使用 した遺構略号 と遺構名は以下に記 したとお りである。

SII竪 穴住居跡、 SB:掘 立柱建物跡・柱列跡、SK:陥 し穴状遺構・土坑・井戸跡、SN:焼
土遺構、SZ:土 器埋設遺構、SD:溝 跡

報告にあたっては、現場で命名した遺構名をそのまま使用しているため一部欠番を生 じている。検出

された遺構種別・検出数・遺構名は以下に記したとおりである。なお、遺構名の一覧表は第2表に記した。

遺構種別 :遺構名 (遺構数 )

I遺跡 (01～ )

掘立柱建物跡・柱列跡 :S B01～ 12(12)、 柱穴状土坑 :Pl～ 284(278)

土坑・井戸跡 :S KOl～ 41(41)

溝跡 i S D01～ 45(43)※ S D02・ 29:欠番

その他 (道路状遺構)i S X01(1)

Ⅱ遺跡 (101～、柱穴は1001～ )

竪穴住居跡 :S1101～ 103(3)

掘立柱建物跡・柱列跡 :S B 101～ 113(13)、 柱穴状土坑 :P1001～ 1350(347)

土坑・井戸跡 :S K101～ 121(21)

溝跡 :S D 101～ 127(27)

土器埋設遺構 :S Z 101(1)

c 試掘・粗掘 と遺構検出

当初、幅 1～ 2m、 長さ5～ 10mの トレンチを地形に応 じて任意の場所に入れ、土層の堆積状況

を把握 した。試掘溝の設定にあたっては、平成18年度の試掘調査の成果を考慮 しながら、計92本の試

掘溝を入れた。試掘の結果、遺構・遺物が存在する可能性が低いと判断された区域は、試掘調査のみ

で調査を終えている。それ以外の区域においては、試掘にもとづいて表土掘削を行った。調査区全体

の表上の厚さは20～ 30cm程あり、包含する遺物はほとんどないことを確認 し、基本的には重機によ

り表土除去を行った。遺構検出は人力で行い、遺構の検出は、Ⅲ層の責褐色土層、一部ではⅡ層黒褐

色土層 (包含層中)で行った。
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Ⅲ 調査・整理の方法

d楕  査

検出された遺構は、原則 として住居跡などの大形の遺構の場合は4分法、土坑類は 2分法で行った。

溝跡では適宜土層観察用のベル トを残 して精査を進めた。精査の各段階において必要図面の作成や写

真撮影を適宜行っている。

遺構内出土の遺物は、埋上で可能な限り分層 して取 り上げ、床面出上の遺物は写真撮影・図面作成

後に取 り上げた。遺構外出上の遺物については、原則として地点ごとに出土 した層位を記 して取 り上

げ、道宜、写真撮影 。図面作成をしている。

また、現場での記録作成では、上記の図面。写真以外にField'Card(以 下F'Cと 略す)を使用 して、

遺跡の調査経過や遺構の精査の進捗状況を記録 している。

e 実浪1・ 写真撮影

トレンチ位置図・個々の遺構平面図については、グリッド杭・水糸によって設けられた基準から計

測する街易遣 り方測量ではなく、電子平板を用いて図化作業を行った。断面実浪1については、任意の

高さを基に設定 した水糸を基準 として計測 し、1/20を 基本としてマイラー用紙に記録 した。

写真撮影は、デジタルカメラ 1台、モノクローム6× 9 cm判 1台、補助用 としてコンパクトデジタ

ルカメラ1台 を使用 して調査員が行った。撮影に際 しては、整理時の混乱を避けるために撮影カー ド

を使用 した。実際の撮影は各種遺構の埋土堆積状況、掘 り上げ状況、遺物の出土状況などについて行っ

ている。また、調査区の様子と遣跡の現況を把握するため、 2回 に分けて航空写真撮影を行つた。

f 土層注記

断面図作成後に土層注記を行った。観察項 目は、色調・土性・締 まり 。混入物などである。基本的

には F新版標準土色帳』 (1990年 版、小山正忠・竹原秀雄編・著)を もとに行っているが、締まりは、

密・やや密 。中 。やや疎・疎、の 5段階で判断した。個々の遺構の埋土堆積状況は、自然か人為かの

判断と、埋没 している土の起源を把握することを課題とした。層名は調査区内に見られる基本的な土

層をローマ数字 (I・ 工・Ⅲ)、 遺構内埋土をアラビア数字 (1・ 2,3)で 表 した。層位の細分の

必要が生 じた場合は、小文字のアルファベットを付 し、 Ia・ Ib。 lc・ …などと表わした。ただ

し、実際の注記内容は、担当調査員が個々の遺構を観察して行った。煩雑な業務に追われ、調査員間

で記載内容が統一されなかった部分があるが、報告に際しては調査時の記録をそのまま掲載 した。

g 土壊水洗

古代の竪穴住居跡の焼土などについて、動物遺体が存在する可能性や製鉄関連の遺構である可能性

を考慮 し、住居跡のカマ ドの埋土及び焼土を採取 し、水洗い 。天 日での乾燥・舗 (5 mm・ 3 mm・ l mm)

による仕分けを行った。この工程を経て得 られた遺物に、動物遺体 (焼骨 )・ 植物遺体 (種子)がある。

(2)野外調査 の経過

南日詰小路口 I・ Ⅱ遺跡の調査経過を時系列で記載すると次のようになる。

3月 23日 (月 )現地確認

4月 7日 (火)1900～ 1100、 住民説明会に係る協議。農村整備室、於埋蔵文化財センター

4月 7日 (火)1&00～ 1900、 地域住民への説明会。於地域活カセンター

4月 8日 (水 )1&00、 資材搬入 調査開始

4月 10日 (金 )1&30～ 1030、 調査区についての現地協議 農村整備室

4月 15日 (水)1&30～ 1ひ 15、 調査区についての現地協議 農村整備室

4月 21日 (火)1900～ 1200、 調査区についての現地協議 農村整備室
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1 野外調査

4月 27日 (月 )基準点設置 (1回 目)北栄調査設計株式会社

5月 25日 (月 )基準点設置 (2回 目)北栄調査設計株式会社

5月 26日 (火)1400～ 1600、 部分終了確認

5月 28日 (木)1000～ 1100、 」R近接工事に係る打ち合わせ、於 JR土木技術センター

7月 7日 (火)航空写真撮影 (1回 目)東邦航空株式会社

7月 11日 (土)1100～ 1200、 西部公民館古代史講座見学会 見学者65名

8月 20日 (木)1900～ 1100、 」R近接工事に係る現地打ち合わせ 仙建工業株式会社

8月 21日 (金)発掘体験 1名

8月 28日 (金)」 R近接工事に係る「工事施工に伴う覚書」の締結

9月 3日 (木)基準点打設 (3回 目)北栄調査設計株式会社

9月 4日 (金)1630～ lZ00、 部分終了確認 (2回 目)

9月 4日 (金)1500～ 1600、 」R近接工事に係る打ち合わせ、於 JR土木技術センター

9月 11日 (金)調査区についての現地協議、農村整備室

9月 24日 (木)調査区についての現地協議、農村整備室

9月 28日 (土)1&30～ 1430、 赤石地区日詰館懇話会見学会 見学者30名

10月 2日 (金)紫波町教育員会による電柱移設部分の試掘対応

10月 5日 (月 )設計変更に伴う現地協議、農村整備室

10月 20日 (火)矢巾町教育委員会 西野修氏による調査指導

10月 21日 (水)1030～ 1200、 部分終了確認 (3回 目)

10月 24日 (土)1930～ 1参 00、 現地公開 見学者100名

10月 28日 (水)航空写真撮影 (2回 目)東邦航空株式会社

11月 6日 (金)1&30～ lG15、 終了確認 (4回 日、最終 )

11月 10日 (火)岩手県教育委員会 佐藤嘉広・櫻井友梓氏による調査指導

11月 17日 (火)調査終了、資材搬出

作業員の稼働人数

作業員は登録人数32人 で調査を開始 した。調査の延べ稼動 日数131日 、一 日平均の稼働人数は約

26.8人で作業を行った。

調査区

調査対象範囲は、ほ場整備事業のうち農道・用水路・排水路の部分であ り、田区については、すで

に整備が終了 していた。調査区は、最小 1× 73m、 最大 5× 257mの範囲で、調査区数は19個所 (A
～ S区※枝番有 り)に及んだ。そのため便宜的にアルファベ ッド大文字A・ BoC・ …で調査区名を

付 した。調査個所が分断された場合や追加された場合は、必要に応 じて枝番を付 した。

基準点測量

4・ 5'9月 の 3回 に分けて基準点打設を行った。支障物件が多く、 4月 の調査開始時点で調査区

の詳細な境界が明示 されていなかったことから、調査区の確定作業の進捗に合わせて、基準点打設を

進めた。打設 した基準の抗は、基準点 4′点・補点24点 (区画点)である。

航空写真撮影

調査の進捗に合わせて 7月 と10月 の 2回撮影を行った。それぞれ撮影対象となった範囲は異なる。

現地公開など

7・ 9。 10月 の 3回行った。 7・ 9月 はタト部より依頼された見学会に対応 したものである。10月 は
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Ⅲ 調査・整理の方法

調査機関が主体 となって行った現地公開で、見学者は100名 であった。

その他、 8月 21日 に体験発掘 1名の受け入れを行っている。

調査指導

10月 20日 に矢巾町教育委員会の西野修氏に来跡いただき、現地指導をいただいた。Q区で調査中の

大溝跡について、その性格が不明であったため、運河の可能性の有無などについて指導をいただいた。

その際、 S X 101に ついて道路】犬遺構の可能性について示唆を受けた。

11月 10日 には、柳之御所遺跡を調査 している岩手県教育委員会の佐藤嘉広・櫻井友梓氏から指導を

得る機会を得た。なお、10月 24日 に行った現地公開の際には、来跡 された平泉町教育委員会の方々か

ら多 くのご指導をいただいた。また、紫波町教育委員会の方々には、現地に来ていただいた際、随時

ご↓旨導をいただいた。

部分終了確認

調査の進捗に合わせて、 4回 に分けて行われた。詳細は以下のとお りである。

・ 5月 26日 :部分終了確認 (1回 日)(A・ BoC・ D区 :1,445だ )

。9月 4日 :部分終了確認 (2回 目)(L・ K・ NoO・ P・ R3・ E・ F区 :4,154だ )

。10月 21日 :部分終了確認 (3回 目)(M・ I・ Rl・ R2・ Hl区 :2,338∬ )

。11月 6日 :終了確認 (4回 目 :最終)(Q・ 」・ S・ H2・ 3・ 4・ G区 :4,354∬
)

5月 に終了した調査区については、当方で埋め戻 しを行ったが、 9月 以降に終了 した調査区につい

ては、廃土処理、埋め戻 し作業 も含めて、事業の委託業者 (か ばら建設)に引き渡 しを行った。

調査員の異動

4・ 5月 :阿部・川又・中村、 6月 i阿部 。川又、 7月 :阿部・川又・八重畑 (7月 21日 ～
)、 8・

9 。10,11月 :卜可吉隅・ナH又 。人重文田

当初、 8人体制で調査を開始 したが、 5月 末で 1名 が配置換えとなり、 6月 から7月 中旬は 2名体

制で調査を行った。その後は1名加わって再び 3名体制で調査を行った。調査員の異動により当初計

画 した分掌を見直 し、 I・ I遺跡の調査をそれぞれ並行 して行うこととした。 I・ Ⅱ遺跡ともに9月

以降でなければ調査着手できない個所があったことから、最終的に 2か所に分かれての並行調査を余

儀なくされることが見込まれたことから判断したものである。調査の総括・調整を阿部が行い、 I遺

跡の調査を川又、Ⅱ遺跡の調査を阿部が行い、人重畑がこれを補助 した。本報告書の原稿 も、担当し

た遺跡 と調査区について記載 している。

調査区確定のための現地確認と設計変更

4月 の調査着手時点で調査範囲を示す境界杭は明示されておらず、工事図面に示された調査範囲と、

現地において実際に調査を行う範囲には、誤差があることが常態化 していた。そのため調査区につい

ては、開始前に現地で確認を行いながら調査を進行 した。調査開始後に繰 り返 し行われた現地協議ヘ

の対応 も通常の調査体制とは異なる事態で、調査員 1名は調査に専念できない事態が常態化 した。

また、調査開始後に生 じた設計変更にも対応 して調査を進めた。当初の計画に含まれていなかった

部分については、10月 5日 に現地で確認を行い、必要な部分について調査を行った

支障物件への対応

調査に際しての主な支障物件に以下のものがあった。

。東北電力の電柱 (F区 )

。NTTの 鉄柱 (E区 )

。ケーブルテレビの鉄柱 (R区 )
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1 野外調査

・仮設パ イプライン (E・ R区 )

これ らの物件 は、調査開始前 に移設・撤去が行 われなかったため、これ らの支障物件 を抱 えたまま

で調査 は開始 された。

そのため、E区、F区、R区 については、は じめに物件 を避けた形での調査 とな り、その後 に移設・

撤去 された跡地について調査 を行 った。結果 として本来 1回で行える調査 を2～ 4回 に分けて行 って

お り、不本意なが ら非効率的な調査 を進めざるをえなかった。

なお、東北電力の電柱の移設に際しては、紫波町教育委員会対応で試掘調査が行われている。

また、調査区の周辺の田区は麦が撤かれていたため、麦刈の時期 (7月 )ま で現農道を維持 して調

査を行った。また、調査区域外への排上場の確保についても、許可を得たのは、調査開始 9日 後の 4

月16日 で、17日 以降に重機による表土掘削を開始 した。このことも調査の進行が遅れた要因のひとつ

となった。廃上の仮置きあたっては、すでに整備の終了 している田区に仮 り置きするため、委託者の

指示でシー トを敷いた上に仮 り置きした。埋め戻 しの際には、シー トの回収も行ったが、 9月 以降の

調査終了箇所については、調査終了後に円滑に工事着手するため、埋め戻 し作業 とシー トの回収作業

についても、ほ場整備の委託業者に引き継ぎを行った。

その他、調査区Q区の西狽1に隣接する、ほ場整備地外の田区では、田植に伴い、随時土側溝の用水・

配水が機能 していた。そのため調査区Q区 は、 9月 下旬の稲刈 り後に調査することとなった。

」R近接工事

」R近接工事の対象範囲については、 JRの許可をもらう手続きが必要であつたが、調査開始前に

手続きは進められていなかったため、調査開始後に手続 きを進めることとなった。対象とされた区域

は、新幹線西側の調査区G区3,079ど である。

事務手続 きに関しては、 5月 28日 に」Rで打ち合わせを行った。その後、事業と調査を 1本化 して

事務手続 きが進められ、 8月 28日 には「工事施工に伴う覚書」を締結 した。

現場においては、 8月 20日 に」近接工事の資格業者である仙建工業株式会社 と作業内容の打ち合わ

せを行った後、 9月 1日 に施工計画を提出し、 9月 4日 に」Rで具体的な打ち合せを行い、 9月 1日

～ 10月 30日 までの「近接工事協議済証」 (盛土技設21第83号 )を得た。現場では、資格業者の仙建工

業株式会社に委託 し、重機による掘削及び排土の運搬作業を9月 7日 ～ 10月 7日 の間行った。

実際の調査では、掘削作業を南側から北側に順次行う予定であったが、調査開始後に調査区途中 (G

4区)にある」R高架からの昇降口に隣接する範囲の設計変更箇所が出たため、当初の予定を変更 し

て、南側 (G5・ 6区)→北側 (Gl・ 2区)→南側 (G3・ 4区 )と 場所を反転 しての非効率的な

調査を行った。 G区の調査は、遺構密度が高かったため、当初予定の10月 30日 までに終了できず、11

月13日 まで期間を延長 して行った。

事前の調査条件の整備と調査への影響

以上のような諸々の調査条件の制約のもとに調査は進行 した。結果的に調査着手が遅れ、 9月 以降

に開始 となった G・ Q区が、他の区域 と比べて遺構密度が高 く、出土遺物量も多かった。本来であれ

ば、もっとも時間を掛けて慎重に調査すべき区域であったが、予定期間 7か月中約 1か月半 しか期間

を割けなかったことが悔やまれる。そのため調査精度は他区より劣ってお り、残念な結果になった。

今回の調査は、事前の調査条件の整備が、いかに調査精度に影響を与えるか。また条件が整わない

状況のなかで、とりあえずできるとことから、と安易に調査着手することが、いかに非効率的な調査

に直結するか、痛感させ られた調査であった。

安易な調査着手は、担当調査員の負担が大きく、非効率的な精度の低い調査を行わざるをえない場
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Ш 調査・整理の方法

合が多い。事前の条件整備を確実に行うことが、経費節減も含めた円滑な調査を進めるための必須条

件となることは自明のことである。今後の教訓としたい。

2室 内 整 理

(1)室 内整理の方法

a 遺構に関わる記録

電子平板で預1量 したデータについては、現場で入手 した情報をそのまま保存することとし、手実測

で記録 したその他の実測図を読み込んでデジタル化 して、点検 。合成、図版作成を行った。

デジタル写真は、撮影 したすべての写真データを保存対象として整理・収納 した。撮影されたフイ

ルムはネガアルバムに密着写真 と一組にして1又納 した。

b 遺物の整理

遺物は野外及び当センター整理室で水洗 した後、細片は別として、出土地点・層位等を登録 した遺

物陥を破片に注記 した。その後、出土地点・層位ごとに仕分けを行い、遺構ごと、遺構外出土の遺物

はグリッドごとに接合・復元作業を行った。遺物の実測図は実大 とし、 トレースは遺物の状況に応 じ

て実大あるいは縮小 して図化 した。石材・炭化材・炭化種実・放射性炭素年代測定の分析は外部の専

門家に委託 した。遺物の写真撮影はセンター内の専門技師 1名が行った。

c 遺物の選別 '図化の基準

遺物の整理・報告にあたっての作業・記録作成は以下の方針で進めた。報告書に掲載された遺物は

出上 した遺物のすべてではなく、整理のなかで設定 した基準を基に選別 した一部の資料である。以下

に選別基準を明示する。今回は、限られた整理期間のなかで、できるかぎり情報を提供 しようと努め

たが、担当者の力量不足により、不十分に終わった部分がある。掲載にあたっては、時代別 。遺物の

種類別に掲載 し、別に出土地点ごとの集成図も作成 し、掲載 した。

土器類 (縄文土器・土師器・須恵器 。かわらけ)

はじめに出土地点別に重量計測を行った。土器の接合 と並行 して、遺物の選別を進めた。接合 した

土器については、原則 としては計測値 (器高・口径・底径)1箇所以上計測可能なもの (器形が把握

できるもの)を立体土器として登録 し、図化 した。破片資料は、優先的に口縁部破片や底部破片を選

択 したが、一部胴部破片 も選んでいる。かわらけは、原則 1/2以上残存するか、図化により計測値

が復元可能なものについて掲載することとし、一部の遺構内資料については、残存率が不良なものに

ついても掲載 している。掲載にあたっては、縄文土器・土師器・かわらけと種類別に分けて掲載 した。

陶磁器類 (12世紀、中世、近世、近代)

陶磁器は、出土 したすべてを対象として、個々に仕分け 。登録作業・計測・分類を行い、選別 した

資料について図・写真を掲載 した。12世紀の陶磁器類については、国産陶器 (常滑・渥美・水沼・須

恵器系 )・ 中国産磁器 (白磁・青磁・青白磁・陶器)に分類 した。すべてについて観察表を掲載 し、

一部について図・写真を掲載 した。陶磁器類の分類については、平泉町の人重樫忠郎氏にご指導いた

だいた。近世 。近代の陶磁器については、陶器・磁器に大別 して、出土地点別に掲載 した。遺構 (屋

敷地)の存続年代に係わることから、近代の陶磁器類についても可能なかぎり掲載 したが、整理期間

の制約などから、出上 したすべての資料内容を提示することができなかった。

土製品

土製品は、出上 したすべてを対象として、仕分け 。登録作業・計測・分類を行い、一部について、
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2 室内整理

観察表・写真を掲載 した。

石器・石製品

石器は、出上 したすべてを対象として、個々に仕分け 。登録作業・計測・分類を行い、さらに一部

資料について図化を行い、写真・観察表を掲載 した。石製品は、出上 したすべてを対象として、仕分

け・登録作業・計測・分類を行い、全点の観察表・図・写真を掲載 した。

金属製品

金属製品には、鉄製品・銭貨がある。鉄製品は、出上 したすべてを対象として、個々に仕分け 。登

録作業・計測・分類を行い、全点の観察表・図・写真を掲載 した。

ガラス製品

ガラス製品は、出土 したすべてを対象として、個々に仕分け・登録作業・計測・分類を行い、一部

について観察表・図・写真を掲載 した。

木製品

木製品は、出上 したすべてを対象として、個々に仕分け 。登録作業・計測・分類を行い、遺存状態

や器種の同定が可能なものを優先 して選別 したものについて、観察表・図・写真を掲載 した。なお、

掲載のみならず、不掲載の遺物についても報告に必要と判断したものについては、専門家による樹種

同定を行い、分析結果を掲載 した。一部の近世の遺物を除いて、掲載遺物は保存処理を施 した。

動物遺体

すべてを対象として、個々に仕分け・登録・計測・分類作業を行い、全点について観察表を作成 し、

一部について写真掲載 とした。動物遺体については佐々木務氏に同定していただいた。

植物遺体

種実・炭化材 とも、個々に仕分け 。登録作業・計測・分類を行った。植物遺体 (種子・炭化 したも

のも含む)については、観察表と写真を掲載 した。また代表的な遺物は、外部の専門機関に分析同定

を依頼 した。炭化材は観察表のみの掲載とし、樹種名を掲載するに留めた。なお、遺構内出上の一部

の資料について、専門家による樹種同定と放射性炭素年代測定を行い、分析結果を掲載 した。

d 報告書の編集

報告書の原稿は、 I遺跡 (H区 を除 く)の遺構分 を川又、Ⅱ遺跡の S1103竪穴住居跡 を入重畑、

それ以外を阿部が執筆 した。図版は、Ⅱ遺跡の遺構分を入重畑、それ以外の遺構は川又、遺物は阿部

が編集 した。写真図版は川又が編集 した。全体の編集は阿部・川又が行った。

(2)室 内整理の経過

室内整理の期間は、平成21年 11月 1日 ～平成22年 3月 31日 で、廷べ日数は97日 である。整理に従事

した作業員は4名である。野外調査で得られた遺物、実測図、写真などの各種資料は室内整理の段階

で整理方針に基づいて処理 し、整理を行い、報告書作成とともに資料化を図つた。

なお、整理途中の中間報告であったが、以下に示 した機会において調査成果の概要報告 を行った。

12月 5日 (土 )平泉フォーラム

2月 13日 (土)岩手県埋蔵文化財センター主催の遺跡報告会

2月 19日 (金)平泉遺跡群調査整備指導委員会

3月 4日 (木)紫波郷土史同好会
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第 1表 周辺の遺跡一覧表
�!休 コー ド Ji 伽〔 ネ ll tt 所  粕: 地 訓企経llな ど

1 LE66‐ 1370 桜‖げ上よ!沢 散布地 率と文 ・r安 オ去I句 守!lilll》
t

2 しε66■ 368 桜‖」下町サ 散 布 地 il′
安 桜 ll年 卜lll沢 、紫波引I火 娯前二

「
日

3 しE67■ 072 H iili f」イJく 散布地 IJ詰 守:ド IIl沢

LE67_2006 V中と 枚狛f地 古代 H岳14■ 生L月 野

5 LE66‐2376 北 Hi古 ILtt lll 散布地 i41梵 】ヒ||ヽ古
`子

:生と,1」子

6 しE662337 半沢松‖ 枝油f地 古 代 半沢年松  、守:長 尾沢

7 しE672002 桜 ll中 桜 I 散布地 朴し文 古代 桜問守:中桜

8 LE67_2013 日 占ヽ4「 ザJ rl 散布地 古 代 桜 ‖J字 中桜

9 LE67 2033 半pく松[HⅢ 散布地 古代 1/.I句 字中イナ
とO しE67‐ 2034

「
l lfI 散布地 怯

'日

字 Hl頭 S49(嘴 t教 姿 第35集 )

しE67‐2064 桜 ll■ yt 故布地 古代 桜 ll字 高木

早 山鮎 JfJtaJ」■t

しE67‐ 2279 廿史れ,〕し 大巻字花立

しE77‐0310 人巻館 llFN 城ni切 | 人巻 l‐r宇 化 立 、守:鮒 紫波 W∫ 1岳 定 tl跡 (S501岳 定 )

しE760362 北「 i古タト谷地Ⅵ 散布地 】ヒH詰イヤ外谷地
LE76 0323 引ヒロ評ント谷地

lllr布
地 古 代 北 日 古ヽ1,外 谷 地 、 SF沢学 的場

しE760345 北 日 古ヽクト谷地 ] 散布地 やと文 古イt 】ヒロ詰年外谷地

しE760347 Jヒ i古 外谷地コ 散布地 干し文 古代 】ヒロ詰宇クト谷地
LE76 0377 Jヒ I 岳与タトイヽ地Ⅲ 赦 4「 地 北日詰

'外
谷地

LE76_0378 詰外 谷地 Ⅳ 赦怖地 】ヒロ詰!キ外谷地

LE76 0389 Jヒ | 甜タト谷地 V 散布地 北日
'ヤ

■タト谷地
22 しE77‐009] ili人よト 散布地 イ( 】ヒ 詰字八士

LE77‐0014 Jヒ にヽJiト ケ友 散布地 |を 1'イ | }下吸
24 LE77‐0077 北日i+束 ノ坊 ] 散狛i地 古代～中 [上 】ヒ =「 爽ノリ,

LE77‐0078 】ヒトi古切てノウケⅡ 散 布地 古代～中‖t 】ヒ i占 年 水 ノllJ

LE77-0069 北 H tti l_ノ 坊 コ 散布地 1代 詰引(ノ 坊、 卜引こノ功

LE77-0087 ナヒ爪館 城角i lll 10 12C 前 日詰宇怖満水

S40444749576062～ H12(紫波
'いH03(イ 1文 lTF第 155集 )

紫波IH J鷺 ,と 史跡 (S50指 ,と )

LE77■ 007 71票

`|イ

1 散布地 紐 文 前日甜守〔術汗F水

LE77-0131 人 HI仕 集沐 lll 城館」ll 】ヒHi吉
=:大

ばt、 年 竹崩[、 年城 lNl、 ヤ:,こ ノ坊 S50(鳴 t教委第35集 )

LE77-0144 北 日辞i城 内■ 集,4勧ヽ 甜h文 北 H詰 年城 内 S50

LE77-0164 北 条 FFi 城館 跡 |!: Jヒ ロヽ 占守:)文
1/Nl

32 LE77-0184 北 1辞i卜 束 ノ功 帝欠れ,〕也 十「ィt 】ヒH∴

`ド

束ノ坊、年城内
LE77_0194 Jヒ ロ市IJfEItt I 1牧 狛,J也

十「ィt 】ヒHi占 ■:城 ltl

LE77 104 前 日i古 大銀エ 十文布 ll,
=|「

ft 1苛「 |∴ヤ,:ントJ411

LE77 1“ Hl市 大銀 I 世文Ⅵfナ也 1丁 十ヽ 1■ 1,占 守:大 銀、4■ 小路に S50(嚇 t教 公

"35朱
,

36 LE77 123 南 H詰小路HI 散珀f地 I「 イt I打  i吉 守:月 どヽ各

LE77 131 i■ 日市キ小路|IⅡ
IIxttf地

ilfイ ( 稿 | lヽi守 切 路ヽ

LE77 142 1■ 日i古小路日Ⅲ 故布地 1「 十〔 lrl H詰字宮崎

39 LE77■ 049 打日:古 1テ iⅢ十 散布地 十t 「打|1言 古守当イ止行

LE77‐0234 極 ノ木館 (人 1と )
jJt館跡 大巷

`ヤ

:lljノ 木

人 にコ(尻 工 肢布地 紺と文 人 午:μl H、
`+lllノ

木

LE77 1207 人巻・lⅢ 散布地 iと,代 大巷t,W川

LE77 1225 入巻長沢尻 散布地 下し文 ドi代 人も
`I長

沢尻、守:PjH、 イ白lJ l

LE77■ 234 赤川館 jJA館跡 |～ 近 1! 大巻宇長沢尻、年 ド川原

LE77 1279 彦湘

`久

保 イk希 ,地 古 代 彦 部年 久保

LE76■ 364 前日i,i4111「 [| i狭 4'〕也 ili代 南 lli青 年秘 111

47 LE76-1365 I tlに 言占オ航HJ Ⅱ ikイテl也 trfヽ

'日

言占字
'日

坊t

LE76‐ 1355 前日‖ittll狂 散布地 甜じ文 古代 市 H ttittk根

LE76-1357 前 日評i川 ら〔 lk怖川ォ 古十(

LE76■ 379 ,■ に|1占 京IH I 散布 地 ‖し文 ギfl( |イ Hi古
`子

テ(日 ]

LE77-1061 前 日詰京十日■ 散イ,ナ也 古代 前 H詰年京 H

LE77 1054 前 日詰篠ヱそイI 散布地 I「 代 前 日 古ヽ
′

'法

沼

LE7「 1063 南 日i古 蔭沼 Ⅱ 古文狛iJ也 ド〒イ( 前 日 古ヽ字蔭沼

LE77‐ 1037 伝蛇塚 lk布 地 前 日1古 字 蔭沼

LE77■ 068 南 日詰「Htt I 散布地 市 H記年 J!中

LE77■ 161 i'日 士ヽmi」 Ⅱ 股布地 占代 ftJ日 古ヽ守:‖ 木

57 LE77 1086 前 |l iii!i lkhi〕也 泄L文  ギf代 ll日 占ヽ4■ 渋沼、京圧、1屯 名川、
『

I中
S62 S63 H01(岩 文振第136集 )

H16(′ 1文 II第 163F4)

58 LE77_2016 伝普知 鳴館 (と知滝hi) 城館跡 絹Ltt i年 代 前 日,占 守:沌 名川
S38 S63 H05(紫 波 Iげ )

紫波川]指テと史助〔(S501旨ケと)

LE77■ 091 前 日詰京 FH Ⅲ 付文41'〕 也 古代 前 日 古ヽ字ポ Fl

60 LE77-2038 「rl日

'占

沌名川V 散布地 ll文 前 日詰宇沌名川、宇「木

61 LE77-2036 前日:古 滝名川 I 南 |十 市士守:滝 名川

62 LE77-2116 南 H詰八坂 散布 川ォ 古 代 前 日詰 年 八坂 H17 (岩 え振第524集 )

LE77-2159 ドナ ナ京 I ikイ F〕也 iFイ〔 lVl日 詰 年 卜川 原、字八坂 H18(イ 1文 lJ〔 第564渠 )

LE77-2198 下川原コ rT_落跡 前 日i吉 守:卜 川原、字 i川 )原 H03(岩 文振第192朱 , H18(岩文振 第564引 ,ヽ

LE77_2196 山 H穴 II tt ll 古代 (lr安 ) 人よ1`,WIH

66 LE77‐2144 ,II IIIゴ ヒ 集落跡 犬よ1宇百 11

67 LE77‐2174 西 H 朱落」lt 城館跡 �と文 古代 中‖I 大 ,張1年 ¶ 日 S50-52(県教委第51集 )H01(紫 波 Iい

68 LE77‐2048 大測新
「

リ 版布地 IL文  古代 犬よ1`辛ηtt μ,、 子子:llll II I

LE77_2057 前 日ittih名 川 Ⅳ ll日 詰t:滝 名川

70 LE77‐2056 旧 日詰沌 名川 Ⅲ 大 lll守 :新 日p7

71 LE77‐2075 人 1刈 谷地 [H 散布地 世|イ 〔 大 i刈 守:谷 地 Hl、 年新 1堰

72 LE76‐2369 ,→ 作越IH 散布地 縄文 古代 サ十作字越Ⅲ
LE87 0014 た,知 谷詢比モli打 大 測字谷 lll FI

74 LE87 0111 ド,llHI I 散れ 地 人測字 卜 lkI士

75 LE87 0029 lll谷地 犬測字市谷地

76 LE87 0121 卜,ШヒHH 散狛,〕也 犬測守:卜 越 IH

LE87 0126 卜,lH IIl rIイ 跡 古 代 たI� I′トトれ比IH

78 LE87 1106 ]子 「 散布 地 ,夕帝L守 :甲}| S49‖ 介 ('It教 委第35集 )

79 LE87 0238 手沢 f・k布地 余良 彦刊
`守

:寺 沢

LE87 0229 小深 |十 イ監布地 古代 彦‖
`守

:/「 ケ森

LE87 0301 エイli,サ :来 所 彦古【年 川 久釈 紫波町 lL tti咆 働〔(H01指すi)

匝 調査・整理の方法
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第 2表 遺構一覧表

南日詰小路口 I遺跡

辿411名 ■  格 ,「  考 域一Ｘ

一

柱列跡 H3

SB02 柱す1勘 i

SB03 柱列 ,亦

lFl立柱建物跡

SB05 lFア 1跡

SB06 lFi立 柱建物跡

柱ダ1跡

柱列跡

掘立柱建物跡

SB10 掘立柱魁物跡 I

SBll ll立柱建物跡 I

SB12 掘立柱建物跡 M

SK01 上坑 I

S(02 土坑 I

SK03 「L坑 I

SKOコ 上坑 I

SK05 上坑 I

SK06 井戸跡 I

SK07 土坑 I

SK08 井戸 PIN I

SK09 土軌 I

SK10 土坑 I

SKll 井戸跡 M

SK12 土坑 M

SK13 Ji坑 M

SK14 土坑 M

SK 15 上坑 Hl

SK16 土坑

SK17 土坑 Hl

SK18 土 17i N

SK19 t坑 N

SK20 上坑 N

SK21 土り[ H4

SK22 引:戸 llr

SK23 井戸跡 H4

SK24 と坑 H4

SK25 上 坑 L

SK26 井戸跡 @2

SK27 井戸跡 Q2

SK28 上坑

SK29 L坑

SK30 土 坑

SK31 ■3

SK32 上坑 ■3

SK33 上 坑 H3

SK34 上 坑 H3

SK35 土 坑 S

SK36 土 坑 S

SK37 上坑 S

SK38 と坑 S

SK39 土 坑 H3

SK40 陥 し穴

SK41 土 坑 E SD29

SD01 活勘〔 旧SD02と 統合 I

SD02 欠各 SD01へ統合 欠各

SD03 油 跡 〕

SD04 澁 跡 〕

SD05 溢跡 I

SD06 溝 跡 I

SD07 1寺動【
I

SD08 満 71r Hlヽ1

SD09 満勘
'

M

SD10 溝肋
'

M

SDll 溝跡 M

SD12 イ件勘( M

SD13 満 跡 Hl

SD14 溝 ll(

SD15 滑 跡 Hl

SD 16 満 l・

lf III

SD17 満働( H2

SD 18 滞 7Jl H2

SD19 1古跡 N

遺 lill名 性   格 ‖i  考 区 I・k

SD20 滞 跡 N

SD2] 溝 跡 N

SD22 イ↓勘ヽ N

SD23 l ll働 F

SD24 維跡

SD25 灘働ヽ

SD26 溝跡

SD27 油 跡 L

SD28 |‖動ミ

SD29 欠番 SK41へ 変 更 欠琴

SD30 t PllN

SD3ユ 洸 PllN

SD32 溝 Vlヽ

SD33 /fl跡

SD34 滞勘(

QIQ2
SK

SD35 溝跡

滸 」l「

SD37 溝跡

SD38 lLV亦 H3

SD39 汁跡 H4

SD40 滞 rllN H4

SD41 li」
ll

SD42 /11跡 S

SD43 澁 跡

SD44 溝跡

砧勤〔

SX01 芭路状迫lll 02

逆構名 性   格 腑   考 区城

SK124 土坑

SK125 上境 G4

SK126 G4

SK127 十坑 C4

SK128 上坑

SZ101 土器埋設辻構

SD101 澁跡 B

SD102 離働ヽ

SD 103 満 Tlli

SD104 溝 llヽ

SD105 耐 跡

SD 滞跡 A

07 浩 Pll D

溝跡 C

SD 灘初ヽ C

SD 10 溝跡 C F3

SD 1 汁 跡 E

SD 2 i社働ミ E

SDH3 澁動
'

E

SDl14 澁 跡 F

SD H5 滞 lllヽ

SD H6 lFel跡

SDl17 滞跡

SDl18 1件肋〔

SDl19 イ柱勘
'

SD120 滞働
'

SD121 滸 跡

SD122 満跡

SD123 許切【

SD124 汁跡

SD125 |‖
rllミ

SD126 滸跡

SD127 津跡

南日詰珂ヽ路口Ⅱ遺跡
遺構 名 ■  格 ,「   考 区以

S1101 竪穴住居跡 C

S1102 竪穴住 l‐跡 C

S1103 竪穴住居跡

SB101 lFi立 柱建物跡 G3

SB102 棚 立柱 建物跡

ll立柱建物跡

掘 立柱建物跡

SB105 柱列跡

SB106 lP立 柱建4勿跡

SB107 柱列跡

柱列跡

SB109 柱列跡

掘立柱建物働

柱列跡

2 掘立柱建物跡

3 掘立柱建 4勿跡

SK101 土 坑 D

SK102 土 坑 D

SK103 土 坑 A

SK104 上 坑 C

SK105 井戸跡 C

SK106 井戸 Pl

SK107 井戸跡

SK108 井戸跡

SK109 井戸跡

SK 井戸跡

SK 1 土坑

SK 2 土坑

SK 3 土坑

SK 土坑

SK 井戸跡

SK 井戸働ミ

SK 土坑

SK 土坑 G4

SK 上 坑

SK120 土 坑

SK121 土 坑

SK122 土 坑

SKlク3 上りi

基準点一覧表
枕  名 X41/標 (m) Y座標(m) Z座標(m)

基 -101 -51891786 28629184 93167

基 -102 -51949198 28959751 92896

承 -103 -51972815 28776602 93069

基 -104 -52025670 29177245 92602

区 -01 -51844000 28652000 93356

区 -02 -51893000 28798000 93385

区 -03 -51974000 28777000 92900

区 -04 -51998000 28847000 92745

区 -05 -51996000 28675000 93093

区-06 -52026000 28763000 92963

区 -07 -52057000 28854000 92975

区 -08 -52060000 28950000 92414

区 -09 -52070000 28980000 92312

区 -10 -52095000 29055000 92045

区 -11 -52104000 29083000 92119

区 -12 51980000 28945000 92317

区 -13 -52039000 29222000

I-14 -52047000 29196000 92455

区-15 -51851000 28975000

区 -16 -51876000 28967000 93183

区 -17 -51976000 29000000 92861

区 -18 -51944000 28906000 93125

区 -19 -51923000 28850000 93050

区 -20 -52050000 28897000 92973

区 -21 -52087000 28881000 92922

区 -22 -51955000 28832000 93686

区 -23 -51820000 28789500 93327

区 -24 -51750500 28767000 93334
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Ⅲ 訓介 整lHIの 方法
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第 1図 遺跡の位置
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■■ …E 理劉 …山地 EEEEl… 丘陵地 ■■ ―砂礫段丘Ⅱ

匠コ ー砂礫段丘Ⅲ 匠コ
ー・平野 匠コ ー河原 匡∃ …旧河道

0           1 :25,000      1km

日詰(平成15年国土地理院発行)
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第 2図 周辺の地形



Ⅲ i'司 介・翼4J世 の方 lυ

0            1 : 25,000       1km

日詰(平成 15年国土地理院発行)
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第 3図 周辺の遺跡
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基本土層I区北

A  L=92 3m    A'

―

Ia

≦ 皇 全 ≡ 蓬 ≧
― IC

一
―

ヽ
一― Ⅲb

5ra

荒 ＼ _

基本土層I区 南

A L‐ 927m A' A

基本土層」区西

L‐928m A' A

基本土層L区西

L‐926m ド
一

Ia

Ⅲ

＼

一

邸rc

/… ＼

―

na

Vb
lllb

基本土層 I区
Ia 10YR3/1 黒褐色 ンル ト しまりやや疎 盛土。
Ib 10YR4/6 褐色 砂  しまり密 礫 (1～ 2cm)5%含む。盛土。
Ic 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密 盛土。
■ 75YR4/4 褐色 砂質シル ト しまり密 酸化鉄粒多量含む。
Ⅲa 10YR3/3 暗褐色 粘土質ンル ト  漸移層。
Ⅲb 10YR4/6 褐色 粘土質シル ト
Ⅳa 10YR4/4 褐色 砂  しまり密
Ⅳb 10YR4/8 1こ ぶい黄褐色 砂  しまりやや疎
Ⅳc 礫 (5～ 10cm)90%含む。

基本土層N区西

A L=92 8m                AI

基本土層」区
Ia 10YR2/2
■  10YR4/4
Ⅳa 10YR3/3
Ⅳb 10YR3/4
Ⅳc 10YR5/2
Ⅳd 砂礫

Ⅲc

基本土層 L区
Ia 10YR3/2 黒褐色 シル ト しまり密
Ic 10YR3/3 暗褐色 ンル ト しまり密
Ⅲa 10YR5/3 にぶい黄褐色 粘土

しまり密 酸化鉄分多量含む。
グライ化層

Ⅲb 10YR4/3 1こ ぶい黄褐色 砂質粘土

しまりやや疎 酸化鉄分少量含む。

グライ化層
Ⅲc 10YR4/3 にぶい責褐色 粘土質砂

しまりやや疎
グライ化層

基本土層M区

L‐928mA

Ⅳ

基本土層 M区
Ia 10YR3/2 黒褐色 シル ト
Ic 10YR3/3 暗褐色 ンル ト
Ⅲa 10YRγ 6 褐色 砂質シル ト
Ⅲb 10YR4/6 褐色 砂質粘土

W  礫層

A'

しまりやや疎 盛土。
しまり密 盛土。

Ic

Vb

基本土層 N区
Ia 10YR3/2 黒褐色 ンル ト しまりやや疎 墜土。
Ib 10YR7/6 明黄褐色 砂

しまり密 礫 (1～ 2cm)5%含む。盛土。
Ic 10YR3/3 暗褐色 シル ト しまり密 盛土。
Ⅲa 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘土  しまり密
Ⅲb 10YR5/2 灰黄褐色 粘上 しまり密 グライ化層。

Ⅲc 10YR4/2 灰黄褐色 砂質粘土

Ⅳa 10YR3/4 暗褐色 砂  しまり密
Ⅳb 砂礫

基本土層O区南

上       L‐ 938m

Ic

Шa

Ⅱa

Ⅲ b

Wa

Ⅳ b

〆
一

ｒ
一

基本土層O区北
A  L‐923m

基本土層 O区
Ib 10YR7/6 明黄褐色 シル ト しまり密

小礫 (1～ 2cm)50%含 む。
Ic 10YR3/3 暗褐色 ンル ト

Id 10YR3/3 暗褐色 シル ト

酸化鉄 50%含む。
■ 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや疎
Ia 10YR2/1 黒色 粘土  しまりやや疎
Ib 10YR171 黒色 粘土 しまりやや疎
Ic 10YR3/1 黒褐色 粘上 しまりやや疎
Ⅱd 10YR17/1 黒色 粘土 しまりやや疎
Ⅱe 10YR2/2 黒掲色 粘土  しまりやや疎
Ⅲ 10YR5/1 褐灰色 粘土  しまり密
肛a 10YR4/2 灰黄褐色 砂質粘土  しまり密
lllb 10YR4/2 灰黄褐色 粘土  しまり密

基本土層R2区西
B  L‐923m

Ia

密

密

A

基本土層Rl区
Lヨ928m ぼ

一
∬
一

基本土層 RI区・R2区
Ib 10YR7お  明黄褐色 シル ト しまり密 小礫多量合む。
Ic 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり密
Ⅱa 10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまり密
Ib 10YR4/1 褐灰色 粘上 しまり密 グライ化層。
Ic 10YR3/1 黒褐色 粘上  しまり密 グライ化層。
皿 10YR4/2 灰黄褐色 粘土  しまりやや疎 グライ化層。

0      1 :40     1m

k__

Ⅲ

第 6図 基本土層 (南 日詰小路口 I遺跡 )

iこ

黒褐色 シル ト しまり密

褐色 粘土質シル ト しまり密

暗褐色 砂

暗褐色 砂

灰黄褐色 粘土

基本土層N区東

A L‐92 8m        AI

Ⅱ

´

…

一
＼

―

V⌒ ヤ
オ
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基本土層A区東

A L‐93 1m    AI

基本土層 A区東
Ia 10YR6/6 明黄褐色 粘土

亜角礫 (φ 5～ 10cm)が混入。
ほ場整備時の盛土。

Ⅲ 調査・整理の方法

基本土層B区東

A L‐92 8m  A'

基本土層B区西

上抑

I

__1/_
＼ 、＼  皿皇ノ́

好

艤
鶉

I

一 一
… ヽ

― ^∀
Ⅲ

上位に厚 さ 5セ ンチほどの現表上が堆積する。
10YR5/2 灰黄褐色 ンル ト しまり密
旧水田の耕作土 (新 しい)

10YR2/1 黒色 シル ト しまり密
10YR2カ 黒褐色 シル ト しまり密

酸化鉄が筋状に不規則に入る。
10YR4/4 褐色 粘土  しまり密
上位に酸化鉄が不規則に入る。
10YR4/6 褐色 砂質粘土  しまり密

酸化鉄が筋状に不規則に入る。

AIA L=931m基本土層A区西

基本土層C区西

AL=92 3m     AI

―
I

Ia

基本土層C区中央
A     L=92 6m    A'

I

Ⅲ

= 

―
Ⅳ

Va

Щ

Va

Ⅳ b

Ib

Ⅱa

lb

ック Ⅲa

Ⅲb

I

一
二三郭θ

三三二撹乱

一

Ⅲc

基本土層 A区西
Ia 10YR5/8 黄褐色 粘上  しまり密

礫 (φ l～ 5cm)を 多量含む。盛土。
Ib 10YR3/4 晴褐色 シル ト しまり密
Ⅱ 10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまり密

遺物包含層
Ⅲ 10Y硝/2 灰責褐色 粘土  しまり密

酸化鉄が筋状に入る。地山のグライ化 した層。

基本土層 B区
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや疎

水田上。表土。
■ 10YR17/1 黒色 粘土質シル ト しまり密
Ⅲa 10YR3/3 暗褐色 粘土質シル ト しまり密

土質 I層 に似る。
Ⅲb 10YR5/6 黄褐色 シル ト (やや砂質)

Ⅲc 10YR3/3 暗褐色 砂質シル ト

粒子l■ く、砂っばい。

A'

基本土層 G5区
I 表上。
Ⅲ 10YR4/4 褐色 砂

場所により、粘質土 もある。

Ⅳ 75YR4/6 褐色 砂礫眉

0       1 :40     1■ n

一
・Ｃ

一
一

・ｅ

一

・ｆ

基本土層 C区西

1 10YR2/3 阜掲色 ンル ト しまり中
グレー味あ り。旧水田土 ?東側の工層

Ia 10YR4/6 褐色 砂質シル ト しまりやや密
C区の検出面
10YR4/6 褐色 砂  しまり中 砂層。
10YR4/6 褐色 砂  しまりやや疎
Ⅱb層 より砂層粗 く、 しまり弱 くなる。

10YR5/4 にぶい黄褐色 シル ト(やや粘質 )

SK105の 壁ではこの層の下に礫含む。

10YR4/6 褐色 Ic層 に類似。

砂 と礫の層。

基本土層G5区
A L=924m

I

Ⅲ

―

基本土層 C区中央
I 造成盛土。黒色土に黄褐色粘質シル トブロックが斑状に入る。
工 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり中 グレー味あ り。旧水田土 ?

Ⅲ 10YR2/2 黒褐色 シル ト  Ⅱ層 との境界付近 (～ 10cm程 度)に遺物 を多 く包含する。

白色粒子を全体に多 く含む。下部にプロック状にたまる箇所あ り。 (To‐ aか ?)

Ⅳ  10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり密 Ⅲ層 よりやや明るく、グレー味あ り。白色粒含まない。

Va 10YR2/2 黒褐色   白色粒子なし。
Vb 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり密 Va層 より明るく、グレー味強い。

W層 に似る。酸化鉄多 く集積する。
Ⅵa 10YR5/2 灰黄褐色 粘土質シル ト しまり密 グライ化。グレー味あ り。
Ⅵb 10YR5/3 1こ ぶい黄褐色 ンル ト (や や砂質)し まりやや密 グライ化。グレー味あ り。
Ⅵc 10YR5/3 1こ ぶい黄褐色 ンル ト しまりやや密 グライ化。グレー味あ り。

Ⅵd ЮYR5/3 1こ ぶい黄褐色 砂質シル ト  礫含む。

Ａ
一

∬
一

基本土層 D区西
I 盛土
Ⅱa 東側の Ⅱ層と同 じ

Ⅱb la層 より黒味強い。自色粒子全体に入る。

■ 10YR2/2 黒褐色 粘土質ンル ト

Ⅳa 10YR2/3 黒褐色
B区 と同じだ力S、 グライイとして、グレー味がかかる。

Ⅳb 10Y踏洛 暗掲色
B区 と同 じだが、グライ化 して、グレー味がかかる。

Ⅳc B区 と同 じだが、グライイとして、グレー味がかかる。

基本土層 D区東
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり疎 水岡土。グレー味あ り。
■ 10YR2/2 黒褐色
Ⅳa 粘土質シル ト  B区 と同 じ

Ⅳb 砂質シル ト  B区 と同 じ

Ⅳc tt B区 と同 じ

第 7図 基本土層 (南 日詰小路口Ⅱ遺跡 )
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Ⅲ 調査・整理の方法

呻

第 11図 遺構配置図 3
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第 12図 遺構配置図 5
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Ⅱ 調査・整理の方法

第 13図 遺構配置図 6
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第 14図 遺構配置図 7



Ⅲ 調査・整理の方法

第 15図 遺構配置図8
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第 司6図 遺構配置図 9・ 10



Ⅳ 南 日詰小路口 I遺跡

1検 出 遺 構

(1)検 出遺構 の概要

検出された遺構は、建物跡・柱列12棟、柱穴278イ回、土坑 (井戸跡含)41基、溝跡43条、道路状遺

構 1か所である。時代的には、12世紀のもの、近世・近代のもの、所属時期不明のものに大別される。

記載にあたっては、遺構の種類ごとに記述することとする。

(2)建物跡 ・柱列跡 。柱穴群

柱穴群278イ圏を確認 した。そのなかから、建物跡あるいは柱列を構成するもの12棟について、建物跡・

柱列跡として報告する。調査区の制約から、柱列としたものでも建物跡の一部の可能性があるため名

称は一連の遺構名を付 した。時期的には大きく12世紀のものと近世以降のものに大別される。

S B01オ主列跡

遺構 (第 26図、写真図版15)

[位置・検出状況]H4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。構成建物は南西側の調査区域外に延びる可能

性がある。

[重複関係]な し。

[平面形式]不明である。規模2.15m以 上。 3個の柱穴 (P209。 214・ 218)か ら構成される。P206と

の組合せで、建物跡を構成する可能性 もある。

[建物方位]N-4° ―E。

[柱間寸法]柱間1.50mで ある。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測される。

S B024主夢li跡

遺構 (第26図、写真図版15)

[位置 。検出状況]H4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。構成建物は東西の調査区域外に延びる可能性

がある。

[重複関係]S B03柱列跡 と重複するが新旧関係は不明である。

[平面形式]不明である。 1間 ×2間 以上の掘立柱建物である。規模 (7.18)× (2.53)m以上。 3

個の柱穴 (P202・ 205。 212)か ら構成される。

[建物方位]N― O° ―E。

[柱 間寸法]柱間1.80mで ある。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測される。

-29-



1 検出遣構

S B034主列跡

遺構 (第 26図、写真図版15)

[位置・検出状況]H4区 。Ⅲ層南西の調査区域外に延びる可能性がある。

[重複関係]S B02柱列跡 と重複するが、新旧関係は不明である。

[平面形式]不明である。規模 (7.54)× 2.32m以 上。 S個の柱穴 (P202・ 210。 216)か ら構成される。

[建物方位]N-0° 一E。

[柱間寸法]柱間2.00mで ある。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測 される。

S B04掘立柱建物跡

遺構 (第 26図、写真図版15)

[位置 。検出状況]H4区 。Ш層で柱穴群を検出した。構成建物は南西側の調査区域外に廷びる。

[重複関係]S B05柱列跡と重複する。柱穴の切 り合いから、 S B04掘立柱建物跡が新 しい。

[平面形式]3× l間以上の掘立柱建物である。5.81× 3.23m以 上。 5個以上の柱穴から構成される。

南西側に展開する建物跡の一部である可能性がある。

[建物方位]N-88° ―W(梁 )、 N-2° 一E(桁 )。

[柱間寸法]1.80m(梁 )、 1.80～ 2.00m(桁 )である。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測 される。

S B05オ主夢Ui跡

遺構 (第 26図、写真図版15)

[位置 。検出状況]H4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。構成建物は西側の調査区域外に延びる可能性

がある。

[重複関係]S B04掘立柱建物跡と重複する。柱穴の切 り合いから、 S B05柱列跡が古い。

[平面形式]3個 (P189。 191,193)の 柱穴から構成される。西側に展開する建物跡の東端を構成 し

ている可能性がある。

[建物方位]N-4° 一W。

[柱間寸法]上80～ 200mである。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測 される。

S B06掘立柱建物跡

遺構 (第 26図 )

[位置 。検出状況]H4区 。m層で柱穴群を検出した。構成建物は東西南北の調査区域外に延びる可

能性がある。

[重複関係]な し。

[平面形式]2個 (P183・ 184)の柱穴か ら構成される柱列である。東西南北方向に延びて建物を構

成する可能性がある。
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Ⅳ 南日詰小路口I遺跡

[建物方位]N-5° 一E。

[柱間寸法]柱間200mである。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測される。

S B07柱列i跡

遺構 (第 26図、写真図版15)

[位置・検出状況]H4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。東西の調査区域外に廷びる可能性がある。

[重複関係]な し。

[平面形式]2個 の柱穴 (P170'171)か ら構成される。東西方向に延びる建物跡の可能性がある。

[建物方位]N-4° 一E。

[柱間寸法]柱間188m。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はなく、詳糸田は不明だが、近世以降の可能性がある。

S B08オ主列跡

遺構 (第 26図、写真図版15)

[位置・検出状況]H4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。構成建物は東西の調査区域外に廷びる。

[重複関係]位置的にはS D23溝跡・ S K23土坑 と重複するが、新旧関係は不明である。

[平面形式]3個 (P166・ 168'169)の柱穴から構成される。西側に展開する建物跡の東端を構成する

可能性がある。

[建物方位]N-5° 一E。

[柱間寸法]柱間2.00mで ある。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はなく、詳細は不明だが、近世以降の可能性がある。

S B09掘立柱建物跡

遺構 (第 26図、写真図版15)

[位置・検出状況]H3・ 4区。Ⅲ層で柱穴群を検出した。構成建物は西側の調査区域外に延びる。

[重複関係]S K22土坑 と重複 し、 S K22土坑に切 られている。

[平面形式]5個 (P161・ 162・ 164・ 231※検出のみ 。284)の柱穴から構成される。 1間 × 3間以上

の建物跡で、西側に廷びる可能性がある。

[建物方位]N-85° 一W(梁 )、 N-5° ―E(桁 )。

[柱間寸法]2.00～ 2.30m(梁・桁)である。

時期 時期を判断できる出土遺物はなく、詳細は不明だが、12世紀の可能性がある。

S B10掘立柱建物跡

遺構 (第27図、写真図版16)

[位置 。検出状況]I区南側、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]な し。
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1 検出遺構

[平面形式]3間 × 1間以上の掘立柱建物である。 7個の柱穴 (P7'8'9。 10。 18'115。 116)

で構成され、規模は、6.00× 200mで ある。す ぐ西側が調査区外であ り、これより規模の大 きい建物

となる可能性 もある。

[建物方位]N-13° ―E。 [柱間寸法]2.00m。

[付属施設]外側を巡るS D01溝 跡のほぼ中央に S B10掘立柱建物跡が位置する。 S D01が S B10の

周溝として構築された可能性が高いと考えられる。

遺物 なし。

時期 不明。

SBll掘立柱建物跡

遺構 (第 27図、写真図版 16)

[位置・検出状況]I区南側、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]な し。

[平 面形式]4間 × 1間以上の掘立柱建物である。 9個 の柱穴 (P97'98・ 102～ 106。 112・ 113)

で構成され、規模は、南北5.60m、 東西3.70m以 上である。西側部分は調査区外で不明である。

[建物方位]N-6° 一E。

[柱間寸法]南北方向は1.40m、 東西方向は2.00mで ある。

遺物 (第57'72図、写真図版51・ 62)

[かわらけ]P l13でロクロかわらけ大 (101)が 出土 した。この他にも、 P105で 7.Og、 P106で 0。9g
のかわらけが出上 している (不掲載 )。

[金属製品]P l12では、寛永通費 (612)が埋土上位で出土 している。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S B12掘立桂建物跡

遺構 (第 27図、写真図版16)

[位置・検出状況]M区東側、Ⅲ層上面で検出した。 [重複関係]な し。

[平面形式]4間 ×1間 の掘立柱建物である。10個 の柱穴 (P127・ 128,129。 130。 131・ 135。 134・

133・ 132・ 149)で構成され、規模は、6,72× 1.44mである。

[建物方位]N-80° 一E。

[柱間寸法]東西方向は168m、 南北方向は1.44mで ある。

遺物 なし。

時期 不明。

(3)土 坑 ・ 井 戸 跡

用途不明のものを含む穴を一括 した。41基ある。このなかには、井戸跡 7基 も含まれている。時期

は、12世紀、近世から近代以降、時期不明のもの、に大別される。

S K01E上坑

遺構 (第28図 、写真図版18)

[位置・検出状況]I区北側、Ⅲ層上面で検出した。
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Ⅳ 南日詰小路口 I追跡

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の平面形は楕円形に近 く、長軸方向はN-42° 一Eである。規模は、開口部径1.43

×0,84m、 底部径070× 0,42m、 深さ0.42mである。

[埋土・堆積状況]1～ 3層 に分層 した。 1・ 2層 は黒色シル ト、 3層 は黒褐色粘土質シル トである。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 かわらけ7.lg(不掲載 )。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K02土坑

遺構 (第 28図、写真図版18)

[位置・検出状況]I区北側、Ш層上面で検出した。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の平面形は楕円形に近 く、長軸方向はN-47° ―Wである。規模は、開口部径138

XO.86m、 底部径0.81× 057m、 深さ036mである。

[埋土・堆積状況]1～ 4層 に分層 した。 1層 は黒褐色シル ト、 2・ 3層 は黒色シル ト、 4層 はIfB灰

色粘上である。 1～ 4層 とも砂や粘上のブロックが多 く混入する。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 なし。

時期 不明。

S K03土坑

遺構 (第 28図、写真図版18)

[位置・検出状況]I区北側、Ⅲ層上面で検出した。西側は調査区外にある。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]一部が調査区外にあるため詳細は不明である。精査 した部分から、開口部の平面形

は楕円形、長軸方向は北西一南東方向に近いと推定される。短軸方向は、開田部径0.96m、 底部径0,78

mで、深さは0,90mで ある。

[埋土・堆積状況]1～ 4層 に分層 した。 1・ 2層 は黒色シル ト、 3・ 4層 は黒色粘土質シル トである。

4層以外、特に 1層は砂のブロックが多 く混入する。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は、開田部付近ではやや外傾 し、底部付近では開口

部よりも外側へ張 り出す。底面はほぼ平坦である。

遺物 かわらけ24.4g(不掲載 )。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K04土坑

遺構 (第 28図、写真図版18)

[位置・検出状況]I区北側、Ⅲ層上面で検出した。西側は調査区外にある。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]一部が調査区外にあるため詳細は不明である。精査 した部分から、開口部の平面形

は円形に近いと推定される。

[埋土・堆積状況]1～ 4層 に分層 した。 1～ 3層 は黒褐色シル ト、 4層は黒色シル トである。砂や

-33-



1 検出遺構

粘上のブロック、礫などが少量ずつ混入する。

[壁・壁面]Ш層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 かわらけ9.Og(不掲載)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K05土坑

遺構 (第28図、写真図版19)

[位置・検出状況]I区北側、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の平面形は楕円形に近 く、長軸方向はN-1° ―Wである。規模は、開口部径1.41

Xl.08m、 底部径1.15× 0.90m、 深さ0.91mで ある。

[埋土・堆積状況]黒褐色シル トの単層である。径 5～ 20cmの礫 を大量に含む。

[壁・底面]I層 を掘 り込んで作 られている。壁は、開口部付近では直立 し、底部付近では開口部 よ

り外側へ張 り出す。底面はほぼ平坦であるが、中央部が周辺より若千へこんでいる。

遺物 (第 69図、写真図版55)

[か わらけ]か わらけ383.9g(不掲載)。

[国産陶器]須恵器系甕 (357)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K06井戸跡

遺構 (第29図、写真図版19)

[位置・検出状況]I区北側、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開口部の平面形は円形に近 く、長軸方向はN-83° ―Eである。規模は、開口部径1.65

×■50m、 底部径1.29× 1.20m、 深さ0.91mで ある。

[埋土・堆積状況]1～ 5層 に分層 した。 1層が黒褐色シル ト、 2層がにぶい責褐色砂質シル ト、 3

層が黒色粘土質シル ト、 4層が掲灰色シル ト、 5層がにぶい黄掲色砂である。いずれの層もブロック

状の混入物が多い。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は、開口部付近では直立 し、底部付近では開口部よ

り外側へ大きく張 り出す。底面はほぼ平坦である。底面付近では湧水が著 しい。

遺物 (第 73図、写真図版58)

[かわらけ]かわらけ228.2g(不掲載)。

[木製品]吉呂材 (701)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K07土坑

遺構 (第 29図、写真図版19)

[位置・検出状況]I区北側、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開口部の平面形は台形に近 く、長軸方向はN-34° 一Wである。規模は、開口部径2.27
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×1.82m、 底部径163× 117m、 深さ0.35mで ある。

[埋土・堆積状況]1～ 5層 に分層 した。 1・ 4・ 5層が黒色シル ト、2層が褐色砂、5層が褐灰色粘土で、

いずれも砂や黄褐色上の粒 を少量含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 (第 67図、写真図版54)

[国産陶器]渥美窯産甕 (332)。 底面直上、中央部にまとまって出土 している。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K08井戸跡

遺構 (第 29図、写真図版20)

[位置・検出状況]I区南側、Ш層上面で検出した。東側は調査区外にある。

[重複関係]な し。

[規模 。平面形]一部が調査区外にあるため詳細は不明である。開口部の平面形は円形 と推定される。

深さは0.76mで ある。

[埋土・堆積状況]1・ 2層 に分層 した。 1層 は黒色粘土質シル ト、 2層 は褐灰色粘土質シル トで砂

を少量含む。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は、開口部付近ではタト傾 し、底部付近では直立する。

底面はほぼ平坦である。

遺物 (第 57図、写真図版47)

[かわらけ]かわらけ27.9g(不掲載)。

[石製品]石球 (5)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K09」」売

遺構 (第 29図 、写真図版20)

[位置・検出状況]I区北側、Ⅲ層上面で検出した。東側は調査区外にある。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]一部が調査区外にあるため詳細は不明である。開口部の平面形は楕円形に近いと推

定される。深さは0.58mで ある。

[埋土・堆積状況]1～ 5層 に分層 した。 1・ 2層が黒色粘土質シル ト、 3層が暗褐色粘土、 4層が

黒色砂質シル ト、 5層が褐色砂である。壁際や底面付近に黄褐色粘土ブロックを多 く含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 なし。

時期 不明。

S K10土坑

遺構 (第 30図 、写真図版20)

[位置 。検出状況]I区南側、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の平面形は楕円形に近 く、長軸方向はN-20° ―Eである。規模は、開口部径1.88

×1.04m、 底部径1.64× 0。74m、 深さ0.32mで ある。
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1 検出遺構

[埋土・堆積状況]4層 に分層 した。 l～ 4層 とも黒褐色シル トで、砂や黄褐色上のブロックを含む。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁はやや外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 かわらけ43.Og(不掲載 )。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S Kll井 戸跡

遺構 (第30図、写真図版20)

[位置・検出状況]M区 中央、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開回部の平面形はほぼ円形に近 く、長軸方向はN-1° 一Eである。規模は、開口

部径1.20× 1.14m、 底部径067 XO.60mで ある。

[埋土・堆積状況]6層 に分層 した。黒褐色土・黒色土・黄褐色上で構成 される。 2～ 5層 は粘土 ま

たは粘土質シル トで、下位の 4～ 6層 はしまりが疎である。全体的に、黄褐色土ブロックや礫が比較

的多く含まれる。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面は平坦である。

遺物 かわらけ22.Og(不掲載 )。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K12土坑

遺構 (第 30図、写真図版21)

[位置・検出状況]M区 中央、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]P148に東壁を切 られる。

[規模・平面形]開 口部の平面形は楕円形に近 く、長軸方向はN-46° 一Wである。規模は、開口部径 1.82

×■36m、 底部径 1.29× 0.56m、 深さ0.39mで ある。

[埋土・堆積状況]3層 に分層 した。 1層 は黒掲色シル ト、 2層 は黒色粘土質シル トである。 3層 は

褐色土ブロックを多 く含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁はタト傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 かわらけ2.4g(不掲載 )。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K13土坑

遺構 (第 30図、写真図版21)

[位置 。検出状況]M区中央、Ⅲ層上面で検出した。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の平面形は楕円形に近 く、北側が尖った形状である。長軸方向はN-4° ―

Eである。

[埋土・堆積状況]黒色シル トの単層で、責褐色土ブロックを少量含む。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 なし。

時期 不明。
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Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡

S K14土坑

遺構 (第 31図 、写真図版21)

[位置・検出状況]M区東側、Ⅲ層上面で検出した。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の平面形は円形に近い。長軸方向はN-9° ―Eである。規模は、開口部径1.24

×■04m、 底部径0,96× 0,78m、 深さ0.08mで ある。

[埋土・堆積状況]黒色粘土質シル トの単層で、礫を多 く含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。非常に浅 く、壁の立ち上が りは不明瞭である。底面は、

やや凹凸がある。

遺物 なし。

時期 不明。

S K15土 坑

遺構 (第 31図、写真図版21)

[位置 。検出状況]Hl区 。Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部2.31× 2.26m、 底部1.17× 1.57m、 平深さ0.25m。 面形は円形である。

[埋土 。堆積状況]黒褐色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅣ層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲し、壁はタト傾する。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。

S K16土坑

遺構 (第31図、写真図版22)

[位置・検出状況]Hl区 。Ⅲ層で黒褐色土の広が りとして検出された。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部1.18× 1.09m、 底部0.54× 0.48m、 深 さ0.39m。 平面形は円形である。

[埋土・堆積状況]黒褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は湾曲する。壁を一部掘 り過ぎている。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。

S K17土 坑

遺構 (第 31図 、写真図版23)

[位置・検出状況]Hl区 。Ⅲ層で黒掲色土の広が りとして検出された。西側が調査区域外にかかる。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部0.9× (0.3)m、 底部0.24× 0.12m、 深さ0.48m。 平面形は円形基調 と

推淑Iさ れる。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・褐色上で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は湾曲し、壁は外傾する。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。
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1 検出遺構

S K18土坑

遺構 (第 31図、写真図版22)

[位置・検出状況]N区 中央、Ⅲ層上面で検出 した。 [重複関係]S D19土坑に西側 を切 られる。

[規模 ・平面形]重複のため詳細 は不明である。開口部の平面形は歪 な楕 円形で、長軸方向は東西方

向に近い と推定 される。短軸径は、開回部で1.10m、 底部で0,70m前後である。

[埋土・堆積状況]黒色上の単層で、褐色上のブロックを少量含む。

[壁・底面]Ⅲ 層を掘 り込んで作 られている。壁はタト傾する。底面は凹凸が多 く、中央付近が盛 り上がる。

遺物 かわらけ15,7g(不掲載 )。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K19土坑

遺構 (第 31図、写真図版22)

[位置・検出状況]N区東側、Ⅲ層上面で検出した。南側は調査区外にある。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]一部が調査区外にあるため詳細は不明である。北 。東壁は直線的であり、三角形の

ような平面形が想定される。深さは039mである。

[埋土・堆積状況]2層 に分層 した。 1層は黒色シル ト、 2層 は黒褐色粘土質シル トで大 きめの粘土

ブロックを含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 かわらけ12,4g(不掲載 )。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K20土坑

遺構 (第 32図、写真図版22)

[位置 。検出状況]N区東狽1、 Ⅲ層上面で検出した。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の平面形は長方形に近い。長軸方向はN-58° ―Eである。規模は、開口部径 1.01

×0,82m、 底部径0.84× 050m、 深さ0,15mで ある。

[埋土・堆積状況]黒褐色上の単層で、砂ブロックを多量含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面は凹凸が多い。

遺物 (第 72図、写真図版62)

[金属製品]嘉祐通賓 (613)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K21土坑

遺構 (第 32図、写真図版23)

[位置 。検出状況]H4区 。Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。東側が調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模 。平面形]規模は、開田部1.5× (05)m、 底部1.2× (0.45)m、 深さ0 1lm。 平面形の過半は

調査区域外にかかるが、平面形は円形基調のようである。

[埋土・堆積状況]黒褐色土 。暗褐色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面はやや四凸がある。北側の壁を一部
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Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡

掘 り過ぎている。

遺物 (第 71図、写真図版57)

[出土状況]埋土から磁器が出上 している。

[陶磁器]磁器の碗 1点 (504)、 皿 (505)。

時期 出土遺物から、近世以降と推測される。

S K22井戸跡

遺構 (第 32図、写真図版23)

[位置・検出状況]H4区 。Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。

[重複関係]P230に切 られている。

[規模 。平面形]規模は、開口部1.97× 1.90m、 底部0.85× 0.78m、 深さ0.72m。 平面形は円形である。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・暗褐色土・責褐色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は湾曲する。壁を一部掘 り過ぎている。

遺物 (第 70図、写真図版56)

[出土状況]埋土から陶磁器が出土 した。

[陶磁器]白磁の皿 1点 (403)。

時期 出土遺物から12世紀と推定される。

S K23井 戸跡

遺構 (第 32図、写真図版23)

[位置 。検出状況]H4区 。Ⅲ層で褐色土の広が りとして検出された。西狽1が調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部1.40× (1.30)m、 底部0.80× 0.75m、 深さ0.85m。 平面形は円形基調

である。底面は隅丸方形に形状になる。

[埋土・堆積】犬況]褐色土・責褐色土・黒褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は湾曲する。壁を一部掘 り過ぎている。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。

S K24土坑

遺構 (第 33図、写真図版23)

[位置・検出状況]H4区 。Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。東側が調査区域外に続 く。

[重複関係]P18に切 られている。

[規模・平面形]規模は、開口部1.0× (0.2)m、 底部径は不明。深さ0.36m。 平面形は円形基調 と推

定されるが、平面形の過半は調査区域外であり、詳細は不明である。

[埋土・堆積状況]黒褐色上で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は湾曲し、壁は外傾する。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。
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1 検出遺構

S K25土坑

遺構 (第 33図、写真図版24)

[位置・検 出状況]L区 西側、Ⅲ層上面で検 出 した。北側は調査区外である。 [重複関係]な し。

[規模 。平面形]詳細 は不明である。深 さは0.51mである。

[埋土・堆積状況]3層 に分層 した。いずれ も黒色 シル トで、下位の 2,3層 は粘土質である。 3層

は地山のブロックを多 く含む。

[壁・底面]Ⅲ 層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、一部では階段状 となる。底面はほぼ平坦

である。

遺物 なし。

時期 不明。

S K26井戸跡

遺構 (第 33図、写真図版24)

[位置・検出状況]Q2区 南側、Ⅲ層上面で検出した。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]開口部の平面形はほぼ円形で、長軸方向はN-38° ―Wである。規模は、開口部径1.65

×1.49m、 底部径0.81× 0,75m、 深さ1.02mで ある。

[埋土・堆積状況]6層 に分層 した。黒褐色土・責褐色土・黒色土で構成される。下位は黒褐色土と

黄褐色砂が交互に堆積 し、しまりが疎である。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作られている。壁は、開口部付近ではタト傾 し、底部付近では直立する。

底面はほぼ平坦である。

遺物 かわらけ2153g(不掲載)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K27井戸跡

遺構 (第33図、写真図版24)

[位置・検出状況]Q2区 南側、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開田部の平面形はほぼ円形で、長軸方向はN-62° ―Eである。規模は、開口部径1,74

×■64m、 底部径0,73× 0.65m、 深さ1.12mで ある。

[埋土・堆積状況]7層 に分層 した。黒褐色土・暗褐色土・褐色上で構成される。下位は黒褐色土と

褐色上が交互に堆積 し、しまりが疎である。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は、開口部付近ではタト傾 し、一部では開日部より外

側へ広がる。底部付近では直立に近い。底面はほぼ平坦である。

遺物 (第57・ 65図、写真図版47・ 53)

[かわらけ]柱状高台 (103)。 かわらけは、掲載・不掲載分合わせて計274.lg出土 した。

[国産陶器]常滑窯産甕 (302～ 304)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。
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S K28土坑

遺構 (第 34図、写真図版24)

[位置・検出状況]Q2区 南側、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]S D36溝跡に東側を切られる。

[規模・平面形]開 口部の平面形は円形に近い。長軸方向はN-2° ―Wである。規模は、開口部の

長軸径089m、 底部径0.81× 068m、 深さ054mである。開口部の短軸径は重複のため不明である。

[埋土・堆積状況]2層 に分層 した。いずれも黒褐色土である。 1層 は土器片や粘土粒を大量に含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾する。底面はほぼ平坦で、礫層が露出する。

遺物 (第57図、写真図版47・ 63)

[かわらけ]手づ くね小 (104・ 105'107)、 手づ くね大 (106・ 108～ 110)。 かわらけは、掲載・不掲

載分合わせて7,680.3g出 上 した。

[土製品]土壁 (801～ 803)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K29土坑

遺構 (第 34図、写真図版25)

[位置 。検出状況]Q2区 南側、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 回部の平面形はほぼ円形である。長軸方向はN-89° 一Wである。規模は、開口

部径0.85× 0.80m、 底部径052× 041m、 深さ0.53mで ある。

[埋土・堆積状況]2層 に分層 した。いずれも黒褐色シル トで、 2層 は褐色上のブロックを多 く含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作られている。壁は外傾する。底面が狭 く、断面形は「V」 字状 となる。

遺物 かわらけ81.2g(不掲載)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K30土坑

遺構 (第 34図、写真図版25)

[位置・検出状況]H3区 。Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部143× 125m、 底部083× 0.80m、 平面形は円形である。深さ0.65m。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土・灰責褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は湾曲し、壁はタト傾する。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。

S K31E上坑

遺構 (第 34図、写真図版25)

[位置。検出状況]H3区 。Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。東西方向が調査区域外である。

[重複関係]S K32土坑を切っている。西側調査区域に別遺構が重複 していた可能性がある。

[規模 。平面形]規模は、開口部2.45× (2.35)m、 底部1.31× 128m、 深さ076m。 平面形は円形に近

いと推定される。
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1 検出遺構

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土・暗褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅣ層を掘 り込んでつ くられている。底面は平坦である。底面を一部掘 り過 ぎ

ている。

遺物 (第 71図、写真図版57)

[出土状況]磁器が出土 している。

[陶磁器]磁器の碗 1′点 (506)。

時期 出土遺物と遺構の状態から、近世以降と推測される。

S K32土坑

遺構 (第 35図、写真図版22)

[位置・検出状況]H3区 。Ⅲ層で、炭化物が混入する黒褐色上の広が りとして検出された。

[重複関係]S K31土坑を切っている。

[規模・平面形]規模は、開口部2.65× 148m、 底部2.22× 1.08m、 深さ0.42m。 平面形は長方形である。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土・暗褐色上で構成される。炭化物を多 く含んでいる。

[壁 ・底面]壁・底面はⅣ層を掘 り込んでつ くられている。底面は平坦である。

[そ の他の付属施設]土坑内に木枠が設けられていた。木枠の大 きさは、長さ210cm、 幅100cm、 深さ

30cmの横長の箱である。厚さは 6 cmである。材質はマツ属複維管束亜属 との結果を得ている。底板は

4枚の横長の板を並べてつ くられている。側板 と底板は要所が鉄釘で留められていた。底板の中央に

も短軸方向に留板が設けられていた。埋土内で確認された木片が蓋か否かは判別がつかなかった。木

枠内には、小さな炭片がぎっしりと詰まっていた。精査期間は雨天などの悪天候中ではあったが、炭

は湿気を含むものであった。木枠内からは、炭化材のほかに漆塗膜 (漆器 ?)・ 動物遺体が出上 して

いる。

[′L格]用途を類推するのは容易ではないが、本土坑は、木枠を埋設するために掘 り込まれた土坑で

あ り、近世屋敷地に伴う地下の収蔵施設と推測される。

遺物 (第 72図、写真図版62・ 67)

[出土状況]木枠 として用いられた材・鉄釘、木枠内から炭化材・漆膜・動物遺体が出上 している。

材はマツ属複維管束亜属と同定された。炭化材はマツ属複維管束亜属・コナラ属コナラ亜属コナラ節

と同定された (第 Ⅶ章第 2節 )。 漆膜は、内面朱・外面黒の碗の塗膜と判断された。ともに不掲載である。

[鉄製品]鉄製品 (611)。

[動物遺体]魚骨 (901・ 902)。 焼骨である。

時期 炭化材を年代測定 した結果、270± 30ryBP、 16世紀から18世紀で17世紀頃の可能性が高い、

との結果が出ている (第Ⅶ章第 3節 )。 出土遺物と遺構の状態から近世以降と判断される。

S K33土坑

遺構 (第 36図、写真図版27)

[位置 。検出状況]H3区 。Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。東狽1が調査区域外である。

[重複関係]な し。

[規模 。平面形]規模は、開回部1.30× (0.39)m、 底部080× (0,30)m、 深さ0.21m。 平面形は円形

基調と推測される。大半は調査区域外であ り、詳細は不明である。

[埋土・堆積状況]暗褐色上で構成される。
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[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。

S K34土坑

遺構 (第37図、写真図版25)

[位置・検出状況]H3区 。Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開田部1,15× 0,76m、 底部0.69× 0.39m、 深さ0.36m。 平面形は楕円形である。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は湾曲し、壁はタト傾する。

遺物 なし。

時期 出土遣物がなく、詳細は不明である。

S K35土坑

遺構 (第37図、写真図版27)

[位置・検出状況]S区東側、Ⅲ層上面で検出した。北側は調査区外にある。 [重複関係]な し。

[規模 。平面形]一部が調査区外にあるため詳細は不明である。調査区境部分では、開口部径2.14m、

底部径1.08m、 深さ0.69mで ある。

[埋土・堆積状況]4層 に分層 した。 1'3層 が黒褐色土、 2・ 4層が褐色上で、いずれ も粘土質シ

ル トである。

[壁 。底面]Ⅲ層を掘 り込んで作られている。壁は外傾 し、底面は大きな凹凸がある。

遺物 なし。

時期 不明。

S K36土坑

遺構 (第37図、写真図版27)

[位置 。検出状況]S区東側、Ⅲ層上面で検出した。北側は調査区外にある。 [重複関係]な し。

[規模 。平面形]一部が調査区外にあるため詳細は不明である。調査区境部分では、開口部径2.14m、

底部径1.00m、 深さ0.72mで ある。

[埋土・堆積状況]4層 に分層 した。 1層が黒褐色土、 2層が褐色土、 3層が黒色土で、いずれも粘

土または粘土質である。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作られている。壁はほぼ直立 し、一部で開口部より外側へ膨 らむ。

[付属施設]底面でピット1個 (Pl)を確認 した。北側が調査区外にあるため全体は不明であるが、

調査区境部分での開口部径が0.22m、 深さ0.12mで ある。

遺物 かわらけ1824g(不掲載 )。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K37土坑

遺構 (第 37図、写真図版27)

[位置・検出状況]S区東側、Ⅲ層上面で検出した。北側と南側は調査区外にある。
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1 検出遺構

[重複関係]S K38土坑に東側を切 られる。

[規模 。平面形]一部が調査区外にあるため詳細は不明である。平面形は円形に近いと推定される。

底部径は0.68× 0.49m、 深さは073mで ある。

[埋土・堆積状況]最上位は黒褐色の粘土質シル トである。下位～底面付近については記録がない。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾する。底面はほぼ平坦である。

遺物 重複するS K38土坑出土分 も含め、かわらけ2003gが出上 している。取 り上げの段階で混

合 してしまった。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K38土 坑

遺構 (第 37図、写真図版27)

[位置・検出状況]S区東側、Ⅲ層上面で検出した。北側と南側は調査区外にある。

[重複関係]S K37土坑を切る。

[規模・平面形]一部が調査区外にあるため詳細は不明である。平面形は円形、長軸方向は南北方向

に近いと推定される。規模は、東西方向で開口部径098m、 底部径0,50m、 深 さ101mで ある。

[埋土・堆積状況]2層 に分層 した。いずれも黒褐色上で、粘土質である。 2層 は黄褐色土のブロッ

クや礫を多 く含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 S K37土坑出土分 も含め、かわらけ200.3gが 出土 した。取 り上げの段階で混合 してしまった。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S K39土坑

遺構 (第36図、写真図版28)

[位置・検出状況]H3区 。Ⅲ層で暗褐色土の広が りとして検出された。西側が調査区域外にかかる。

[重複関係]S D39溝跡と重複 し、 S D39溝跡に切 られている。

[規模。平面形]規模は、開口部1.2× (0.8)m、 底部1.04× (0.6)m、 平面形は円形基調と推測される。

深さ068m。

[埋土・堆積状況]暗褐色土・黒色土・黒褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅣ層を掘 り込んでつ くられている。底面は湾曲し、壁は直立ぎみに立ち上がる。

壁を一部掘 り過ぎている。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。

S K40陥 し穴

遺構 (第 36図、写真図版28)

[位置・検出状況]Q2区 南側、Ⅲ層上面で検出した。東側は調査区外にある。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]一部が調査区外にあるため詳細は不明である。開口部の平面形は細長い溝形と推定

され、長軸方向はN-32° 一Wである。短軸方向では開口部径096m、 底部径0.37mで 、深 さ1.39m

である。

[埋土・堆積状況]6層 に分層 した。黒色土・褐色土・黒褐色土・黄褐色土で構成される。いずれも
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粘土質で、下位の 2～ 4層 はしまりが疎である。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。 壁は、開口部付近では外傾 し、底部付近では直立する。

遺物 なし。

時期 遺物は出土 していないが、形態から縄文時代と推定される。

S K41三上坑

遺構 (第 36図、写真図版28)

[位置・検出状況]R3区 西側、Ⅲ層上面で検出した。南側は調査区外にある。

[重複関係]な し。

[規模 。平面形]一部が調査区外にあるため詳細は不明である。平面形は正方形に近いと推定される。

東西方向では開口部径2.08m、 底部径146mで、深さ0.78mで ある。

[埋土・堆積状況]2層 に分層 した。 1層 は黒色粘上で、白色粘土ブロックを多 く含む。 2層 は黒褐

色粘土である。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁はタト傾する。底面はほぼ平坦であるが、湧水が著 しく、

グライ化 している。

遺物 (第 58'65図、写真図版51・ 57)

[か わらけ]ロ クロ小 (117)、 ロクロ大 (118'119)、 手づ くね小 (120)、 手づ くね大 (121・ 122)。

かわらけは、掲載・不掲載分合わせて1,8902g出上 している。

[国 産陶器]常滑窯産片口鉢 (307)、 常滑窯産奏 (308)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

(4)溝   跡

溝状を呈する遺構で43条検出された。各区域で検出されているが、調査区の制約から遺構そのもの

が調査区域外に延びるため、遺構全体に対する調査個所が部分に留まったものが多い。また、同一の

溝跡を別々の調査区で調査 している場合 もあるが、調査時には調査の便を図って、それぞれに名称を

付 した。報告にあたつては、命名が異なる溝跡でも同一遺構の可能性がある場合は、その旨を記載す

ることとした。

S D01溝跡

遺構 (第 38図、写真図版29)

[位置・検出状況]I区南側、Ⅲ層上面で検出した。西側は調査区外にある。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]半円状に湾曲する。 a～ eの 5か所に分かれているが、遺構の上位が削平された可

能性が高 く、本来連続 した 1つの溝であった可能性が高い。ただし、 b一 c間は空白域が広 く、もと

もと途切れていた可能性 もある。幅は開口部093m、 底部幅0.63mで 、深さは025mである。

[埋土・堆積状況]黒掲色土の単層で、黄褐色上の粒を少量含む。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面は小さな凹凸が多い。

[付属施設]プランの内側にS B10(P7～ 10。 17～ 19'115。 116)を 検出している。位置関係から、

S D01溝跡が S B10掘立柱建物跡の周溝 として構築された可能性が高いとかんがえられる。他にピッ

トP ll～ 16を 検出しているが、配列に規則性は見出せず、 S D01溝跡 との関連は不明である。

遺物 なし。
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1 検出遺構

時期 不明。

S D03溝跡

遺構 (第 39図 、写真図版30)

[位置 。検出状況]I区北側、Ⅲ層上面で検出した。西端と東端は調査区外へ続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向はN-70° 一W、 確認できた長さは8.20mで ある。

幅は開口部052m、 底部0,38mで、深さは0.23mで ある。

[埋土・堆積状況]黒色上の単層である。にぶい黄褐色粘上のブロックを多 く含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾する。底面はほぼ平坦であるが、小さな凹凸

が多い。

遺物 かわらけ38.4g(不掲載 )。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D04溝 跡

遺構 (第 39図 、写真図版30)

[位置・検出状況]I区北側、Ⅲ層上面で検出した。西端と東端は調査区タトヘ続 く。

[重複関係]S D05溝跡 と重複する。前後関係は不明である。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向N-58° ―W、 確認できた長さは8.61mで ある。

幅は開口部0,71m、 底部0.32mで、深さは0.28mで ある

[埋土・堆積状況]黒色上の単層で、にぶい黄褐色粘上のブロックを多 く含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾する。底面はほぼ平坦であるが、小さな凹凸

が多い。

遺物 (第 70・ 72図、写真図版56・ 58)

[かわらけ]かわらけ2,826.2g(不掲載)。

[中 国産陶器]褐釉陶器壼 (401)。

[石製品]碁石 (603)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D05溝跡

遺構 (第 39図 、写真図版30)

[位置・検出状況]I区北側、Ⅲ層上面で検出した。東端は調査区外へ続 く。

[重複関係]S D04溝跡、P29・ 57'63～ 65・ 108。 117・ 118と 重複するが、前後関係は不明である。

P57・ 63・ 64・ 117・ 118は S D05溝跡の底面で確認 した。

[規模。平面形]基本的には直線状であるが、中央付近が90° に近い角度で屈曲する。北端では分岐 し、

一端が S D04溝跡と合流する。幅は開口部071m、 底郡0.32m、 深さ0.28mで ある。

[埋土・堆積状況]黒色上の単層で、にぶい責掲色粘上のブロックを多 く含む。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾する。底面はほぼ平坦であるが、小さな凹凸

が多い。

遺物 (第 65図 、写真図版53)
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[かわらけ]かわらけ7718g(不掲載 )。

[国 産陶器]常滑窯産片口鉢 (305)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D06溝跡

遺構 (第 39図 、写真図版30)

[位置・検出状況]I区北側、Ш層上面で検出した。

[重複関係]西壁の大部分を撹乱に切 られる。 P56を底面で検出した。

[規模・平面形]ほ ぼ直線状であ り、長軸方向はN-19° ―E、 全長7.93mである。幅は開口部1,39m、

底部1.22m、 深さ017mである。

[埋土・堆積状況]黒褐色土の単層で、黄褐色上のブロックを多 く含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾する。底面はほぼ平坦であるが、小さな凹凸

が多い。

遺物 かわらけ246.8g(不掲載 )。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D07溝跡

遺構 (第 40図、写真図版30)

[位置・検出状況]I区南側、Ⅲ層上面で検出した。西端と東端は調査区タトヘ続 く。

[重複関係]撹乱に中央部分を切 られる。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向はN-90° 一E、 確認できた長さは7.74mで ある。

幅は開口部2.89m、 底部2.45mで 、深さは0.19mで ある。

[埋土・堆積状況]2層 に分層 した。 1層 は黒褐色土、 2層 は黒色上で、いずれも粘土質である。 2

層は砂のブロックを多 く含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁の立ち上が りは緩 く、壁 と底面の境界は明瞭ではない。

底面はほぼ平坦である。南側が北側 より1段高 く、 2つの溝が平行に重なるような状況である。

[付属施設]底面でピット3個 (Pl～ 3)を確認 した。配列に規則性は見出せない。

遺物 (第 67・ 71図 、写真図版54・ 57・ 63)

[かわらけ]かわらけ269.8g(不掲載)。

[陶磁器]渥美窯産陶器甕 (333)、 陶器鉢 ?(501)、 磁器湯呑 (507)。

[植物遺体]種子 iク ルミ (951)。

時期 出土遺物から、近世以降と推定される。

S D08溝跡

遺構 (第41図、写真図版31)

[位置・検出状況]Hl区 北側～M区西側、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]S D13溝跡に西側を切 られる。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向はN-88° 一E、 確認できた長さは19.17mで

ある。幅は開口部072m、 底部034mで、深さは014mである

[埋土・堆積状況]2層 に分層 した。 1層 は暗褐色土、 2層 は黒褐色土で、いずれも礫 を少量含む。
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西端では 1・ 2層 に分かれるが、東側では 2層のみである。

[壁・底面]Ⅲ 層 を掘 り込んで作 られている。壁 は外傾 し、底面 は平坦である。中央～西側付近では

南側が北側よりも一段低 く、 2つの溝が平行に重なるような状況である。

遺物 (第67'72図 、写真図版54`58)

[かわらけ]かわらけ1314g(不掲載)。

[国産陶器]渥美窯産甕 (334・ 335)。

[石製品]砥石 (604)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D09溝跡

遺構 (第 42図、写真図版31)

[位置・検出状況]M区西側、Ⅲ層上面で検出した。東端は調査区外にある。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向N-85° ―E、 確認できた長さは692mである。

幅は、開口部0,78m、 底部0.40mで 、深さは0.13mで ある。

[埋土・堆積状況]暗褐色土の単層で、酸化鉄の粒を少量含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁の立ち上が りは緩 く、底面との境界が不明瞭である。

底面はほぼ平坦である。

遺物 なし。

時期 不明。

S D10溝跡

遺構 (第 42図、写真図版31)

[位置・検出状況]M区西側、Ⅲ層上面で検出した。西端と東端は調査区外にある。

[重複関係]S Dll溝 跡を切る。

[規模。平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向N-82° 一E、 確認できた長さは7.62mで ある。

幅は開口部0.58m、 底部0.41mで 、深さは0.10mで ある。

[埋土・堆積状況]黒褐色上の単層で、礫を少量含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 (第 69図、写真図版55)

[かわらけ]かわらけ80.7g(不掲載)。

[国産陶器]須恵器系鉢 (358)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

SDll溝跡

遺構 (第 42図、写真図版32)

[位置・検出状況]M区西側、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]S D10溝跡に切 られる。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向N-86° ―E、 確認できた長さは864mである。

幅は開口部lllm、 底部0.87mで 、深さ027mである。

[埋土・堆積状況]暗掲色土の単層である。酸化鉄の粒を少量含む。
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[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面は平坦である。

遺物 (第57図、写真図版47)

[かわらけ]ロ クロ大 (111)。 かわらけは、掲載・不掲載分合わせて1,233.6g出土 している。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D12溝跡

遺構 (第43図、写真図版32)

[位置。検出状況]M区東狽1、 Ⅲ層上面で検出した。北側と南側は調査区外にある。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向N-4° 一E、 確認できた長さは3.49mで ある。

幅は開口部1.37m、 底都0.74m、 深さ0.29mで ある。

[埋土・堆積状況]3層 に分層 した。いずれも黒色土で、2・ 3層は粘土質である。3層 は黄褐色土ブロッ

クを多 く含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。西壁は外傾 し、東壁は階段状である。底面はほぼ平坦

である。

遺物 かわらけ210.Og(不 掲載)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D13溝跡

遺構 (第 41図、写真図版32)

[位置・検出状況]Hl区。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。南側が調査区域外に続 く。

[重複関係]S D08溝跡を切っている。

[規模・平面形]開口部の長さ (10.0)m、 幅0.39m、 底面の幅0.13m、 深さ0.21mで ある。南北に直

線的に延びる。

[埋土・堆積状況]黒褐色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁はタト傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D14溝跡

遺構 (第 41図、写真図版32)

[位置・検出状況]Hl区 。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。東西側が調査区域外

に続 く。

[重複関係]S D15溝跡を切 り、 S D26溝跡に切 られている。

[規模 。平面形]開口部の長さ (3.91)m、 幅0.65m、 底面の幅0.36m、 深さ0.17mで ある。東西方向

に直線的に延びる。

[埋土・堆積状況]黒掲色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 (第 57図、写真図版32)

[出土状況]埋土から、かわらけが出土 している。

[かわらけ]手づ くねかわらけ 1点 (112)。
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時期 出土遺物から、12世紀の可能性がある。

S D15溝跡

遺構 (第 41図、写真図版32)

[位置・検出状況]Hl区 。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。東西側が調査区域外

に続 く。

[重複関係]S D14・ 26溝跡に切 られている。

[規模 。平面形]開 口部の長 さ (3.52)m、 幅 (0.42)m、 底面の幅 (0,37)m、 深 さ0.05mで ある。

東西方向に直線的に延びる。

[埋土・堆積状況]黒褐色土で構成される。

[壁 ・底面]壁 。底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D16溝跡

遺構 (第 41図、写真図版33)

[位置・検出状況]Hl区 。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。東西側が調査区域外

に続 く。

[重複関係]S D14・ 15溝跡を切っている。

[規模・平面形]開 田部の長さ (4.02)m、 幅071m、 底面の幅0.43m、 深 さ0.07mで ある。東西側 に

直線的に延びる。

[埋土・堆積状況]黒褐色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 (第 65。 70図、写真図版53・ 56)

[出土状況]埋土から12世紀の遺物が出土 している。

[国産陶器]常滑窯産の奏 1点 (306)。

[中 国産陶磁器]白磁の小壷 1′ミ (404)。

時期 出土遺物から12世紀の可能性がある。

S D17溝跡

遺構 (第 43図、写真図版33)

[位置 。検出状況]H2区 。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。南北側が調査区域外

に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 田部の長さ (2.00)m、 幅2.04m、 底面の幅0.47m、 深 さ0.26mで ある。南北に直

線的に延びる。

[坦土・堆積状況]黒褐色土で構成される。

[壁 。底面]壁・底面はⅢ層を掘り込んでいる。壁は外傾し、底面は緩く湾曲する。

遺物 (第76・ 77図、写真図版61・ 63)

[出土状況]埋土から木製品が出上した。
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[木製品]杭 4点 (723～ 726)、 樽の蓋 1点 (727)。 [植物遺体]マ ツボックリ (952)。 モモ (953)。

時期 出土遺物から近世以降と推測される。

S D18溝跡

遺構 (第 43図、写真図版33)

[位置 。検出状況]H2区 。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。南北側が調査区域外

に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の長さ (1.94)m、 幅1.28m、 底面の幅0.95m、 深さ0。1lmである。南北に直

線的に延びる。

[埋土・堆積状況]黒褐色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D19溝跡

遺構 (第40図、写真図版34)

[位置・検出状況]N区 中央、Ⅲ層上面で検出した。北側 と南側は調査区外にある。

[重複関係]S K18土坑を東側で切る。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向N― l° ―W、 確認できた長さは3.66mで ある。

幅は開口部0.99m、 底部0.80m、 深さ0.24mで ある。

[埋土・堆積状況]2層 に分層 した。 1層 は黒色粘土質シル ト、 2層は灰責褐色粘上である。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 かわらけ4.9g(不掲載)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D20溝跡

遺構 (第40図、写真図版34)

[位置・検出状況]M区 中央、Ⅲ層上面で検出した。北側 と南側は調査区外にある。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向N-10° 一E、 確認できた長さは3.46mで ある。

幅は開田部2.59m、 底部0.66m、 深さ0.38mで ある。

[埋土・堆積状況]2層 に分層 した。 1層 は黒褐色粘土質シル ト、 2層 は黒色粘土で、いずれも黄褐

色土や砂のブロックを多 く含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾する。底面は、中央部分が一段深 くなる。

遺物 (第 57図、写真図版51)

[かわらけ]ロ クロ小 (113)。 かわらけは、掲載・不掲載分合わせて187.7g出土 した。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。
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S D21溝跡

遺構 (第44図、写真図版34)

[位置・検出状況]N区東側、Ⅲ層上面で検出した。北側 と南側は調査区外にある。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向N-6° 一E、 確認できた長さは3.91mで ある。

幅は開口部0.98m、 底部0.68m、 深さ026mである。

[埋土・堆積状況]3層 に分層 した。黒褐色土・黒色土・にぶい黄褐色土で構成され、 2・ 3層 は粘

土質である。 3層 は混合上であるが、にぶい黄褐色上の割合が高い。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面は平坦である。

遺物 なし。

時期 不明。

S D22溝跡

遺構 (第44図、写真図版34)

[位置・検出状況]N区東側、Ⅲ層上面で検出した。 [重複関係]な し。

[規模。平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向はN-50° 一E、 確認できた長さは4.12mで ある。

幅は開口部0.57m、 底部0.37m、 深さ0,06mで ある。

[埋土・堆積状況]3層 に分層 した。 l・ 2層 は黒色シル ト、 3層 は黒褐色シル トである。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁はやや外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 なし。

時期 不明。

S D23清跡

遺構 (第 44図、写真図版35)

[位置 。検出状況]H4区 。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。東西側が調査区域外

に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の長さ (184)m、 幅0.54m、 底面の幅0.38m、 深さ028mである。東西に直

線的に延びる。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・掲色土・暗褐色土・黄掲色上で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁はタト傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D24溝跡

遺構 (第45図、写真図版35)

[位置・検出状況]H4区 。Ⅲ層で黒褐色土の細長い広が りとして検出された。東西側が調査区域外

に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の長さ (1.94)m、 幅2.61m、 底面の幅0.42m、 深さ065mである。東西に直
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線的に延びる。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土・暗褐色土・黄褐色上で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 (第71・ 77図、写真図版57・ 62)

[出土状況]埋土から陶磁器・木製品が多 く出上 した。

[陶磁器]陶器 2点 :片口鉢 1点 (502)、 悟鉢 1点 (503)。 磁器 5点 :碗 (508～ 509)、 小碗 (510)、

皿 (511)、 徳利 (512)、 火入れ (513)。

[木製品]漆器の碗 4点 (728～ 731)、 桶樽の側板 1点 (732)、 把手 1点 (733)、 棒状 1点 (734)杭

1点 (735)。 計 8点。

時期 出土遺物から近世以降と考えられる。

S D25溝跡

遺構 (第 44図、写真図版35)

[位置・検出状況]H4区 。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。東西側が調査区域外

に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の長さ (1,95)m、 幅1.35m、 底面の幅0.79m、 深さ030mである。東西に直

線的に延びる。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・暗褐色土・黒色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁はタト傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 (第 57図、写真図版47)

[出土状況]埋土から12世紀の遺物が出土 している。

[かわらけ]ロ クロかわらけ大 3点 (114～ 116)。

時期 出土遺物から12世紀と推測される。

S D26溝跡

遺構 (第 41図、写真図版32)

[位置・検出状況]Hl区 。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。南北側が調査区域外

に続 く。

[重複関係]S D14・ 15。 16溝跡を切つている。

[規模 。平面形]開 口部の長さ (5,01)m、 幅0.32m、 底面の幅0.12m、 深 さ0.15mで ある。南北に直

線的に延びる。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・暗褐色土・黒色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D27清跡

遺構 (第 46図、写真図版36)

[位置・検出状況]L区西側、Ⅲ層上面で検出した。北壁側の一部のみを検出した。遺構南側の大部
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分は調査区外にある。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]主体部は調査区外にあるとみられ、詳細は不明である。確認できた部分はほぼ直線

状で、長軸方向は西北西―東南東である。 L区の東側でも溝の一部とみられる部分を検出しているが、

同一遺構だとすれば、確認できた部分だけで50mの長さになる。L区西端部分では、深さ0.46mで ある。

ただし、南壁を検出していないため、遺構の規模は不明であ り、最深部はこれより深 くなる可能性が

ある。

[埋土・堆積状況]4層 に分層 した。 1・ 2層 は黒色、3層 は黒褐色の砂質シル トで、黄褐色土粒を含む。

壁際の 4層 は黒色の粘土質上である。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾する。底面については、確認できた部分が僅

かであるため詳糸田は不明である。

遺物 かわらけ211,7g(不 掲載 )。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D28溝跡

遺構 (第47図、写真図版36)

[位置・検出状況]」 区、Ⅲ層上面で検出した。東側は撹乱により削平され、西側は調査区外へ続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向はN-81° 一W、 確認できた長さは19,99mで

ある。幅は開口部0,32m、 底部0.21m、 深さは0.36mで ある。

[埋土・堆積状況]黒褐色土の単層で、黄褐色土粒を含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁はややタト傾 し、底面は平坦である。

遺物 かわらけ48.4g(不掲載)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D30溝跡

遺構 (第45図、写真図版37)

[位置 。検出状況]R3区 中央、Ⅲ層上面で検出した。北側と南側は調査区外にある。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向はN-16° 一E、 確認できた長さは2.41mで ある。

幅は開口部1.29m、 底部0.84m、 深さ0.25mである。

[埋土・堆積状況]2層 に分層 した。 1層 は黒褐色、 2層 は黒色の粘土質シル トで、いずれも責掲色

土や砂のブロックを含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作られている。壁は外傾 し、底面は平坦である。

遺物 かわらけ318.lg(不 掲載)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D31,蕎跡

遺構 (第 45図、写真図版37)

[位置・検出状況]R3区 中央、Ⅲ層上面で検出した。北側と南側は調査区外にある。
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[重複関係]な し。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向はN-13° ―W、 確認できた長さは2.85mである。

幅は、開口部0.37m、 底部020m、 深さ0.19mである。

[埋土・堆積状況]黒褐色粘土質シル トの単層で、黄褐色上のブロックを多 く含む。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面は平坦である。

遺物 かわらけ43g(不掲載)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D32溝跡

遺構 (第 45図、写真図版37)

[位置・検出状況]R3区 中央、Ⅲ層上面で検出した。北側 と南側は調査区外にある。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向はN-16° ―Eである。確認できた長 さは2.41

mで、幅は開口部140m、 底部0.47m、 深さ060mである。

[埋土・堆積状況]黒褐色粘土質シル トの単層で、責褐色土粒を含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面は平坦である。

遺物 かわらけ755g(不掲載 )。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D33清跡

遺構 (第46図、写真図版37)

[位置・検出状況]R3区 東側、Ⅲ層上面で検出した。北側と南側は調査区外にある。

[重複関係]な し。

[規模 。平面形]ほぼ直線状で、長軸方向はN-6° 一Eである。確認できた長さは2.58mで、幅は

開口部0.66m、 底部0.29m、 深さ0.39mで ある。

[埋土・堆積状況]2層 に分層 した。いずれも黒褐色の粘土質上で、2層 は責褐色土ブロックを多 く含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 かわらけ42.8g(不掲載 )。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D34清跡

遺構 (第48～ 52図、写真図版38～ 40)

[位置・検出状況]Ql・ Q2区・S区・K区、Ⅲ層上面で検出した。北側と南側は調査区タトヘ続 く。

Ql・ Q2区に隣接する田では、調査期間中に稲作が行われてお り、Ql区東側・南側にあった道

路部分 とQ2区全体は、稲刈 りが終了するまで表土除去ができない状況であつた。

最初、Ql区の西側 (道路を除いた部分)に 3箇所の トレンチ (T56～ 58)を入れたところ、多

くの遺物が出土 したが、 トレンチはS D34の遺構内にすっぽり収まってお り、この時点では遺構であ

るとの認識はできなかった。

次に、このQl区西側部分全体の表土除去を行った。 トレンチで状況がよく分からなかったことと、

遺物の出上が多かったことから、バックホーでは最小限の表上のみを除去 し、その後スコップで段階
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的に掘 り下げた。数段階掘 り下げた所で、Ql区南西隅に S D34の西岸 となる地山面が現れ、 ようや

く地山と埋上の境界線を面的に捉える事が出来た。

その後、Ql区東側道路部分 も調査可能となり、西岸と平行する東岸部分を確認 した。ここでよう

や くS D34の両岸を把握することができた訳だが、溝跡にしては幅が広すぎるのではないかという印

象を受けたため、この時点では、自然の沢跡と考えた。

精査を進め、壁や底面など遺構の形状が明らかになるにつれ、自然の流路ではなく人工的に掘 り込

まれた遺構であると判断し、 S D34溝跡 とした。

Ql区部分のみ、先行 して完掘までの作業を行った。稲刈 りが完全に終了 した後、南側のQ2区部

分の表土除去を行い、Ql区の続きの部分を検出した。S区・K区部分を検出したのはさらに後である。

以上が調査経過である。遺構であることをなかなか判断できなかったことから、 S D34埋土中の遺

物を、当初は遺構外出土 としてかな り取 り上げている。遺物観察表で、「Ql区 Ⅱ層」出土 と表記さ

れているものは、「 S D34埋± 1層」に該当する。また、「Ql区沢跡」 とは S D34溝跡のことである。

トレンチT56～ 58出 土遺物 も、 S D34埋 上のものである。本来であれば、表記 を修正・整理 した上

で報告するべ きであったが、時間的制約の中、不十分な整理のままで掲載せざるを得なかった。

[重複関係]S D35溝跡と合流する。新旧関係は不明であり、同時存在の可能性 もある。

[規模・平面形]ほ ぼ直線的であるが、軸方向が少 しずつ変化する。Ql区ではほぼ南北方向だが、

Q2区で北北東―南南西方向にやや軸方向が変わり、 S区・K区 まで至る。

長さは、Ql区北端部からK区 まで合わせると約105mと なる。

幅・深さは、断面B(Ql区 )で、開口部幅764m、 底部幅5,37m、 深さ1.01mで ある。また断面E(S
区)では、開田部幅1030m、 底部幅880m、 深さ0.86mと 、断面 Bよ り広 くなる。遺構の規模が非常

に大 きいため、調査区内で幅が計測できる所はこの 2箇所のみである。Ql区、 S区 とも、東岸側の

方が西岸側より検出面標高が高 く、もともと東側の方が地形的に高かったようである。

北側の調査区外については、そのまま北方向へ直線的に続いていくと思われる。一方南側は、K区

で確認できた部分を見ると、東側へ大 きく進路を変えるようにも見えるが、周辺の調査区で続 きは見

つかっておらず、詳細は不明である。

[埋土・堆積状況]断面A～ C(Ql区 )では、大まかに 3層 に分層できる。 1層 は黒～暗褐色土主

体である。遺物の小破片が多 く含まれる。 2層 は、黒褐～黒色の粘土質土を主体 とする。東壁付近で

は、粘土質土と砂が交互に堆積 した状況である。この層が遺物を最 も多 く含み、 1層 より大 きな破片

が多い印象を受ける。 3層は砂 を主体 とする。遺物量は2層 より少ないが、完形に近いかわらけなど

も出土 している。なお、Ql区では、埋土中だけでなくその上の表土 (I層 )中 にも細かい遺物片が

多 く含まれていた。

断面D(Q2区 )・ E(S区 )・ F(K区 )では、黒褐色シル ト主体である。下位に砂を多 く含む。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られ、底面は礫層である。壁は外傾する。 Ql区 の東壁の一部は、

階段状になる。底面はほぼ平坦である。

[付属施設]副穴 4個 (Pl～ 4)を、北側の東壁付近で確認 した。橋脚等の可能性を想定 したが、

配列に規則性は見出せない。

遺物 (第58～ 60・ 65～ 70'73・ 74図、写真図版48～ 50・ 53～ 56・ 59'63)

[か わらけ]ロ クロ小 (123～ 143)、 ロクロ大 (144～ 169)、 手づ くね小 (170～ 177・ 183・ 185)、

手づ くね大 (178～ 182・ 184・ 186)、 柱状高台 (187・ 188)、 内折れ (189)。 かわらけは、掲載・不

掲載分合わせて86,779.3g出上 している。ただし上で述べたように、Ql区遺構外出土として掲載 し
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たものの中にもS D34埋土中のものが含まれるので、総出土量はこれを上回る。

[国 産陶器]常滑窯産 i片 口鉢 (309・ 316・ 317)、 壼 (310'312・ 313・ 320)、 奏 (311・ 314・ 315。

318・ 319)。 渥美窯産 :片 口鉢 (337・ 342)、 甕 (338～ 341・ 343)。 水沼窯産 :甕 (354)。 須恵器系 :

壼 (359)、 甕 (360～ 363)。

[中 国産磁器]白磁 :四耳壷 (405～ 408・ 410～ 413・ 420)、 碗 (409)、 小壼 (414)。 青磁 :碗 (428・

429)。

[木製品]漆器椀 (702～ 704)、 曲物蓋 (705'706・ 708)、 曲物底板 (707)、 折敷 ?(708)、 杓子 (709)、

下駄 (711)、 形代 (712,713)。

[植物遺体]種子 :モモ (954)、 アサ・カナムグラ (955)、 サナエタデ・ヤナギタデ近似種 (956)、

クルミ (957)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。出上 した木炭を年代測定 したところ、11～ 12世紀

との結果を得ている (第 Ⅷ章第 3節参照)。

S D35溝跡

遺構 (第 49・ 53図 、写真図版41・ 42)

[位置・検出状況]Q2区 北側、Ⅲ層上面で検出した。西側は調査区外にある。

[重複関係]S D34溝跡 と合流する。新旧関係は不明であり、同時存在の可能性 もある。

[規模・平面形]基本的には直線状である。長軸方向はN-69° ―Wで、北北西 ―東南東の方向であ

る。確認できた長さは7.42mで ある。調査区に直交する方向であるため、確認できた範囲は短い。幅は、

調査区境の断面 Gで、開口部440m、 底部246m、 深さは1.46mで ある。開口部は東側へ行 くほど広

くなり、 S D34溝跡と合流する。

[埋土・堆積状況]3箇所 (断面 G～ H)で覆土断面を記録 している。断面 Gは調査区西境、断面H

は調査区中央で、これらは溝の短軸方向であ り、断面 Iは長軸方向である。 G・ Hは、それほど距離

が離れていないにも関わらず、堆積状況に違いがみられる。 G断面付近では、上位が黒褐色シル ト、

中位～下位が黒色粘土質シル トである。これに対 し、H断面では、上位の東側が黒褐色シル ト主体、

西側が砂主体で、埋土の下位に砂礫層が存在する。この砂礫層は、自然の層 (Ⅳ層)に非常に類似す

るが、遺物が多 く出上 している。

[壁・底面]底面は、地点により深い所 と浅い所があり、状況は一様ではない。東側では二股に分かれる。

遺物 (第61～ 63・ 66・ 68・ 69,70'74・ 75図、写真図版50・ 51・ 53～ 56・ 60・ 63)

[かわらけ]ロ クロ小 (190～ 218)、 ロクロ大 (219～ 225)、 手づ くね小 (226～ 232)、 手づ くね大 (233

～ 240)、 柱状高台 (241～ 244)、 内折れ (245)。 かわらけは、掲載・不掲載分合わせて68,358.6g出

土 している。

[国産陶器]常滑窯産 :甕 (321・ 323)、 片口鉢 (322)。 渥美窯産 :片 口鉢 (344～ 347)。 水沼産 :甕

(355)。

[中 国産陶磁器]褐釉陶器甕 (402)、 白磁四耳壼 (415)。

[木製品]曲物底板 (714)、 折敷 ?(715)、 ちゅう木 (716)、 漆塗 り板材 (717a・ b)、 柱根 (718)。

718は 、調査区境の断面 G付近で出土 した。尖った方を下にし、やや傾いているが直立に近い状態であっ

た。断面形が人角形に加工されている。溝に架けられた橋脚であるという可能性を視野に入れ、注意

して調査を行ったが、その場に埋設されていたという状況は確認できなかった。

[土製品]土壁 (804)、 羽口 (805)。
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[本直物遺体]種子 : クルミ (958・ 959)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。出上 した木炭を年代測定 したところ、11～ 12世紀

との結果を得ている (第Ⅶ章第 3節参照)。

S D36溝跡

遺構 (第 50・ 55図 、写真図版43・ 44)

[位置・検出状況]Q2区 南側、Ⅲ層上面で検出した。北側と西側は調査区外にある。

[重複関係]S K28土坑を切る。南側で S D43溝跡とS D37溝跡が重複する。

[規模・平面形]基本的には直線状であるが、南側で屈曲し、屈曲点か ら北側 と西側へ伸びている。

屈曲角度は83度である。長軸方向は、北側ではN-9° ―E、 西側ではN-74° ―Eであ り、確認で

きた長さは、北側で4400m、 西側で7.60mで ある。幅は開田部1.50m、 底部1,12mで 、深さ0.74mで ある。

[埋土・堆積状況]5箇所 (断面 」～N)で覆土断面を記録 している。分層の仕方は地点により異なるが、

黒褐色～黒色のシル ト主体で、地点により責褐色土や砂のブロックを含む。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁はやや外傾 し、底面は平坦である。

遺物 (第 63・ 66・ 68・ 69。 72図、写真図版52・ 54～ 56・ 58・ 63)

[かわらけ]ロ クロ小 (246・ 247・ 249)、 ロクロ大 (248)。 かわらけは、掲載 。不掲載分合わせて8,738.1

g出土 している。

[国産陶器]常滑窯産菱 (324)、 渥美窯産甕 (348・ 349)、 須恵器系甕 (364・ 365)。

[金属製品]皇宋通賓 (614)。

[動物遺体]ウ マの臼歯 (903)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。出土 した木炭を年代測定 したところ、11～ 12世紀

との結果を得ている (第 Ⅶ章第 3節参照)。

S D37溝跡

遺構 (第 54図、写真図版45)

[位置・検出状況]Q2区 南側、Ⅲ層上面で検出した。西側は調査区外にある。

[重複関係]東側で S D86溝跡 と合流する。

[規模。平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向はN-68° 一W、 確認できた長さは649mである。

幅は開口部056m、 底部0.22m、 深さ0.26mで ある。

[埋土・堆積状況]黒褐色シル トの単層で、黄褐色土ブロックと炭化物を僅かに含む。

[壁・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、底面は平坦である。

遺物 かわらけ71.9g(不掲載)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。

S D38溝跡

遺構 (第 56図 、写真図版45)

[位置・検出状況]H3区 。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。南北側が調査区域外

に続 く。

[重複関係]P262・ 263・ 265と 重複する。新旧関係は不明である。

[規模・平面形]開 口部の長さ (442)m、 幅1.03m、 底面の幅0.93m、 深 さ0.20mで ある。南北に直
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線的に延びる。

[埋土・堆積状況]黒掲色土・褐色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D39溝跡

遺構 (第 56図、写真図版46)

[位置 。検出状況]H3区 。Ⅲ層で褐灰色上の細長い広が りとして検出された。南北側が調査区域外

に続 く。

[重複関係]S D40溝跡と重複する。新旧関係は不明である。

[規模・平面形]開口部の長さ (1.75)m、 幅0,85m、 底面の幅0.46m、 深 さ0.18mである。南北に直

線的に延びる。

[埋土・堆積状況]褐灰色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 (第 75図、写真図版61)

[出土状況]埋土から木製品が出上 している。

[木製品]部材 ?1点 (719)。

時期 時期を判断できる出土遺物はなく、詳細は不明である。

S D40溝跡

遺構 (第 56図、写真図版46)

[位置・検出状況]H3区 。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。南北側が調査区域外

に続 く。

[重複関係]S D39溝跡と重複する。新旧関係は不明である。

[規模・平面形]開口部の長さ (2.52)m、 幅119m、 底面の幅0.89m、 深 さ0.15mである。南北に直

線的に延びる。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

[付属施設]な し。

遺物 (第72図、写真図版48)

[出土状況]埋土から石製品が出上 している。

[石製品]硯 1点 (605)。

時期 時期が判断できる出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D41清跡

遺構 (第 56図、写真図版45)

[位置・検出状況]H3区。Ⅲ層で褐色上の細長い広が りとして検出された。南北側が調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開口部の長さ (1.96)m、 幅1.61m、 底面の幅1.44m、 深 さ0.09mである。南北に直
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1 検出遺構

線的に延びる。

[埋土・堆積状況]褐色土で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D42溝 i亦

遺構 (第47図、写真図版45)

[位置・検出状況]S区東側、Ⅲ層上面で検出した。北側と南側は調査区外にある。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向はN-9° 一E、 確認できた長さは0.53mで ある。

幅は開口部0,97m、 底部0.30m、 深さ0.33mで ある。

[埋土・堆積状況]黒褐色粘土質シル トの単層である。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾 し、東壁は開口部付近が大きく広がる。

遺物 なし。

時期 不明。

S D43溝跡

遺構 (第 54図、写真図版46)

[位置・検出状況]Q2区 南側、Ⅲ層上面で検出した。西側は調査区外にある。

[重複関係]東側で S D36溝跡 と合流する。

[規模・平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向はN-56° ―W、 確認できた長さは5。92mである。

幅は、開口部1.16m、 底部0.41mで 、深さ0.20mで ある。

[埋土・堆積状況]黒褐色シル トの単層である。

[壁 ・底面]Ⅲ層を掘 り込んで作 られている。壁は外傾する。底面はほぼ平坦であるが、凹凸が多い。

遺物 なし。

時期 不明。

S D44溝跡

遺構 (第 56図、写真図版46)

[位置・検出状況]H3区 。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。南北側が調査区域外

に続 く。

[重複関係]P251・ 252・ 272・ 273と 重複する。新旧関係は不明である。

[規模・平面形]開 口部の長 さ (2.15)m、 幅1.71m、 底面の幅0.75m、 深さ0,73mである。南北に直

線的に延びる。

[埋土・堆積状況]黒掲色土・黒色土・責褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 (第66図、写真図版54)

[出土状況]埋土から国産陶器が出土 している。

[国産陶器]常滑窯産の甕 1点 (325)。
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時期 出土遺物から12世紀の溝跡の可能性がある。

S D45溝跡

遺構 (第 54・ 55図、写真図版46)

[位置・検出状況]Q2区南側、Ⅲ層上面で検出した。東側は調査区内で途切れ、西側は調査区外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模。平面形]調査区内ではほぼ直線状で、長軸方向はN-67° 一W、 確認できた長さは3,73mで ある。

幅は、開口部0.69m、 底部0.46m、 深さ0.08mで ある。

[埋土・堆積状況]黒色粘土質シル トの単層である。

[壁・底面]Ⅲ 層を掘 り込んで作 られている。壁の立ち上が りは不明瞭である。底面はほぼ平坦であるが、

細かい凹凸が多い。

遺物 なし。

時期 不明。

(5)道 路 状 遺 構

1か所確認された。いわゆる波板状凹凸といわれるものである。

S X01道路状遺構

遺構 (第 54・ 55図、写真図版43'44)

[位置・検出状況]Q2区 南側、Ⅲ層上面で検出した。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]直線状の短い溝が、ほぼ等間隔に連続する。 S X01a～ jと した。各溝の計測値は

第 7表に示 した。長軸方向は、隣接するS D45溝跡や S D36溝跡 とほぼ直交する。 aの西側、 jの東

側調査区外には、同様のものが連続する可能性が高い。

[埋土・堆積状況]黒色粘土質上の単層である。底面直上では、小礫が多 く出土 した。

[壁・底面]壁の立ち上が りは不明瞭である。底面には凹凸が多い。

遺物 かわらけ320。7g(不掲載)。

時期 出土遺物から、12世紀頃と推定される。
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出 土 遺 物

(1)出土遺物の概要

南日詰小路口 I遺跡の出土遺物は、縄文時代の土器、石製品、12世紀のかわらけ、国産陶器、中国

産磁器、中世の陶磁器、近世の陶磁器、石製品、金属製品、木製品、土製品、動物遺体、植物遺体で

ある。図版は遺物の種別ごとに作成し、出土地点別に編集した。なお、一部遺構名の訂正に誤りがあっ

たために掲載hが前後している遺構がある。また、出土地点別に異なる種類の遺物の出土状況を把握

するため、遺構内出土遺物について出土地点毎の集成図を作成した。以下、遺物の種別ごとに詳述する。

(2)縄文時代の遺物

縄文土器 (第 57図、写真図版47、 第10表 )

縄文土器は1041.9g出 上した。 4点 を掲載した。いずれも遺構外で、O区南端から出上している。

縄文時代晩期の上器片である。 3は注口土器の破片である。

石製品 (第57図、写真図版47、 第11表 )

5は径3.2～ 3 5cmの 石球で、石材は安山岩である。時期の詳細は不明だが、ここに含めた。

(3)12世 紀 の 遺 物

12世紀の遺物の内訳として、かわらけ 。国産陶器・中国産陶磁器がある。

かわらけ (第 57～ 64図、写真図版47～ 52、 第12表 )

かわらけは、320,1779g出土した。掲載したのは177点 (15,6404g)で ある。内訳としては、ロク

ロかわらけの大小・手づくねかわらけの大小・柱状高台・内折れかわらけがある。ロクロかわらけは、

器高のある碗形のかわらけがある。手づくねかわらけには、口縁部を面取 りしているものと、面取 り

していないものがあり、調整は 1段なで、2段なでが多いが、 3段以上の多段なでもある。器壁は薄

手で胎土も混入物が少ない。微量だが骨針が含まれるものも数例ある。色調は、赤みの強いものが多

い。ロクロかわらけは、手づくねかわらけに比べて、より砂礫が混じる傾向がある。色調もより赤み

が強い傾向がある。153・ 160は 、粘土板の継目が確認できる。262・ 270は、燈明皿として使用された

痕跡を残す。柱状高台は、ロクロの痕跡が残る台部の径は4 cm前後のものが多い。台部は、小型のも

のは平坦だが、大きいものは中央がややくぼむものもある。内折れかわらけは、口縁部が強く屈曲す

る皿形のかわらけだが、小破片であり、詳細は不明である。ロクロかわらけと手づくねかわらけの比

率をみると、ロクロかわらけの比率が高いように思われる。しかし、ロクロかわらけの方が、つくり

が丈夫なため、破片でも残存率が良く、残存率の選別基準では、ロクロかわらけの方が、より多く掲

載遺物として採取されている可能性があることにも留意しておく必要である。

遺構別にみると、出土量が多いのは、 S D34・ 35溝跡である。 S K28土坑からは手づくねかわらけ

がまとまって出土している。 S K28土坑は、手づくねかわらけのみが出土 している。270は、燈明皿

として使用した痕跡が残る手づくねかわらけ小である。

国産陶器 (第 65～ 69図、写真図版53～ 56、 第13表 )

常滑窯産陶器は3,539,Og出土した。すべて破片である。30点 (3151.Og)を 掲載した。器種には甕・

壼 。片口鉢がある。309は片口鉢の底部片である。内面に金が付着しており、砂金を情り潰し、金粉

にした作業の痕跡と推測される。310の底部の突起は焼成の際に付着した土塊のようである。326は三

筋文壺の破片である。 S D34溝跡から多く出上している。
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渥美窯産陶器は5,5884g出 上 した。すべて破片である。23点 (5,112.lg)を 掲載 した。器種には甕

と片口鉢がある。渥美窯産陶器は、常滑窯産陶器に比べて胎上が均―で灰白色の色調を呈する。331

は袈裟欅文壼である。344は片口鉢の片口部である。 S D34溝跡から多 く出土 している。

354・ 355は水沼窯産の陶器 と思われる。3541よ縦耳が付 く壼である。すべて掲載 した。

須恵器系陶器は2,796.5g出 土 した。13点 (2,243.4g)掲 載 している。器種には壼・甕・鉢がある。

中国産陶磁器 (第 70図、写真図版56、 第14表 )

中国産陶磁器は1,1173g出 土 した。30点 (6914g)掲 載 した。陶器 と磁器がある。401・ 402は 陶

器である。磁器は、白磁が多 く、青白磁・青磁が少量ある。器種は壺 (Ⅱ ・Ⅲ系)と 碗 (I～ V類 )・

皿 (V・ Ⅵ類)がある。全破片81片のうち、重類が53片 と占める全体に割合が高い。出土地点をみる

と、S D34溝跡から多く出土している。405は、四耳壼の耳部である。408・ 410・ 411は四耳壼の口縁

部、412は四耳壷の耳が着いていた体部片。413は水注の注口が付 く部分の胴部破片と思われる。414

は小壺の蓋で回転糸切 りの痕跡がある貴重な事例である。工系で責褐色の色調である。421は碗である。

424は水注の口縁部で、口縁端部の形状が四耳壷と異なる。426は皿、428・ 429は青磁碗の破片、430

は青白磁の合子の蓋で、膨らみのある部分が真ん中付近と思われる。

(4)中 世 の 遺 物

1087g出土し、 2点 (1002g)を 掲載した (第70図、写真図版56、 第15表 )。 451は伊豆沼産の陶

器の回縁部片と思われる。452は 中国産の青磁碗の破片である。

(5)近世・近代の遺物

陶器・磁器がある (第71図、写真図版57、 第16表 )。 総量3,324.7g出 土した。うち14点 (1,1038g)

を掲載した。 S D07・ 24溝跡、 S K21・ 31土坑からの出土で、いずれも近世の屋敷地に伴う遺構であ

る。特にS D24溝跡は、工遺跡の S D 127溝 跡と連続する同一遺構 と推測される溝跡で、屋敦跡の周

囲を取 り囲む一連の溝跡と推測されるものである。 S D24溝跡からは、陶器 。磁器が出土している。

502は片口鉢。503は悟鉢片①ともに陶器である。磁器としては碗・皿・徳利・火鉢などが出土してい

る。18世紀に属するものも含まれるが、19世紀後半の明治時代の碗皿類が主体である。

(6)石 製 品

石製品は5点出土した (第72図、写真図版58、 第17表 )。 601・ 602は砥石である。石材は石英安山

岩である。603は黒色の扁平な円礫で、碁石として使用されたものであろうか。中国産陶器 (401)と

ともに出上していることから、12世紀の可能性はある。石材は頁岩である。604も 砥石で各面を使用

しており、特に側面の擦痕が著しい。ヤヽずれの砥石も一端または両端を欠き、完形品はない。605は

凝灰岩製の硯である。

(7)金 属 製 品

金属製品は5点出土した (第 72図 、写真図版58、 第18表 )。 内訳は鉄釘 1点、銭貨 4点である。 S

K32内 に埋設されていた木枠の板材を留めていた鉄釘のうち、 1点のみ掲載した。611は鉄釘で断面

が四角形のものである。銭貨は全点掲載した。612は寛永通賓 (新寛永 :初鋳年1697年 )、 613は嘉祐

通費 (初鋳年1065年 )、 614は皇宋通賓 (初鋳年1038年 )、 615は寛永通賓 (古寛永 :初鋳年1636年)で

ある。616は、鍛冶淳と考えられる破片である。製品ではないが、ここに含めた。
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(8)木 製 口
印

木製品は35点掲載 した (第73～ 77図、写真図版58～ 62、 第19表 )。 出上 した遺構から12世紀 に属

するものと近世以降に属するものに大別される。 S D34溝 跡から出土 した702,703,704の 漆器椀 は

内外面黒漆である。樹種はケヤキである。705'706・ 707・ 708は 曲物の蓋か。樹種はアスナロ・スギ

である。7111よ差歯の下駄の歯部。樹種はアスナロである。712・ 713は欠損品であるが形代の可能性

がある。716は ちゅう木か。樹種はスギである。717は黒漆が塗られている板材である。樹種はアスナ

ロである。折敷などと同 じ材が使用されている。718は 、12世紀のものと推測される大形の柱材で、

断面形が人角形に面取 りされ、先端も整形されている。樹種はマツ属複繊管束亜属である。先端が炭

化 しているようにも見受けられる。

723～ 735は 近世以降のものと推測される遺物である。723～ 726は、木杭か。一端を鋭角に整形 し

ている。樹種はモクレン属である。728～ 731は漆器の椀で内面赤・外面黒漆である。樹種はブナ属

である。12世紀の漆器と用材が異なる点が注 目される。727は樽の蓋。樹種はヒノキである。732は 桶

樽類の側板で、樹種はスギである。733は樽の持ち手部分 と推測される。樹種はスギである。材の樹

種同定結果については、第Ⅶ章第 1節 を参照されたい。

(9)土 製 品

土製品は1,912.4g出 土 した (写真図版63、 第20表 )。 内訳は、土壁・羽口・円盤状土製品である。

写真のみの掲載で 6点掲載 した。土壁と思われる破片は全1,8257g出土 している。すべて破片で、木

舞の跡は確認できていない。掲載 したのは 4点 (801～ 804、 4882g)である。805は輔の羽口の破

片 と思われる。スサが入る。806は 円盤状の上製品である。壁土は12世紀の可能性があるが、他の羽

口片や円盤状の土製品の時期は明確ではない。

(10)動 物 遺 体

動物遺体は、写真のみの掲載で 4点 (12.Og)掲載 した (写真図版63、 第21表 )。 確認できた種はウマ、

魚骨・大型哺乳類であるが、小片のため詳細は不明である。 S K32土坑からは魚類と思われる焼骨片

が出土 している。木枠内の炭化材とともに出土 したものである。

(11)植 物 遺 体

植物遺体には種実 (998g)がある(写真図版63、 第22表 )。 全点について観察表を掲載 し、9点 (365g)

を写真掲載 した。 5点 を鑑定 して確認できた種別には、モモ・アサ・カナムグラ・サナエダテ近似種・

ヤナギダテ近似種・オニグルミがある。955'956は 出土 した椀内部の土のなかから出上 した種実で、

アサ・カナムグラ、サナエダテ近似種・ヤナギダテ近似種であるとの鑑定結果を得ている。952は S

D17溝跡から出土 した。マツボックリである。

炭化材は1,851.2g出土 した。そのうち4点 (試料h1896・ 1915'1920。 1758)に ついて放射性炭素

年代測定を行った (第 Ⅶ章第 3節 )。
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第 4表 柱穴観察表
(残存値 )

遣構名 区域 検出面
X座標

(m)

Y座標
(m)

Z座標

(m)

開 口部長軸

(m)

開口郡短軸
(m)

底部長軸
(m)

底 部 短 軸

(m)

比 高差

(m)
建 物

重複関係等
旧<新 、><は不明)

備  考

-5198134 2894482 9197 023 012
Ⅲ -5198202 2894456 9196 019
Ⅲ -5198203 2894347 9198 019
Ⅲ -5198324 2894025 9199 023
Ⅲ -5198428 2894257 9197 028 019 027
Ⅲ -5199290 2894280 9180 049
Ⅲ -5201482 2893186 9194 0 013 SB10
Ⅲ -5201671 2893139 9193 0 012 SB10

P009 Ⅲ -5201866 2893102 9198 038 011 SB10
P010 Ⅲ -5202067 2893056 9194 0 SB10
P011 Ⅲ -5201709 2893442 9199 016 010 017
P012 Ⅲ -5201671 2893376 026 016 013
P013 Ⅲ -5201695 2893348 9202 027 010 007
P014 Ⅲ -5201748 2893333 9204 032
P015 Ⅲ -5201833 9208 023 SB10
P016 Ⅲ -5201868 2893283 9205 SB10
P017 Ⅲ -5201597 2893001 9197 035 011 017
P018 Ⅲ -5201711 2892924 9203 033 014 011 SB10
P019 Ⅲ -5201885 2892929 9194 033 018

Ⅲ -5202585 2893328 920〕 012 009
P021 Ⅲ -5195901 2894909 9170 (050) 035 018 調査 区外

P022 Ⅲ -5196548 2895203 9192 027 025
P023 Ⅲ -5196623 2895194 9199 050 033 024
P024 Ⅲ -5196659 2895176 9203 030 020
P025 Ⅲ -5196530 2894908 9192 035
P026 Ⅲ -5196198 2894718 9189 (030) 018 調査 区外
P027 Ⅲ -5196715 2894581 9179 035 034 037
P028 Ⅲ -5196910 2894941 9192 033 033
P029 皿 -5196912 9206 (015) 012 010 P029<SD05

Il -5196967 2895001 029
ll -5197019 2894994 028 017

欠 番 欠呑 欠香 欠番 欠呑 欠番 欠碁 欠 沓 欠番 欠 香 欠番 欠番 欠 番

P033 ll 5196960 2895293 9205 053
Ⅲ 5197023 2895220 9190 025 028

P035 皿 5196999 2894905 9209 022 012
P036 Ⅲ -5196965 2894833 9193

Ⅲ -5197114 2894777 9167

P038 Ⅲ -5197173 2894821 9209 028 011
P039 皿 -5197270 2894835 9199 026 020

lll -5197322 2894872 9198 028
P041 Ⅲ -5197411 2894911 022

El -5197483 2894842 9205 027 023 019
Ⅲ -5197345 2894751 9204 020 019
Ⅲ -5197333 2894770 016
Ⅲ -5197284 2894719 918〕 017 032

P046 Ⅲ -5197354 2894650 019
Ⅲ -5197253 2894630 9183 023
Ⅲ -5197332 2894402 9180 (010) 015 026 P048><SK02
Ⅲ -5197287 2894411 9183 023
Ⅲ -5197299 2894342 9178 011
Ⅲ -5197191 2894382 9193 (035) 028 025 調査 区外

P052 Ⅲ -5197074 2894437 9190

Ⅲ -5196943 2894485 9183 038
Ⅲ -5196999 2894466 9211 005

P055 皿 -5196789 2894622 027 015
Ⅲ 5196674 2895307 9187 040 036 016 026 P056<SD06

P057 Ⅲ 5196447 2395174 9185 023 029 P057<SD05
Ⅲ 5197045 2894512 9206 028
Ⅲ 5197232 289500] 9208 039 029 011

P060 Ⅲ -5196938 2894798 9204 020
-5196923 2894724 9191 025 024

P062 -519693ユ 2894748 9208 029
-5196500 2895028 9186 013 P063><SD05 Pl18

P064 -5196497 2895061 9191 010 P064><SD05 Pl181
P065 -5196441 2895005 9176 029 底面 に礫

-5202695 2892656 9203 035 032
P067 -5202695 2892893 9170 025 012 047

-5202779 2892850 9187 052 底面に礫
Ⅲ -5202774 2892896 9184 038
Ⅲ -5202892 2893215 037 035 022

P071 Ⅲ -5202997 2893021 9205 045 (030) (020) P071<P072
P072 Ⅲ -5203042 2893012 9180 076 043 P072>P071

Ⅲ -5202922 2892747 9209 038
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第 4表 柱穴観察表

Ⅳ 南 日詰小路口 I遺跡

(残 71値 )

遣構 71 区 I_ak 検出面
X座標

(m)

Y座標

(m)

Z座標

(m)

開田部長 lll

(m)

開田部短軸
(m)

底部長軸
(m)

底部短軸
(m)

差

―

古
劇
　
ｍ

建 物
重複関係等

旧く新、>く は不明)

備  考

Ⅲ -5203078 2892553 9196 023 012 027

〔 Ⅲ -5203と 56 2892428 9187 044 042 011

〔 Ⅲ -5203263 2892390 9192 015 028

欠番 欠呑 久 呑 欠沓 欠番 欠番 欠 合 欠脊 欠呑 久番 欠番 欠器 欠番

P078 El -5203084 2892748 9197 034

P079 lll -5203139 2892790 9188 022 010 034

Ⅱ -5203193 2892741 9214 027 015 012

P081 Ⅲ -5203247 2892691 9194 0 1 026 底 面 に礫

P082 lll -5203203 2893028 9184 029 0 6 底 面 に礫

P083 Ⅲ -5203352 2893037 9202 017 0 5

P084 皿 -5203339 2892661 9205 0 0

P085 lll -5203352 2892338 9206 022 012 012

P086 ll -5203497 2892312 9205 022 017 P086><P087

P087 Ⅲ -5203520 2892302 9209 017 P087><P086

P088 皿 -5202847 2893133 9175 037 012 ←Pl18

P089 Ⅲ -5203673 2892330 9200

Ⅲ -5203709 2892273 9197 035

Ⅲ -5203928 2892162 9211 028 026 012

P092 Ⅲ -5203831 2892577 9200 022

P093 Ⅲ -5203973 2892529 9188 024 023 033

Ⅲ -5204005 2892722 9197 035 025

P095 Ⅲ -5204323 2892774 9196 052 017

P096 欠 合 欠 な 欠呑 欠 杏 欠器 久 器 欠番 欠番 欠番 欠呑 欠番 欠番 欠番

P097 Ⅲ -5203996 2892118 050 029 028 SBll P097><P098 底 面 に板

P098 Ⅲ -5204004 2892152 9193 035 026 SBll P098><P097 底 面 に板

P099 I Ⅲ -5204196 2892016 9215 030 020 調査区外
十一P090

P100 Ⅲ -5204151 2892123 037 012 025

P101 Ⅲ -5204416 2891997 9196 027 029

P102 Ⅲ -5204549 289193] SBI 調 査 区外

P103 Ⅲ -5204020 2892327 9192 053 底面に礫

P104 I -520416ユ 2892328 9191 068 057 027 SBl

P105 Ⅲ -5204299 2892310 9188 067 037 039 SBl 底 面 に探

P106 Ⅲ -5204444 2892309 9192 072 056 048

P107 Ⅲ -5204388 2892669 9190 046 035

P108 Ⅲ -5196940 2894860 9183 P108>SD05

P109 Ⅲ -5204123 2892518 9183 086 084

P 0 Ⅲ -5204380 2892476 9192 087 077 043 034

P 1 Ⅲ -5204512 2892419 9184 086 075 039

P 2 -5204581 2892297 9196 098 065 054 047 SBll

P 13 Ⅲ -5204565 2892086 9201 065 050 SBll

P 4 -5204245 2892230 035 0 2

P 15 -5202023 2892858 9198 0 4

P -5201438 2892998 9190 0 2

P 7 5196560 2894960 9184 018 0 5 024 Pl17><SD05

Pl18 I -5196509 2895051 9187 015
Pl18><SD05
Pl18><P063P064

Pl19 M -5206117 2895415 9188

P120 M -5206244 2895701 9191 027 025 012 029

P121 M -5206353 2895641 9193 025 021 029

P122 M -5206373 2895814 9211 012 底 面 に礫

P123 M lll -5206607 2896334 9185 034 016

P124 M 皿 -5206262 2895491 043 026

P125 M Ⅲ -5206540 2897026 9196 (075) 0「D3 030 訓 査 区外

P126 M Ⅲ -5206948 2897389 9197

P127 M Ⅲ -5207243 2898762 9178 023 022 SB12

P128 M Ⅲ -5207272 2898932 9180 036 033 SB12

P129 M Ⅲ -5207308 2899109 9183 036 017 SB12

P130 M Ⅲ -5207332 2899290 9186 035 029 022 016 SB12

P131 M Ⅲ -5207364 2899422 9185 SB12

P132 M Ⅲ -5207415 2898918 9185 025 022 SB12

P133 M Ⅲ -5207454 2899101 9176 039 029 023 SB12

P134 M Ⅲ -5207476 2899270 9176 021 0 6 SB12

P135 M Ⅲ -5207505 2899401 9185 055 039 0 7 SB12

P136 M Ⅲ -5206582 2896739 9197 055 0 9

P137 M Ⅲ -5207505 2899502 9188 0 7

P138 M Ⅲ -5207460 2899582 9190 026 0 2

P139 M Ⅲ -5207514 2899779 918ユ 027 017

P140 M Ⅲ -5207595 2899769 9187 019 009

P141 M Ⅲ -5207699 2899818 9187 034 028 015

P142 M Ⅲ -5207699 2899887 9186 012

P143 M Ⅲ -5207748 2900049 9186 022 010

P144 M Ⅲ -5207755 2900194 9182 099 040 0 5
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第 4表 柱穴観察表
(残存値 )

遺構名 区域 検出面
X座標

(m)

Y座標
〈m)

螂
ｍ

開 口部長 Hれ

(m)

聞口部短軸
(m)

底部長lll

(m)

底 部 lL軸

(m)

比高差
(m)

建 物
重複関係等

旧<新、><は不l「
備  考

P145 M Ⅲ 2900218 9183 010
P146 M Ⅲ -5207793 2900654 9184 025 022
P147 M Ⅲ -5206655 2897246 9196 039 033
P148 M Ⅲ -5206150 2895677 9184 012 P148>SK12
P149 M Ⅲ -5207364 2898731 9180 018 015 SB12
P150 M Ⅲ -5207057 2897724 9183 023
P151 M Ⅲ -5206873 2897851 9191 033 022
P152 N Ⅲ -5210374 2907846 9174 038 032 015
P153 N Ⅲ -5208481 2902857 9181

P154 N Ⅲ -5209192 2904825 9179 029 022 014
P155 N Ⅲ -5209480 2905426 9167 030 010 020
P156 N Ⅲ -5210358 2908067 9166 030
P157 N -5210812 2909105 9183 018 012
P158 N -5210577 2909008 9179 029 022
P159 N -5210809 2908978 918判 013
P160 N -5210905 2909136 9188 025 013
P161 H4 -5200798 2887903 089 055 SB09
P162 H4 -5200600 2887934 919弯 026 047 SB09
P163 H4 -5200327 2887853 9229 029 017
P164 H4 -5200369 2887726 9189 SB09 調査 区外

P165 H4 -5200261 2887687 9230 023
P166 H4 -5200174 2887685 9225 SB08 底面 に礫
P167 H4 Ⅲ -5200107 2887736 9222 底面 に礫

P168 H4 -5199993 2887698 9225 026 SB08
P169 H4 Ⅲ -5199793 2887696 9204 (030) 020 (015) 032 SB08 調苓 区外

P170 H4 Ⅲ -5199792 2887584 9201 050 035 022 SB07
P171 H4 Ⅲ -5199606 2887594 9196 SB07
P H4 Ⅲ -5199567 2887580 9208 043
P 3 H4 Ⅲ -5199602 2887497 9198 038 019

4 H4 Ⅲ -5199453 2887450 9216 028 068 下端未計測

P H4 Ⅲ -5199334 2887487 9206 底面 に礫

P176 H4 Ⅲ -5199339 2887389 045 調査 区外
底面 に礫

P H4 Ⅲ -5199197 2887490 9227 026 015 011
H4 Ⅲ -5199193 2887433 9231 011

P H4 m -5199185 2887344 9216 040 039
P180 H4 Ⅲ -5199111 2887459 9222 015 P180>SK24
P18〕 H4 Ⅲ -5198472 2887227 9186 028
P182 置4 Ⅲ -5198039 9216 037 032 015
P183 H4 Ⅲ -5198011 2886975 9192 SB06
P184 H4 Ⅲ 2886988 9190 042 SB06
P185 H4 Il -5197452 2886791 9197 028 038
P186 H4 Ⅲ -5196260 2886507 9195 012
P187 H4 Il 5196090 2886279 9217 1025) 025 (015) 調査 区外

P188 H4 lll 5196022 2886259 9187 070 (030) 026 049 訓査 区外
P189 H4 Ⅲ 5195981 2886268 9215 029 SB05
P190 H4 Ⅲ 5195855 2886256 050 032 SB04 P190><P191
P191 H4 皿 5195803 2886265 9209 (075) (060) 032 026 SB05 P191><P190
P192 H4 Ⅲ -5195635 2886246 9211 (065) 060 026 P192>く P198
P193 H4 ll -5195604 2886261 9215 (025) SB05 P193><P192
P194 H4 Ⅲ -5195431 2886246 9206 (020) 033 SB04 調査 区外

H4 Ⅲ -5195466 2886190 9205 016
H4 Ⅲ -5195412 2886150 9191 015 013
H4 皿 -5195412 022 020 SB04

P198 H4 Ⅲ -5195240 2886068 (040) 198><P200 P201

P199 H4 Ⅲ -5195246 2886020 9209 (040) 028 P199>く P200
P200 H4 Ⅲ -5195248 2886045 9212 (030) (020) 020 P200><P198 P199
P201 H4 Ⅲ -5195198 2886089 9215 019 024 P201><P198
P202 H4 Ⅲ -5195188 2886017 9218 026 SB02

H4 Ⅲ -5195123 2886023 9215 037 SB03
H4 Ⅲ -5195048 2886017 038
H4 Ⅲ -5195013 2886016 9197 SB02

P206 H4 Ⅲ -5194996 2886051 9205 (030) P206><P207 P208
P207 H4 Ⅲ -5195013 2886072 9215 (060) 040 022 026 P207><P別 6 Pzl18

P208 H4 Ⅲ -5194980 2886084 9212 019 P208><P206 P207
P209 H4 Ⅲ 5194968 2885926 9212 037 027 SB01
P210 H4 Ⅲ 5194924 2886037 9217 SB03
P211 H4 Ⅲ 5194895 2885973 9229

P212 H4 Ⅲ 5194828 2886016 9211 SB02
P213 H4 Ⅲ 5194836 2885944 9229 017 P213><P214
P214 Ⅲ -5194812 2885925 9200 (030) 029 B301 P214><P213
P215 Ⅲ 5194744 2885917 9226 025
P216 H4 5194723 2886016 9223 (025) (015) 022 3B03 調査 区外
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第 4表 柱穴観察表

Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡

(残存値 )

せ構名 区域 検出面
X座標
(m)

Y風二供

(m)

Z座標

(ll■ )

開口部長軸
(m)

門口部短軸
(m)

底部長軸
(m)

底郁短1珈

(m)

比 高差

(m)
建 物

重複関係等
(日 <新、>く は不明

lll 考

P217 H4 Ⅲ -5194669 2885915 9228 (020) 010 P217><P218

P218 H4 Ⅲ -5194667 2885937 025 SB01 P218><P217

P219 皿 -5194630 2885815 9204 038

P220 Ⅲ -5194537 2885836 9214 022 010
P221 H4 Ⅲ -5194429 2885827 9208 036 030 017 035

P222 H4 Ⅲ -5194365 2885718 9215

H4 Ⅲ -5194319 2885854 9225 029 024 007

P224 H4 Ⅲ -5194263 2885723 9226 028 025

P225 H4 Ⅲ -5193875 2885712 調査 区外

P226 H4 Ⅲ -5195315 2886045 9217 053 020

P227 H4 Ⅲ -5199915 2887566 9220 P227><SD23

P228 H4 Ⅲ -5199905 2887599 9217 023 P228>く SD23 底面 に礫

P229 H4 Ⅲ -5199932 2887698 9215 (020) (015) (015) (010) P229<SD23

P230 H4 Ⅲ -5200381 2887893 9222 032 P230>SK22

P231 H4 Ⅲ -5200413 2887943 (07) SB09
外
み

区
の

杢
出

訓
検

P232 Q2 Ⅲ -519096[ 2895792 9214 037 025 022

Q2 Ⅲ -5191246 2895726 9225

Q2 Ⅲ -5193200 2895332 039 029 027

P235 02 Ⅲ -5193496 2895468 9190 028

P236 02 Ⅲ -5190846 2895907 9237 029 012

Q] Ⅲ -5184672 2897786 9155 090 (060) (045) 訓杢 区外

P238 Q2 Ⅲ -5185057 2897772 9179

P239 02 Ⅲ -5185125 2897928 9176 099 060 075

P240 02 Ⅲ -5185842 2897834 9189 075

P241 Q2 Ⅲ -5191019 2895985 9229 037 020

P242 欠恭 欠脊 欠番 欠番 欠番 欠番 欠番 欠器 欠番 欠 洛 欠器 欠春 欠呑

P243 欠否 欠 番 欠春 欠 合 欠苔 欠 香 欠沓 欠 春 欠沓 欠沓 欠脊 欠 杏

S Ⅲ -5192138 2903923 9221

P245 S Ⅲ -5192239 2904465 (015) (010) 訓査 区外

P246 S Ⅲ -5192269 2904573 9209 060 035 (015) 訓査 区外

S Ⅲ -5192433 2905312 9229 032

S Ⅲ -5192839 2907070 9217 080 050 (025) 訓査区外

P249 S El -5192854 2907258 9195 027

P250 欠呑 欠番 欠番 欠呑 欠番 欠番 欠番 欠番 欠 春 欠香 欠番 欠番 欠呑

H3 皿 -5202572 2888490 9169 035 025 P251>く SD44

P252 H3 Ⅲ -5202483 9209 P252><SD44

P253 H3 Ⅲ -5201060 2888138 9190 (040) 055 P253><SK30 調査区外

P254 H3 Ⅲ -5201156 2888135 9196 052

P255 H3 Ⅲ -5201440 2888273 9188 (025) (025) 055 plil査 区外

P256 H3 Ⅲ -5201429 2888095 9210 029 024

P257 H3 lE -5201454 2888099 9208

P258 H3 lll -5201583 2888285 9197 032 027

P259 H3 Ⅲ -5201716 2888297 9202 027

P260 H3 Ⅲ -5201700 2888219 9224

H3 Ⅲ -5201689 2888254 9208 (030) (020) (025) (015) 032

P262 H3 Ⅲ -5201769 2888355 9217 026

P263 H3 Ⅲ -5201910 2888382 9202 064

H3 Ⅲ -5201970 2888276 9226 029

P265 H3 Ⅲ -5202084 2888306 9209 022

P266 H3 Ⅲ -5202084 2888446 9225 024 012 016

P267 H3 Ⅲ -5202296 2888419 9223

P268 H3 Ⅲ -5202347 2888440 9189 055 029

H3 Ⅲ -5202145 2888473 9213 011

H3 ll -5202380 2888518 9211

P271 H3 Ⅲ -5202362 2888561 9206 042 023

P272 H3 Ⅲ -5202429 2888594 9187 (025) P272<SD44

P273 H3 Ⅲ -5202597 2888509 9181 (020) (015) (010) P273<SD44

P274 H3 皿 -5202992 2888819 9207 (055) (035) (030) 調査 区外

P275 H3 ll -5203179 2888792 9199 057 050 028

P276 H3 ll -5203601 2889037 9211 (040) (030) (020) 調査 区外

P277 H3 lll -5203581 2888875 9203 (030) (015) 016 P277><SD40

H3 lll -5203742 2888881 9198 050 P278<SK39 規模不 明

P279 H3 lll -5203801 2888968 9196 062 032
P280 H3 皿 -5203877 2889040 9212 028

H3 Ⅲ -5203209 2888899 9213 (040) (020) (030) (020) 調査 区外

P282 H3 ll -5203263 2888904 9218 042

P283 H3 Ⅲ -5203242 2888821 035

P284 H3 ll -5201026 2887910 9210 (070) (065) (020) SB09 調査 区外
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12
)

03
7

黒
色

上
 

黒
褐

色
土

な
し

不
明

調
査

区
外

SD
23

溝
跡

H4
-5
19
99
17

28
87
65
7

92
16

直
線

72
(1
84
)

02
8

黒
褐

色
土
 

褐
色
土
 

暗
掲

色
土
 

黄
褐

色
土

な
し

不
明

調
査

区
外

SD
24

溝
跡

H4
-5
19
82
26

28
8紹

Э
86

91
95

直
線

-8
7

(1
94
)

早
帽

色
土
 

黒
色
土
 

暗
褐

色
土
 

黄
掲

色
土

な
し

近
世

以
降

調
査

区
外

SD
25

溝
跡

H4
-5
19
64
97

28
86
51
0

91
99

直
線

90
(1
95
)

07
9

黒
褐

色
土
 

暗
褐

色
土
 

黒
色

土
な

し
12
世

紀
調

査
区

外

SD
26

満
跡

Hl
-5
20
60
21

28
91
73
4

92
26

直
線

-1
5

(5
01
)

黒
褐

色
土

な
し

SD
26
>S
D1
4～

16
不

明
調

査
区

外
4]

SD
27

溝
跡

L
-5
19
56
99

29
09
65
5

直
線

(3
37
0)

(0
50
)

04
6

黒
色

土
 

黒
褐

色
土

な
し

12
世

紀
調

査
区

外

SD
28

溝
跡

-5
18
36
46

29
00
86
3

92
50

直
線

(1
99
9)

03
6

黒
褐

色
土

な
し

12
世

紀
調

査
区

外
47

SD
29

欠
香

欠
番

欠
春

欠
香

欠
番

欠
香

欠
番

欠
番

欠
番

欠
番

欠
番

欠
番

欠
番

な
し

欠
番

欠
番

欠
番

欠
番

欠
番

SD
30

溝
跡

-5
20
15
01

91
72

直
線

16
(2
41
)

02
5

黒
色

土
 

黒
褐

色
土

な
し

12
世

紀
調

査
区

外

SD
31

溝
跡

酪
-5
20
15
73

91
76

直
線

-1
3

02
0

黒
褐

色
土

な
し

12
世

紀
調

査
区

外
45

SD
32

溝
跡

-5
20
15
94

91
43

直
線

16
(2
41
)

06
0

黒
褐

色
土

な
し

12
世

紀
調

査
区

外

薄
跡

-5
20
25
15

51
14

91
69

直
線

6
(2
58
)

06
6

03
9

黒
褐

色
土

な
し

12
世

紀
調

査
区

外

SD
34

溝
跡

Ql
 Q
2S
 K

-5
18
47
85

28
98
23
1

91
59

湾
曲

(1
05
10
)

76
4

10
3

黒
褐

色
土
 

暗
褐

色
土
 

黒
色

土
 

に
ぶ

い

黄
掲

色
土

Pl
～

P4
SD
34
><
SD
35

12
世

紀
調
査
区
外

Pl
～

P4
48
～

52
38
～

42

SD
35

溝
跡

-5
18
66
98

28
97
43
6

90
96

直
線

-6
9

(7
42
)

24
6

黒
掲

色
土
 

黒
色

土
な

し
SD
35
><
SD
34

12
世

紀
調

査
区

外
49
  
53

41
  
42

SD
36

溝
跡

-5
19
19
44

28
95
93
3

直
線

(屈
曲

)
(4
40
0)

07
4

黒
褐

色
土
 

黒
色

土
な

し
SD
36
>く

SD
37
 4
3

12
世

n‐
d

調
査

区
外

50
 5
5

43
  
44

SD
37

溝
跡

-5
19
29
83

28
95
41
5

92
13

直
線

-6
8

02
2

02
6

黒
褐

色
土

な
し

SD
37
>く

SD
36

12
世

紀
調

査
区

外
54

SD
38

溝
跡

H3
Ⅲ

-5
20
19
70

28
88
37
2

92
24

直
線

8
(4
42
)

09
3

02
0

黒
褐

色
土
 

褐
色

土
な

し
SD
38
>く

P2
62
 2
63
.2
65

不
明

調
査

区
外

SD
39

溝
跡

H3
-5
20
34
88

28
88
83
2

92
22

直
線

5
(1
75
)

04
6

掲
灰

色
土

な
し

SD
39
>く

SD
40

不
明

調
査

区
外

SD
40

溝
跡

H3
Ⅲ

-5
20
33
63

28
88
84
7

直
線

-7
8

(2
52
)

黒
褐

色
土
 

褐
色

土
な

し
SD
40
><
SD
39

不
明

調
査

区
外

SD
41

溝
跡

H3
-5
20
49
42

28
89
42
3

92
13

直
線

(1
96
)

14
4

褐
色

土
な

し
不

明
調

査
区

外
SD
42

溝
跡

S
Ⅲ

-5
19
26
99

29
06
53
1

91
91

直
線

9
(0
53
)

03
0

黒
褐

色
土

な
し

不
明

調
査

区
外

47

SD
43

溝
跡

-5
19
23
67

28
95
49
2

92
27

直
線

-5
6

黒
褐

色
土

な
し

SD
43
>く

SD
36

不
明

調
査

区
外

SD
44

溝
跡

H3
-5
20
25
44

28
88
53
9

直
線

-8
5

(2
15
)

17
1

07
5

07
3

黒
褐

色
土

.黒
色

土
 

責
褐

色
土

な
し

SD
44
><
P2
51
 2
52
 2
72
 2
招

12
世

紀
調

査
区

タ

SD
45

溝
跡

-5
19
38
75

28
95
04
5

92
01

直
線

-6
7

(3
73
)

04
6

00
8

黒
色

土
な

し
不

明
調

査
区

外
54
  
55
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2 出土遺物

第 8表 出土地点別かわらけ重量表 土坑・井戸跡 (SK)

竪穴住居跡 (SI)

No 区 出土地点 層   位 重量 (Q

S1103 床iH~(hlo6)

2 G2 S1103 P2 埋 土 11

θ計

柱穴 (P)
hlo 区 出土地点 層   位 至量 (宣

1 埋 土

2 里土

3 埋 上 8C

4 P027 里上

5 里土

6 P029 埋 土

7 P030 ,If」二 31

8 P031 里土 84
9 P033 埋 土

10 P034 埋 土 147

とこ P035 埋 土

唾 子

P038 哩 土 19

4 P039 埋 土

15 埋 土

P045 埋ユ: 235

埋 士

P048 埋 土

興土 76

P052 埋 土 17

埋 土 1142

埋 fll

里 土

P057 埋 土 511

埋土

P060 埋 」 21

埋 土

P065 埋 土

P092 F/1半 埋 土 293

埋 土

埋 土 487
P109 里 土

1 埋 土 248

13 里土上位 1978

M 理 土

37 H4 72 南半 埋± 1層

H4 85  北半 埋± 1層

H4 86 西半 埋 土 層

H4 束半 埋 子 層

H4 P 88 束半 埋 土 層

H4 90 東半 埋 上 層

H4 1 束半 型す

P 95 北半 里土 層

H4 P196 南 半 !lE土 層

H4 P200 南半 IE土 層

47 H4 南半P201 里上 層 77
H4 P203 北半 里土 層 31

H4 P205  南半 理土 屑

50 P206 市半 埋 土 層 1

5] H4 P207 耳ヒ半 埋 土 層

H4 P208北 半 理十 層

H4 南 半 埋 土 唐

H4 P214 束半 埋 土 層

P216 西半 埋 土 層 273
H4 P219 前半 埋 土 層

P222 西半 埋 土 層

P230 (blo l)埋 土

02 P234 埋 土

60 Q2 P235 埋 土

Q2 )237 埋 上

62 )238 前半 埋 土

63 )238 埋 土

64 Q2 )239
埋 土

65 Q2 P239 東半 埋 土

02 埋 上

合 HH 19982

No 区 出土地点 層   位 重豊 1

1 I SK01南 半 埋± 1用 71

小計 71

2 I SK03束半 埋± 1層 151

3 I SK03東半 埋土中位

4 I SK04東半 埋JiJ憑

90
5 SK05中央 里土

6 SK05 埋土最上位

7 SK05南半 埋土上位

8 SK05商半 里土中位

9 SK05南半 里上下位

10 3K05Jヒ半 里上下位 3を

11 3K05 唖土下位 5

12 I 】K06 里土上位

13 I 3K06束半 埋±3層 55(

14 I 3K06西斗 哩±3層 1373

228を

15 1 SK08 処 土

小計

I SK10 埋 土

月ヽ fH

17 M 束半 埋± 1層

M 東 半 埋土 ド位

220
M SK12ゴ ヒ半 埋土中位

小計

H] SK15南半 埋土 中位

H] SK15 Jヒ 引t 埋 土

SK16東半 埋上 1層

Hl SK16西半 埋土上位 127

SK18 lF上

157

25 N 3K19 llfl土 上位 124

小計

H SK22ベルトA 理± 1層

H SK22ベルトA 埋±2層

H SK22ベルトA 埋±5層 467
刊 〕K22 東 半 埋土 中位

司 SK22 西半 埋± 1扇 110

日 SK22西 半 埋北上位

日 SK22西半 里土中位

月ヽ .l 1131

H SK23 埋」i5娼 l14

H SK23前半 埋上下位

H SK23剪 ヒ半 埋±3原

/1ヽ .I

SK26南半 ナ1≧
=Ll)ミ

ヨ
SK26 Jヒ 半 埋 土 1305

Q2 SK27前半 里上1層

SK27 J陛 ±ト 里土

小 計 2741

SK28 里土 20075
41 02 SK28 里土上位 49147

02 SK28 埋土中位 719
3K28 埋上中位 ～ 下位 6862

小計 76803
44 SK29

12

SK36 表土

46 S SK36 埋Ji 1766

Jヽ wl‐ 1824

47 S SK37 38 埋 土

)K41 土 健土 L面 2909

南側 埋上下位

南側 里上下位 24

SK41ヨ ヒ壁t■FT 埋 士 2367

SK4〕 里 土

SK 唖土下位

底面 559
R3 SK41 唄面付近

合計

溝跡 (SD)
雨 出土地点 層  位 豆量 (ゴ

1 I SD03 埋上 1周

884

2 I SD04束側 埋± 1居 14027

3 I 〕D04商 TЩ 姐± 1犀 12787

4 I SD04中 央ベル ト 埋 土 1448

小
=

2,8262

5 I SD05南側 理 上 2781

I SD05引 ヒ狽1 埋 上

7 I SD05束側 埋 十

刀ヽ討

8 I SD06

9 SD07 埋上最上位

SD07束 ll‖ 埋 土 _し位

11 SD07西側 恩土上位

12 SD07西側 底面

13 SD07 氏面 393

269[

14 M SD08束 lL‖ 底 面 1314

M 3D10 埋 土

M 束 側 埋土上位

17 M 束 側 埋 土 4681

18 M 3D 西 側 哩 土

19 M SD 哩土上位 (Nol)

M SDl 亙而 (血2) 706

M 底 lLII (Nお )

M 底 面 (配4)

M 吹而 (配5)

M 〕Dl 底面 (Nth6)

M 底面 (No7)

M 埋土上位 (hlo8) 1968

M 質面 (blo9) 14

/1ヽ 計 12336

M SD12 埋 土

小 計

H SD14南半 埋」i 428

H SD14 里 上

Hl ]D14 埋 土 (Nol)

Hl SD14 埋土 (No2) 327

I 3D14ベルト ・E土 998

卜計

SD17 東 半 埋 Ji下位 137

137

H2 SD18 埋土 中位

244

N SD19 埋 ± 1屈

小討

N 3D20 埋 ±2層 1877

1877

H SD23東半 埋土 中位

H SD23西 iト 埋土中位

II SD別 埋±1懲

小計

H 3D25東半 里土上位

H 3D25 里土下位

H 埋±4層 (Nol)

H l■ 上4層 (No2) 1707

H SD25 埋±3層 (lNlo3)

H SD25 哩±3層 (No l) 255

■ SD25 里±3層 (N蒟 )

刀ヽ wl

L ,D27 igJ色 土

L SD27 里土下位

小訂 2117

T区 上 484
/1ヽ 言「

51 R3 SD30～ 33 土直上 3181

´ヽこ

3 SD31南イ則 士

小計 |

SD32南側 土

755

54 SD33 土 257

SD33南側 土 171

小 計

H31SD34 南半 ±1層

-72-



No 区 出土地■ 層   位 重電10)

57 K 3D34西 端 旺付近辰面

SD34 埋±2層

SD34 埋上2層 (llo 14)

SD34 埋 J12層 ～底面 1161

SD34前イ則 埋上2層 9110

SD34南側 埋±2層～底面 5217

SD34南 端トレンチ 里±2層 ～底面 10444

SD34商 lHI 理±2屑 11536

SD34南側 浩 ? 691

3D34中央 足十二屑 4724

,D34 べ,レ トB 理± 1層 6065

3D34中央 埋±2層 1,2152

SD34中 央 埋±2層 ～底面 21658

3D34べ ,レ トB 埋±2層 ～底面 12080

SD34 底面 1,1268

SD34 底面 (blo l)

SD34 !面 (blo2) 806

SD34 氏面 (No4)

SD34 底面 (沌5)

SD34 喪面 (No6)

3D3J 氏面 (lNlo7)

SD34 底面 (No 0)

79 SD3判 底面 (No )

80 Ql SD34 質面 (blo 2) 1893

O] 5D34 底面 (No 3) と443

82 ;D割 埋上3屑 490C

83 ,D34 埋±3属

84 SD34 埋±1層 4228

SD34市側トレンチ 埋 土 t,60Z t

Q2 SD34】ヒlFJ I里 +1厚 121238

02 ]D34ゴヒ狽1 里± 1層 下位 771

〕D34】 ヒ‖J 里±1層 下位 2,016(

3D34北端 里±2層 上位 34751

Dヽ34Jヒ イ則 埋±2層 3075

SD34 Jヒ 側 里±2層 ～底面 12.5674

@2 SD34 卜C 埋± 1層 1071

93 Q2 Dヽ34べ ,レ トC l■ ±2層 ～底面 133091

02 3D34】 し側トレンテ 里士 3016(

SD34 】ヒlH‖ 底 面 1

SD34北端利近 里± 1層 16012

3D34Jヒ坊等 埋±2層 上位 41382

SD34 Jヒ
'柿

埋±2届 ～底面 5,2101

02 SD34中 央 埋±2層 ～底面 60502

S SD34 埋「ヒ 6789

S SD34 埋 上 695

86,7793

102 SD35】 ヒlHl 里土 卜位 (砂礫 lel) 5074

103 3D35'〈 lHl 理土 上lNl 28972

104 @2 SD35東側 埋上下位 (砂礫層) 83876

105 Q2 SD35東側 埋上下位 (砂礫層 ) 41204

106 Q2 3D35東側トレンチ 埋 土 127Э 3

02 SD35 埋±1周 上位

SD35中 央 J4± 1層 34923

SD35中 央 壁上下位 砂 傑屑 )

SD35西 側 埋± 1層 57754

02 SD35西壁断面 埋±3層 704

Q2 SD35西 側トレンチ 埋 上 77758

Q2 ]D35ベルトH南佃| 埋 土

02 SD35ベルトH筒側埋 土 32627

SD35べ ,レ トH 埋上3層 (黒 色土 ) 142121

卜H 埋±1層 (黒 tBJ土 ) 22174

117 SD35 べ,レ トH 埋土中位 4614

@2 3D35ベルトH 埋上下位 (砂礫層) 76172

119 Q2 3D35柱桐近 虞両 2041

58358(

120 02 SD36 埋土 I層 1,3813

SD36南側 埋上1層 949E

3D36南側 埋±1層下位～底面 4101

3D36中央 埋±1日下位～底面 7537

02 SD36「 卜央 埋上～下位 138E

Q2 SD36 躍±1層 13122

Q2 3D36Jヒ側 埋tl層下位～底面 7811

02 SD36べ ,レ ト 唾 土 4094

SD36前側トレンチ 理 土 12426

SD36北 1則 トレンチ 埋 土 と0235

SD36中 央トレンチ 里土 3359

8,7381

Q2 SD37 ■土

132 H3 SD4コ 里上 1層

INlo 出土地点 層   位 室量 lo)

合 ;| 1717302

M区
rwu 区 出土地点 層  位 重量(富〕

l M M区 検出面 (Ⅲ 層 ) 137

合討 137

Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡

道路状遺構 (SX)
No 区 出土地点 層  位 重号イ

1 02 SX01 埋 土 1540

2 @2 sxol べ,レ ト 埋 土 777

3 Q2 SX01 前端 埋 上 222

4 Q2 3X01 l・ EfL

合 Hl 3207

N区
lNlo 区 出土地点 層   位 重量 (宜 I

1 N N区 皿層 76S

2 N N区 中央 資出 ID

3 N N区 西側

合ヨ| 953

H区
hlo 区 出土地点 層  位 重詈

`

1 H 1区 北41

2 1医  落 ち込み

O区
lWo 区 出土地点 層   位 重ittg

1 O O区  南端 黒褐土層 16809

2 O Э区 南端 Ⅱ層単褐土 7245

合訂 24054

H3区
IX 出土地点 層   位 重量 (ゴ

1 王3区 表採

2 H3区 検出面 (Ⅲ a層 )

合ユ|

Ql区
配 区 出土地点 層  位 重量 lFI

1 Qユ QllX [b層下位

2 Ol Эl区 南側 Ⅱ層 (4同 目 13522

3 01 Эl区 南側 Ⅱ層 (6回 目

4 Q] Ql区 南側 Ⅱ層 (7]目 11695〔

5 Q Эl区 南■1 Ⅱ層 (8□ 日 1357

6 01 Э 医 南 4貝 1 ■層 (4回 目 118766

7 O] Q 区 南側 Ⅱ瞬 (4回 目 1,1024

8 Ql 区 南狽J Ⅱ層 (5回 日 3037(

9 区 南側 r層

区 南狽‖ [b層 991(

1] 1猛 南狽1 fb層下位 2722(

12 区 南根J Ⅱ層 _L位 1267〔

区 南役」 Ⅱ層上位 (2回 日) 1,1237

14 区 南側 Ⅱ膳上位 1301〔

15 区 南 lHl Ⅱ層上位 (2回 日) 9836

区 南側 Ⅱ層 (2回 日) 1,2501

17 区 南側 Ⅱ層 (3団 日) 3,790〔

Qユ 区沢跡
南東側

埋± 1層 1104(

Q]
Ql区 沢跡

南東側
埋±2層 9245

QI
⊇1区沢跡
葛東側

埋±2層 3143]

Ql ⊇1区 中央 表土 247

Ql Эl区 中 央 とb層 3147(

O〕 Эl区 中央 Ib層 下位 2760〔

@1 01区 中央 Ⅱ層 (6回 日) 1.483〔

Ql 01区 中央 Ⅱ層 (7回 目) 3250モ

01 91区 中 央 Ⅱ層上位 812(

O] Эl区 中央 工悟 (2回 目 1,387モ

Ql Ωl区 中央 I層 (3回 目 20654

01 Эl区 中央 Ⅱ層 (4回 目 2250「

01 Эl区 中央 工層 (5回 目 2.152(

Ql 01区 耳ヒ側 Ib層 192【

32 Ql Ωl区 耳ヒ側 Ib屑 下位 852〔

01 Эl歴【 】ヒ狽1 Ⅱ層 (4回 目 1002(

01 Эl区 Jヒ側 Ⅱ層 (5 EI目 25257

01区 ゴヒ側 Ⅱ層 (6回 目 629[

36 01 Эlじ三】ヒ狽1 Ⅱ腰 (7回 目 8802(

37 01 ЭlFX Jヒ 4貝 J I層上位 8867

38 Ωl区 】ヒ狽1 I厨 (2回 日) 12895

39 ⊇1区 】ヒ側 I展 (3回 目 ) 4789

Эl区沢P亦 引ヒ側 埋± 1眉 21421

Эl区沢跡 Jヒ側 埋±2層 ―底面 2,9552

Ωl区沢跡 Jヒ側 埋上3層 (砂 ) 14625

43 Эl医沢跡 引ヒ柑1 喪面 1662

Ql区沢跡
北東側

埋±1層 9228

45 Ql
Ql区沢跡
北東狽1

埋±2層 1,5423

46 Ql
Ql区沢跡

北束 lal

埋±2層 21823

47 01 Эl区 東側 表土 5275

48 @1 Эl区沢跡 東側 埋土 l層 1,5569

49 Ql Эl区 排土 3192

合 尉 908897

H4区
No 区 出土地点 層  位 重量 (Fr

I I14 H4区 落ち込み 177

2 H4 H4区 落 ち込み

合 ll

I区

血 区 出土地点 層  位
=景

イど

1 I区 I層盛 土

I区 Ⅱ膳黒掲色上層

3 包含層 暗掲色土層

4 2含層 西ベルト黒褐色上層 407

5 包含層 華色土層

6 包含層 南ベルト 黒褐色土層

7 包合層 】ヒベルト 黒褐色 Jを層 5875

8 包含層 束ベル ト 黒褐色土層

9 包含層 黒褐色上層 3354

10 髄含層 南京都 上位-10cm 7093

包含肩 南東部 謡TgJ色土層 l

包含層 南束部 黒褐色上層 5604

包含層 Jヒ東部 上位

包合層 Jヒ束部 黒色土用 12141

包含能 Jヒ東部 上位 (Nol) 11867

包含層 ゴヒ東部 上位 (No2) 587(

17 包含層 】ヒ西部 下 lII 10744

包含層 Jヒ西部 要褐 色土 lFe 990〔

I区 排土 5

杭 乱 水用の排水溝跡 5

合 耐 83437

」区

No 区 出土地点 層  位 竜畳イQ

1 T区 喪土

合計 80(

K区
� 区 出土地点 層   位

1 K K区  東側 黒褐色土層 496て

2 K K区  西側 黒褐色土層 637廷

3 K K区  西端 表土

4 K K区  西端 雫褐色土層 3ξ

合討 12052

L区
配 区 出土地点 層  位 亙量

`』
1 L し区 表土

2 L し区落ち込み 黒掲色土

3 L し区束 yI・ I層

含Hl
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Rl

2 出土遺物

区

Q2区
No 区 出土地点 層   位 重量

`ビ1 &2区南端 表土 1890

2 02 B区南端 Ⅱ)膏

3 Q2 02区 中央 :層 ～底 血 10737
4 02 ⊇2区中央 Ⅱ層 7589

5 @2 ど区中央 Ⅱ層

6 Q2 砂2区引ヒ側 表土 (SD34上 位 ) 25662

合計 4889こ

その他
No 区 出土地点 層   位 重量イビ

1 下げ 不 明

合計

総 合計 32017名 9

No 区 出土地点 層   位 重景
`

1 Rl区 表土 139

2 Rl区東端 I層 1,0002

3 Rl Rl区 昨土

合計 10264

遺構種別ごと

No 遺 梅 名
量

，

重

く

率

，％

比

く

1 竪穴住居跡 (SI) 001%
柱 穴 (P) 062%
土坑 非戸跡 (SK) l15227 360%

4 滞跡 (SD) 1717302 5364%
5 道路状遺構 (SX) 3207 010%
6 H区 1564 005%
7 I区 83437 261%

」区 809 003%
9 K区 1,2052 038%

L区 001%
11 M区 137 000%
12 N区 953 003%
13 0区 24054 075%
14 Q区 95,7790 2991%

R区 32627 102%
S区 1939 006%

17 トレンチ 229361 716%
不明 656 002%

総合 Hl 3201779 10000%

Rl.5区
hlo 区 出土地点 層  位 重量 lFfl

1 RI R15区 I層 16501

合Hl 16501

R2区
hlo 出土地点 層  位 重置 (ゴ

l R2区東 [層 70
2 R2区 中央 I層 1702

3 R2区西 I層 3550

合討 5322

R3区
No 区 出土地 H 層   位 重量 (Ftl

l R3 R3区中央 ■層

合計 540

S区
llo 区 出土地 百 層   位 重量倒

1 S S区東側 Iナ宵 1939

合計 1939

トレンチ
No 区 出土地点 FEl  位 重量 (ゴ

1 I T24 [層

2 N T30 土 527

3 n層
4 r36 Ⅱ層

5 H T40 Ic層 耕作上

6 H Ic層 暗褐土 207
7 H Γ42 Ic層 暗褐土

8 H Ic層暗褐土

9 H Ic層 曙褐土

Ql I層 23715
11 01 工層 29269
12 @1 4001

Ql 零褐色土層 10819
01 Γ58 工層 1205〔

15 01 「58 I層 5,990(

16 T59 黒褐土 1921

17 T60 黒掲土 2261

r88 と269[
19 T89 Ⅱ層

Rl T90 797

I～ I層 293
O D区南側トレンチ 黒 tgl上層 1,1731

O D区南辺 トレンチ 黒褐土層 23773
O Э区 トレンチ 黒褐土層 10282
01 1区 トレンチ 4121

Ql !区南側 トレンチ 4713

Ql 01区 】ヒlSIト レンチ 3227

@2 D2区 南綱|ト レンチ 表土 7988

02 を区 トレンチ 表土 1594

R3区 トレンチ 表土～黒褐土 2084

合計 229361
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2 出土遺物

第 12表  かわ らけ観察表
(推定値)(残存値 )

-76-



第12表  かわらけ観察表

Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡

(推 定値)(残存値〉

級密である。 2:細礫 を含まず砂粒を含む。 3:細礫 砂粒を性かに含む。 4:細礫 砂粒 を含む。
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2 出土遺物

第 13表  国産陶器観察表
(推定値)(残存値〉

埋±1層 下位

南側 トレンチ
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第刊4表 中国産陶磁器観察表

Ⅳ 南 日詰小路口 I遺跡

(推定値)(残 存値〉

区域之 出土地点 屑  位 種  別 器   種 分  類 部  位 覺
０

備 考 時  期 帥
沌

碑
配No 底 径 器 高

SD04 東 lRl I層 褐栞由旬器 一璽 日縁 部 117) (23) 12tピ希じ

402 02 SD35 西端 トレンチ 褐釉陶器 率 体をL t2刊 L*と

I SK22 西半 埋 土 中位 白磁 皿 Ⅳ 類 口縁 部 12L紀後半

SD16 廣面 (N諺 ) 白磁 一⊆ 口縁 部 (54) 21 12世紀後半 70 56

SD34 南側 白磁 四耳五 Ⅱ系 体部 145 1別紀後半

Ql SD34 南 側

'里

±2層 白磁 四耳野 Ⅲヌ 体 IH` 135 12世 紀後半 56

01 SD34 南側 埋 ± 2層 日 隔 四耳帯 体 部 1241紀後半 56

0 SD34 中央 哩± 2層 自磁 四 LI貢 Ⅲ丼 日縁部 (120) (56〉 121H紳後| 56

SD34 南側 理±2層 白励 流  を1花文 V類 日緑部～体all 77 12世 紀 56

SD34 ミ́,レ 卜C 理上 2層 ～底 向 白磁 四耳菫 皿系 日縁部 (132) (32) 12 HI紀 後半 56

SD34 ベルト 卑 +2層 ～底面 白穂 四耳壷 Ⅲ系 口縁部 12世 紀後半 70 56

02 SD34 】ヒウ品 埋±2層 上位 白磁 四耳壺 Ⅲ系 イ】ミを【 12世 紀後半 56

Q2 SD34 ′ミ,レ ト 毘 fL2層 ～底面 白磁 四耳爺 Ⅲ系 体音悟 12世紀後半 70

02 SD34 ベルト 埋±2層～底面 白磁 小帯 馨 88 12世紀前半

3D35 東 l「 ! 埋土 下位 (砂礫 局 ) 自磁 四4壼 Ⅲ糸 体部 1049 12世IF後半

I I区 中央 Ic層 (暗灰色 ) 白磁 四耳帯 皿系 体音低 12世紀後半 70

K K区  東側 黒色上層 白磁 四耳壺 Ⅲ系 体 部 177 12世紀後半

O O区 南端部 Iイ里褐土 ) 白磁 壷 広東系 Ⅱ系 日縁部～底凱 i余継ざ、底面圧痕 12世紀前半

01 01区 商 側 Ib層 白磁 四耳こ Ⅲ系 休 部 12世紀後半

420 Ql 爵D鉗  南 lel 埋上2層 白磁 四耳董 I身 体言ト 12世紀後半 70

01 @ 区 南側 Ⅱ層 (6回 日) 白磁 防 広東系 Ⅱ系 IINを L 12世紀前半

⑥ 区 北端 T58 自fF 重 水注 Ⅲ糸 日縁都 (25) 21:押 70

Q 区 中央 Ib屠 白磁 四耳市 Ⅲ系 体 部 86 12世紀後半

⑥ 区 中央 Ib層 下位 白磁 壷 水注 Ⅱ系 日縁 部 (104) ) 12世紀

Q 区 沢跡 埋 ±1屠 白磁 四耳壷 Ⅲ系 ・fAHrБ 12世紀後半 70

0 区 Ib層 下位 白確 皿 Ⅳ類 日縁訂∫～lp謝 19) 107 12世紀後半

427 Q2 02区 北ベル ト 自磁 壷 水注 lll系 日縁 部 12世紀

02 SD34 中央 2層～底面 背 絃 硫 体部～底∃ 』1花文 龍泉窯 12世紀後半

02 SD34 Jヒ ■1
j■±1膳 青 磁 碗 体 部 ど1花文 2世紀 70

QJZ Ib層 下位 青 白磁 体 部 12世紀

SD34 卜C 埋 上2層 ～底 血 褐釉陶器 十亜 胴 部 12世紀

H SD24 盟 ±1用 (Ne10) 白権 腕 Ⅳ VⅧ 頬 体 部 12世紀後半

SD29 埋土下位 白磁 四耳こ Ⅲ系 休 Ж 12世紀後半

SD34 JLイ則 I屑 上位 白磁 四耳壼 Ⅲ系 体 部 12世紀後半

02 SD34 】ヒ側 埋±1層 白磁 帯  広支系 休 部 12世紀前半

02 SD34 北側 埋 土 l屏 白磁 四 EI重 Ⅲ糸 体部 2世紀後半

02 SD34 引ヒ■1 埋±2層 ～底面 白諺 市 フK注 Ⅲ系 体 都 12世紀

SD34 引ヒ狽‖ 埋」t2層～底山 白悔 四耳電 Ⅲ系 体都 7 2世紀後半

SD34 Jヒ 狽‖ 白磁 四耳壷 Ⅲ系 体 音Б 12世紀後半

SD34 Jヒ 狽」 埋±2層 ～底面 白磁 四耳壼 Ⅲ系 体部 12世紀後

SD34 】ヒ狽」 [層 自磁 碗 V Ⅷ類 体青Б 12世紀

SD34 [層 白磁 口縁 12世紀

02 SD34 】ヒ側 F上 自磁 四】重 Ⅲ糸 体部 12世紀後半

02 SD34 北端 埋±2屡～底面 白磁 四耳市 Ⅲ 系 休 部 12世紀後半

02 卜C 臼磁 四耳杢 Ⅲ系 体部 21H紀 後半

SD34 Jヒ 狽‖ トレンチ 白磁 四耳壷 Hl系 体音Б 12世紀後半

SD34 引ヒ狽1 トレンチ 白磁 四耳壷 Ⅲ系 体部 12世紀後半

SD34 南llJ トレンチ 白磁 四耳壺 Ш系 体言Б 121H紀後半

SD34 1覇 ‖」 トレンチ 白磁 四耳壺 Ⅲ系 休をК 12世紀後半

弓D35 埋± 1層 白磁 四耳重 Ⅲ糸 12世紀後半

02 SD35 南側 lqj± 1屑 白磁 四耳市 Ⅲ 系 体 部 12世紀後半

02 SD35 】ヒ側 トレンチ 自磁 碗 Ⅳ系 ? 体部 21H紀

02 SD35 ′ミルト 埋±3層 (黒色土 ) 白磁 続 Ⅳ V Ⅷ類 サ蔓著Ъ 12L‐i」 後半

02 SD35 ′ミ,レ ト 埋上3層 (黒 色土 ) 白磁 四耳重 lll系 体部 142 12世紀後半

T43 白協 一璽 体音Б 12世紀

OJX 南 側 Ⅱ屡 (6回 目) 白磁 碗 WI類 口縁部 12第 4円 半期

0 区 常イ買1 Ib層 白磁 碗 Ⅳ V Ⅷ類 体部 12世紀後半

01区 中 央 工層 (7回 目) 白磁 帝  広丈系 休 部 12世紀前ヤ

02区  南側 表 土 自確 碗 Ⅳ～ V類 体部～底割 12世紀

Q2区  中文 2層 ～底面 白励 四耳
=

Ⅲ系 イベきЪ 12世紀後半

02 02区  中央 I圏 自磁 円耳壺 Ⅲ系 体 部 21H‐IP後半

02 Q2区  Jヒ側 T層 白磁 四耳市 Ⅲ系 体 部 12世紀後半

02 02区  引ヒ狽1 トレンチ 白磁 四耳壺 Ⅲ系 体 部 12世紀後

R 区 束端 Ⅱ層 白磁 四耳壷 Ⅲ系 ヤド苦Б 12世紀後半

R15 R15区 I層 白磁 四耳壺 Ⅲ系 休 部 12世紀後半

RI R 阪 ll十 土 自磁 12E Ⅳ V Ⅷ類 体部 12世紀後半

S 埋 土 白磁 体 部 12世紀前半

I区他含層 北東部 青確 碗 帝Ξ泉窯 体都～底部 12世 紀後半

N N区 ・Ltl側 Ⅱ暇上面 青磁 税 底 部 花泉窯 12世 紀

SD34 引ヒ釈! 埋 上 1層 青磁 碗 体 部 8 21H紀

I SD07 西側 埋 十 ヒ位 青白磁 乖イ梅瓶Ⅲ 体 部 12世紀後半

01 SD34 べ,レ トE 埋 ±2層 ～底 山 青白確 碗 体 部 12世紀後半

Q2 SD34 べ,レ ト 青白確 一霊 体言Б 121H紀後半

02 SD34 ′ミ,レ トC 埋±2層 ～底面 青白磁 皿 休 蔀 12世紀後半

Q2 SD34 ベルトC 埋 ±2層 ～底面 青白磁 碗 体 音ト 12世紀

02 SD36 ベルト 埋 土 奇白磁 硫 仏 部 12世紀後半

K K区 西 側 黒色土層 青自確 碗 体部 2世紀

Ql区  南側 Ib層 苦白磁 梅,lFt 体 部 12世紀後半

01区  南側 Ⅱ層 (4回 目) 背白磁 碗 体 部 2世紀

!3FX トレンチ I層 青白磁 碗 体部～底 pl 12世紀
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2 出土遺物

第 15表  中世の陶磁器観察表

第16表 近世 。近代の陶磁器観察表

第17表  石製品観察表

第刊8表 金属製品観察表

融
血

区域名 出土地点 層  位 器種 部位 分  類
計測値(cm) 重量

(gl
備考 時  期 剛

沌
翻
ｈ口径 底径 器高

I SD07 東側 埋 土 L位 鉢 体 部 餐器系 陶器 升豆沼産 東北地方産 13～ 14世紀後

452 Ql Ql区 中 央 Ib層 碗 嘆部 青磁 645 E/7R窯 14～ 15世紀 15世紀前半

O O区 南端部 Ⅱ層 盤 口縁 青磁 14～ 15世紀 14世紀前半

R3 SD29 埋 土上位 碗 体部 青磁 14～ 15世紀

(推定値)(残存値〉

(推定値)(残存値〉

(推定値)(残存値〉

(推定値)(残存値 )

爾
ｈ

区域名 出土地点 層 位 器 種 種 別 産 地
計測値lcm) 軽

①
色  調 胎  土 備  考 時 期

口径 底径 器高 No hlo

1 SD07 中央 埋±1層 鉢 P 陶 器 不 明 527 灰 色 灰Th 19世紀 頃 P 57

H4 SD24 埋 ±1層 (hlo12) 片口鉢 陶 器 平清水 (128) 鈍い責橙 灰釉 P 見込みに日の跡 江戸後期 57

H5 SD24 埋± 1層 (Nol) 指鉢 陶 器 不 明 鈍い黄橙 な し おろ し日粗い 江戸後期?

H6 SK21 埋±1層 (31ol) 碗 磁 器 声 明 (34) 白色 型紙昂1 明治 ? 7

H7 SK21 埋± 1層 (N諺 ) HllP 磁 器 不 明 白色 染付 江戸後期P 7

H8 SK31 東半 埋土l層 碗 ? 磁器 ? 不 明 鈍い黄橙 灰 釉 ? 甥治? 7

I SD07 西側 埋土上位 湯呑 磁 器 不 甥 (68) 白色 上絵付 赤色使用 20世紀 7

508 H4 SD2_4 埋± 1層 Noll) 碗 磁 器 不明 白色 柴付 明治 ? 7

H5 SD24 埋±1層 lWo5) 碗 磁 器 瀬 戸 676 白色 染 付 明治 7

H6 SD24 埋土l層 No9) 小碗 磁 器 不 明 555 自色 銅版 1」 P プリント? 明 治 ? 71

H7 SD24 埋± 3層 No20) 皿 磁 器 llH戸 白色 染付 型お こ し皿 19世紀中頃

H8 SD24 埋± 1層 N016) fll徳 利 磁器 不 明 白色 今ll片反婦‖? 明治? 71

H9 SD24 埋±1層 卜b7) 火入れ 磁 器 瀬 戸 (111) 2080 白色 染刊 砂目 明 治 71

H3 H3区 I層 皿 磁 器 瀬 戸 (148) 2490 自色 染付 18世紀 71

融
血

区域名 出土地点 層  位 器種
計測値 (cm) 襲

①
石  材 産  地 時 代 備  考 酌

血
鋼
血長 さ 厚 さ

I 埋土上位 砥 石 (1265) 285 2183 石央安山岩 奥羽 山脈 新生代新第三紀 4面使用P

I 埋土上位 砥 る (955) 6713 石英安 山岩 奥羽山刃R 新生代新第二紀 4面使用

603 I SD04 東側 埋±1層 碁 石 頁岩 奥羽山脈 新生代新第三紀 球状 に成形 72

604 M SD08 西半 埋 土 砥 石 石英安山岩 奥羽山脈 新■代新 第三紀

605 H3 SD40 埋 ±1層 硯 凝灰岩 奥羽山脈 新生代新第三紀 一端を欠損

帥
配

区域名 出土地点 層  位 製品名
計測値(cm) 襲

①
備 考 剛

ｈ
翻
ｈ長   さ 幅 厚 さ

H SK32 木枠 内 埋 土 鉄釘 断面方形

I Pl12 埋土上flr 寛永通費 タト径193X197 内径058× 055 外縁部欠損 新寛永、初鋳年1697～ 2

N SK20 埋 土 嘉祐通貨 タトイ垂236X235 内径07X075 012 裏面、外内郭無、蒙書
初鋳年1056(北宋)、 裏面摩波著 し▼

Q2 3D36 西端 埋上 上位 皇宋通費 タト径203× 207 内径06X06 外縁を欠く裏郭無、真書、
初鋳年1038(北宋)

H2 H2区 [c層 寛永通費 クト絶曇250× 250 内径 外縁内部明瞭 古寛永、初鋳年1636～

Ql 3D34 南倒 埋±2層 鍛冶津
磁着有り(反能小)、 炉壁に鉄津が付着、
炉壁部分わずかに反能有
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第19表  木製品観察表

第20表  土製品観察表

第21表  動物遺体観察表

麟
配

区Ik名 di土地点 層   位 器  iI
計測値 (cm)

樹  種 備  考 剛
配

弊
聴長 さ 厚 さ

I !里 :[4)研 部 朝 72 アスナロ 12世紀

SD34 底面 (rN1017) 漆器椀 ケヤキ 内外面黒漆 12世紀

Ql SD34 底面 (lNlo 19) 漆器椀 (160) (74) (57) ケヤキ 内外面黒漆 12世紀

704 Q2 SD34ゴヒ側 底 lH~ 漆器椀 (74) (31) ケヤキ 内外面畢漆 12世紀

705 SD34中 央 埋±2層 ～底面 曲物若 (199) アスナロ 開穴欠損 ? 12世紀

706 SD34 底面 (blo20) 曲物蓋 ? (318) (131) 12 アスナロ 桶 樽の類 12世紀

Q SD34 埋±3層 曲物 (底 板 ) (121) 09 アスナロ 曲物の底板 12世紀 73

Q SD34】しイ則 底 面 曲物蓋 P 13 ス ギ 12世紀

Q SD34 底面No21 折敷 ? アスナロ 121世紀 密

SD34べ ,レ トC 埋±2層 ～底面 杓子 (171) ス ギ 柄の部分を欠 く 12陛紀 74

Q2 SD34べ ,レ トC 埋±2屑 ～底面 下駄 (前 ) アスチロ
差歯の歯 (接 地面が嬉

り減っている)

12世紀 74

SD34ベルトC 埋±2層 ～底面 (149) ス ギ 下部 を欠 く 121L紀

Q2 SD34Jヒ lFJ 底面 形代 ヒノキ属 一端が尖る 12世紀

Q2 SD35べ ,レ トH 埋上下位 (砂礫層 ) 曲物 (底 板 ) (280, (111) 12世 紀

Q2 SD35ベ ル トH南側 埋上 し位 折敷 ? (116) (73) ス ギ 12世紀

SD35べ ,レ トH 埋土下位 (砂礫層 ) ちゅう木 ス ギ 片alに 面取 り有 り 12世紀

Q2 SD35ベルトH 埋上下位 (砂礫層 ) 漆塗り板羽 (2点 ) 165 (27) 片面に黒漆 12世紀 密

Q2 SD35′ミ
'レ

トH 埋土下位 (砂礫層 ) 漆塗り板材 (2点 ) (31) アスナロ 片面 に黒漆 12世紀

Q2 SD35 埋上下位 (砂礫層 ) 柱根 (1058)
マツ属

復維管束亜属

Lh面人角形
一端面取 り

12世紀

SD39北ベ ル ト 埋±2層 ～底面 部材 ? ス ギ 両端凸部 12世紀

720 Q2 T88 底面 ? 苦Lおオ ス ギ 両端凸部 12世紀 61

L 配
ＳＤ２

南側落 ち込み
I層 漆器椀 (62) (57) ケヤキ 内外面黒漆 12世紀

T56 Ⅱ層 不 明 (101) ス ギ 両端を欠く、片面に刻日 12世紀

H2 SD17 埋 ±2層 (血 17) 杭
マツFFj

複維借束亜属
一端が尖 る 近 世 61

724 H2 SD17 埋±2層 (N認 ) 杭 φ47 モ ク レン属 一端が尖る 近 世

725 H2 SD17 埋±2層 (No5) 杭 1335 モ クレン属 一端が尖 る 近 世 61

726 H2 SD17 埋±2層 佃誼 ) 杭 1215 モクレン属 近 世

727 H2 SD17 埋 ±2屑 (blo l) 樺蓋 ? 11 ヒノキ属 樽の蓋?栓 の穴? 近 世 77

728 H4 SD24 埋上2層 (blo] 漆器椀 ブナ属 内面赤漆、外面黒漆 近 世 77

729 H4 SD24 埋±2層 (聴23 漆器椀 ブナ属 内面赤漆、外面黒漆 近 世 77

H4 SD24 理±2層 (No24 漆器枕 ブナ属 内面赤漆、外面黒漆 近 世 77

H4 SD24 埋±2層 llo2 漆器椀 (40) ブナ属 内面赤添、外面赤漆 近 世 77

H4 SD24 埋±2層 (No40) 桶樽の側板 ス ギ 桶 樽の側板 近 世 77

733 H4 SD24 埋 ±2層 hlo31) 把手 47 14 ス ギ 釣瓶 ? 近 世 77

734 SD24 埋± 1層 配32) 棒状 206 アスナロ 一端が尖る 近 世

735 SD24 埋±2層 (blo41) 杭 1241 73 モ ク レン属 一端が尖る 近 世

736 SK32 埋±2層 (No2) 漆 1莫

H3 SK32 埋±2層 (Nol) 漆 1莫

※容器は日径 底径 器高 を示す。

Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡

(推定値)(残存値〉

(推定値)(残存値〉

掲載 blo 区域 名 出土地点 居  位 器  種
計 測 値 lcm)

重量 (g) 胎  土 図版 hlo 写 図No
長 さ 厚 さ

Q2 SK28 埋土上位 土壁 (90) と637 褐色

Q3 SK28 埋土上位 土壁 (55) 橙色

Q4 SK28 埋土上位 土 壁 (47) 橙色

804 @1 SD35 西側 トレンチ 埋 土 土 壁 (70) (60) 褐 色

805 Q2 SD35 西側 トレンチ 埋 上 羽 日 213 スサ入 る

806 O 0区 南辺 トレンチ 黒褐色土 円盤状土 kl品 砂粒 を含む

掲載No 区域名 出土地 ヽ 層  位 種   名 部 位 左右  数 近 遠 焼  骨 重量 (g) 備  考 図版 lNlo 写図No

H3 SK32 埋±2層 不 明 不 明 ○ 魚類 63

H3 SK32 埋±2層 (炭 化物 ) 不 明 桂骨(腹椎 ) ○ 魚類

903 Q2 SD36 ベル ト 埋 土 ウ マ 臼歯片 63

Ql T58 北端 Ⅱ層 不 明 不 明 大型哺乳類 63
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2 出土遺物

第22表 植物遺体観察表 (推定値)(残存値〉

掲載No 区域名 出土地点 層  位 種  名 重 量 lgl 備  考 図版hlo 写図No

I SD07 底面 ク,レ ミP

H SD17 埋土中位 マツボックリ

953 H2 SD17 (No14) モ モ

Qユ SD34 南側 埋±2層～底面 モ モ 分析27g  l

Qユ SD34 底面Ю3(No19)内の土 不明小 さい もの 分析  - 5
Ql SD34 底面703(No19)内 の上 不明小 さいもの 分析  - 5

957 Q2 SD34 ゴヒ狽」 坦±2層～底面 クルミ 分析5 1g l
958 Q2 SD35 南側 埋±1層 クル ミ

Q2 SD35 べ,レ トH 埋±3層 ク,レ ミ

Q2 P235 クフレミ

I SK06 東半 埋±3層 モ モ

H3 SK32 西側 埋±2層 (炭化材)上位 モ モ 分析08g l
I SD04 埋± 1層 モ モ

I SD04 東側 埋± 1層 モ モ

I SD07 底面 モ モ

H SD17 埋土中位 モ モ 152

H4 SD24 埋±2～ 3層 不 明

Ql SD34 底面703(血19)内の土 不明小 さいもの

Q2 SD34 Jヒ狽! 埋±2層～底面 モ モ

Q2 SD34 北側 埋±2層～底面 クルミ

Q2 SD34 北ベル ト 埋 土 層 クルミ

Q2 SD35 南 狽」 埋 土 層 クル ミ

Q2 SD35 南側 埋 土 層 クルミ

Q2 SD35 べ,レ トH 埋 土 層 クル ミ

Q2 SD35 べ,レ トH 坦上下位 (砂礫層) クル ミ

Q2 SX01 rミ ,レ ト クルミ

H T43 Ic層 モ モ

Ql Ql区 南側 Ⅱ層 (5回 目) モ モ

Ql Ql区 北側 I層 (7回 目) クル ミ

Ql T58 北端 Ⅱ層 モ モ

Ql T58 ヨヒ端 Ⅱ層 モ モ

Ql T58 Ⅱ層 クルミ

Ql T58 Ⅱ層 モ モ

Ql Ql区 排 土 クル ミ

Q2 T58 Ⅱ層 モ モ
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1区 ピット④断面図

P068   Po69
A  L‐ 924m A' B

P097・ 098
L‐924m

P109
L‐924m げ

一
D

P068
l ЮYR2//3 黒褐色

P069
1 10YR2/3 黒褐色

C L‐924m
――      P106

P105
1 lllYR2/3 黒褐色
2 10YR2/3 黒幅色

3 10YR2/3 黒褐色

P106
1 10YR2/3 黒褐色
2 10YR2/3 黒褐色

3 10YR2/3 黒褐色
4 10YR2洛  黒褐色

ンルト

ンルト

しまり密

しまり密

P097 P098
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密
2 10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまり密

黄褐色砂ブロック (3～5cm)50%含む。
3 10YR2ん  黒褐色 シル ト しまり密

黄褐色砂ブロック (3～5cm)5%含 む。

P109
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密

炭化物粒 1%含む。
2 10YR3れ  暗褐色 砂  しまりやや疎

礫 (φ 2～ 3むm)5%含む。
砂ブロック (φ 2～3cm)30%含 む。

砂 しまり密
シルト しまり密
シルト しまり密 酸化鉄含む。
粘土質シルト  砂ブロック (φ 2～3cm)10%含む。

密

密

密

密

密

　

　

密

密

密

密

ン

ンヽ

ンヽ
　
　
　
　
　

ンヽ

トン

ンヽ

ンヽ

P105

砂ブロック (φ 5～6cm)50%含む。

砂ブロック (φ 5～6cm)20%含む。

礫 (φ 3～5cm)50%含む。

砂プロック30%含む。

砂ブロック20%含む。

砂ブロック50%含む。

■■…木 ■■…礫

P104

P103
1 10YR2/3 黒褐色
2 10YR2洛  黒褐色

P104
1 10YR3/3 暗掲色
2 10YR2/3 黒掲色
3 10YR2/3 黒掲色
4 10YR2/2 黒褐色

0      1 :40     1rn

(断面図)

卜③o① (1)
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Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡
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密

　

し

し

し

ル

ル

ル

ル

ンヽ
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ト
質

質

質
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ル
土

土
土

土

シ
粘

粘

粘

粘

色

色

色

色

色

褐

褐

褐

褐

褐

里
〔里
【皇
〔里
【里
〔

洛
氾
ん
ん
を

Ｙ

Ｙ

Ｙ

Ｙ

Ｙ

Ｏ

Ю

ｌＯ

Ю

Ю

Ю

Plll
l 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり密 炭化物ブロツク1%含む。
2 10YR2/2 黒褐色 粘土質ンル ト しまり密 黄褐色土粒 (φ l～ 2cm)10%含 む

F  L=92 4m  Pl1 3                          Pl12        FI

Pl12
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり密 砂プロック (φ lcm)5%含 む。
2 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり密 砂ブロック (φ lcm)50%含む。
3 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密 砂ブロック (φ lcm)1%含 む。

７０ＤＳ

００７
◎

■日…木

■卜・礫

0    1 : loo  2m

―

(平面図)

0      1 :40     1m

(断面図)

()SD07Pl

第21図 1区 ピット④(2)
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SK01(I区こ)

SK01
1 10YR2/1 黒色 ンル ト しまり密
2 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

砂プロック (φ 3cm)5%含 む。
3 10YR3/1 黒褐色 粘土質シル ト しまり密

SK02
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密

砂ブロック (φ 5cm)5%含 む。埋め戻 し。
2 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

灰色粘土プロック (φ 2cm)3%
砂プロック (ゅ 2cm)3%含 む。埋め戻 し。

3 10YR17/1 黒色 シル ト しまり密

不縁歩苦丁テ★

`2と

ヱ▼:お挽きで。埋め戻し。
4と

,チ4摯けク聟蹴 橙|ご毛竹登,1妥争し。

SK05 (1区⊆)

SK05
1 10YR2/2 黒掲色 シルト しまり密

礫 (5～ 20cm)多豊 砂プロック (lcm)Ю %含む。
埋め戻し。

SK02 (1区⊆)

L=923m 濯
一

ｒ
一

虎

人

X549ィ

AI
L‐928m

Ia(盛土 )

SK03
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

砂ブロック (φ 2～5cm)5%合 む。埋め戻 し。
2 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

砂ブロック (φ 2～5cm)10%含む。埋め戻 し。
3 ЮYR2/1 黒色 粘土質シル ト しまり密

砂ブロック (φ 2～5cm)30%含む。埋め戻 し。
4き

采踏悪窓
黒色 粘土質シル ト しまりやや疎

Ia(盛土 )

正b(盛土 )

1 :40 lm

Ic(盛土 )一孝

SK04
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト

砂ブロック (φ lcm)10%含む。埋め戻 し。
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト

粘土ブロック (φ l～ 2cm)5%含 む。埋め戻 し。
3 10YR2/2 黒褐色 シル ト

粘土ブロック (ゅ 2～5cm)5% 礫 (φ 5cm)2%含 む。埋め戻 し。
4 10YR2//1 黒色 シル ト しまり密

薄い層状の黄褐色粘土含む。埋め戻 し。

鋳:28[珂  SK01タヤ05

Ib(盛土 )

-94-
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人

〇〇〇∞『Ｉｔ』工‐〉一時

SK06(I区 )

10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密 地山粒20%含む。
10YR5/3 にぶい黄褐色 砂質シル ト しまり密 筋状の酸化鉄含む。
10YR1 7/71 黒色 粘土質シル ト しまりやや疎
10YR4/1 褐灰色 シル ト  砂ブロック80%含む。
10YR4/3 にぶい黄掲色 砂  しまり疎
層状の酸化鉄 黒色土ブロック含む。

L‐928m

SK08
1 10YR17/1 黒色 粘土質ンル ト
2 10YR4/1 褐灰色 粘土質ンル ト

砂少量含む。

0     1 :40    1rn

人

卜∞ω∞『１１は工‐〉．店

しまり密
しまりやや疎

Ia(盛 土 )

色

色
　
色
色
色
灰

里
　ヽ
褐
黒
黒
褐

０７］螂］］］］

Ｋ

Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡

SK07 (I区 こ)

Li92 3m

シル ト しまり密 黄褐色土粒 (φ ～lcm)1%含む。

砂  しまり密 自然堆積。
シル ト しまり密 砂10%含む。自然堆積。
シル ト しまり密 砂20%含む。自然堆積。

粘土 しまり密 砂10% 酸化鉄含む。 自然堆積。

SK09(I区 )

~‖

!!=‐52003

l ЮYR171 黒色 粘土質シル ト しまりやや疎
2 10YR17/1 黒色 粘土質シル ト しまりやや疎

にぶい責褐色粘土ブロック (φ 5～ 10cm)多量含む。
3 10YR3/3 暗褐色 粘土  しまり密
4 10YRク 1 黒色 砂質シル ト しまりやや疎

にぶい責掲色粘土ブロック (φ 3～5cm)5%含 む。
5 10YR4/4 褐色 砂  しまり密

a

Ia(盛土 )

第 29図  SK06～ 09
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SK10(I区 )

V

SK10
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密

砂 黄褐色土ブロック含む。埋め戻 し。
2 10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまり密

黄褐色土プロック 砂含む。埋め戻 し。
3 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密

砂 黄褐色土プロック1層 より少量含む。埋め戻 し。
4 10YR2/3 黒褐色 砂質ンル ト

砂多量含む。埋め戻 し。

SK12(M区 )

SK12
1 10YR/2 黒褐色 シル ト しまり密

黄褐色土粒2%含 む。
2 10YR2/1 黒色 粘土質ンル ト しまり密
3 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト しまり密

褐色粘土プロック (φ 3～5cm)50%含 む。

人

X‐‐520斗

A

SKll(M区 )

ム

人

A   L‐ 92 3m                      A'

SK13
1 10YR2/1 黒色 シルト

黄褐色土プロック (φ l～ 2cm)10%含む。

V

L‐923m

SKll
l 10YR2/3 黒掲色 シル ト しまり密

礫 (5cm)1%含 む。
2 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト しまり密

黄褐色土ブロック (3～ 5cm)Ю%含む。
3 10YR2/1 黒色 粘上 しまり密
4 ЮYR2/1 黒色 粘土 しまりやや疎

黄褐色土プロック10%含 む。
5 10YR5/6 黄掲色 粘土  しまり疎
6 10YR2/3 黒褐色 砂  しまり疎

礫 (5～ 10cm)30%含 む。

SK13(M区 )

卜

人

~‖

|と‐52062 X‐‐520誹

0     1 :40    1m

― ―

 ■■ …礫

第 30図  SK10～ 13
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SK14(M区 )

ム

SK16
1 10YR2/2 黒掲色 粘土  しまり中

亜角礫 (5～ Юcm)3%含 む。
褐鉄の集積が散状 に分布する。

Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡

L=931m

SK17
l ЮYR3/2 黒褐色 シル ト しまり中

炭化物 1%、 礫 (5cm)3%含 む。
2 ЮYR2/3 黒掲色 砂質シル ト しまり中

炭化物 l°/o、 礫 (4～ 10cm)5%含 む。
下位 に褐鉄の集積あ り。

3 10YR3/2 黒褐色 粘上  しまり疎
4 10YR4/4 褐色 粘土 しまり中
5 10YR2ん  黒掲色 砂質シル ト しまり中

礫 (5～ 10cm)3%含 む。

SK16(Hl区 )

ハ

人

X=-520朴

た人
。轟
劇誹

A  L‐ 923m

A  L‐92 2m             A'

1

SK14
1 10YR2/1 黒色 粘土質ンル ト

しまりやや疎 礫 (3～5cm)50%含む。

SK18
1 10YR2/1 黒色  しまり密

褐色粘土ブロック (φ l～2cm)3%含 む。

①

SK15(Hl匠 E)

SK15
1 10YR)3 黒褐色 シル ト しまり中

責掲色プロック 角礫 (10cm)1%含 む。
2 5Y2/1 黒掲色 シル ト しまり中

地山の砂層を壁際に含む。角礫 (5cm)1%含 む。
3 10YR2/3 黒褐色 砂質シル ト しまり中

A   L‐ 92 5m                      A'

Ia(盛土 )

SK19
l ЮYR2/1 黒色 シルト しまり密

地山プロック (2～ 3cm)5%含 む。
2 10YR3/4 暗褐色 粘土質シルト しまり密

砂・粘土ブロック含む。
※掘りすぎのため平面図と断面図が合わない

0     1 140    1m

― ―

  ■■―礫

SK19(N区 )

∞
）め∞『渕に一

Ｅフ‐引

第 31図  SK14～ 19
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SK20(N区 )

A Al

SK20
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密

にぶい黄褐色砂ブロック (3～ 5cm)3%含 む。

SK23
1 10YR4/4 褐色 砂質シル ト しまり密

小礫混入。
2 ЮYR5/6 黄褐色 砂  しま り密
3 10YR3/1 黒掲色 シル ト しまり中

上位に掲色土プロックが入る。炭化物1%含 む。
4 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中
5 10YMノ 1 褐灰色 粘土  しま り中
Ca 10YR5/3 にぶい黄褐色 粘上  しまり中
6b10YR5/3 にぶい責掲色 粘土  しまり中

6a層 に褐色土ブロックが入る。
7 10YR5/8 黄褐色 粘土  しま り中
8 10YR2/2 黒褐色 粘土質ンル ト しまり中
9 10YR2/1 黒色 粘土質ンル ト しまり中
10 10YR3/2 黒掲色 粘土質シル ト しまり中

褐色土ブロックЮ%含む。
11 10YR5//6 黄褐色 砂質粘上  しまり中

暗褐色土Ю%含む。

SK23(H4区 )

い∞Ｏω劇‐ＩＩ』キ‐ｖ．ぼ
人 人

夢

‐‐十中卜∞∞劇＝＞

調査区外

身

A L‐928m ぼ
一

ｒ
一

L‐927m

SK21(H4区 E)

掘 り過ぎ

A  L‐ 927m

SK21
1 10YR2洛  黒褐色 シルト しまり中

褐色土ブロック20%含む、礫 (φ 10cm)、 陶磁器片含む。
2 10YR3/4 暗褐色 粘土 しまり中 褐色土酌%含む。

0    1:40   1m  ★…遺物出土地点

日■■…礫

SK22(H4匝⊆)

A L=925m

SK22
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり密 炭化物1%含 む。
2 10YR3/3 暗掲色 シル ト しまり密 褐色土粒1%含む。
3 10YR3/4 暗掲色 シル ト しまり密
4 10YR3/2 黒褐色 シル ト しまり密
5 10YR3カ  黒褐色 シル ト しまり密
6 10YR5/8 黄褐色 砂質シル ト しまり中
7 10YR6/4 1こ ぶい責橙色 砂質シル ト
8 10YR5/6 黄掲色 砂 にぶい黄褐色砂 (10YR5/4)と の混土
9 10YR5/6 黄褐色 砂
10 10YR5/4 にぶい黄褐色 粘土  黒褐色±5%含 む。

∞卜∞∞飩渕に一‐〉一時

-98-
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SK24(H4区 )

A  L‐ 927m

SK24
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり中

褐色±5%含 む。
2 10YR2/2 黒褐色 ンル ト質粘土  しまり中

SK25

調査区外

旧

∞
ｏ
ｏ
ｏ
『
匙

Ⅳ 南 日詰小路口 I遺跡

地山ブロック (φ 3～5cm)30%含 む。

パ
一

密
密
」

り

り

な

ま
ま

わ

玖ＭＭ抑

ＳＫ２５

‐ ‐ＯＹＲ

２ ‐ＯＹＲ

３ ‐ＯＹＲ

妙

SK26(Q2区 )

L‐925m

SK26
1 10YR2/3 黒褐色 ンル ト しまり密

土器粒 炭化物粒 (φ ～lcm)1%含む。
2 10YR2/3 黒褐色 粘土質ンル ト しまり密

責褐色砂質土ブロック10%含む。
3 10YR5/6 責褐色 砂質ンル ト 崩落土。
4 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト

3層の砂ブロック50%含 む。
5 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまりやや疎

薄い層状の砂含む。
6 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト しまりやや疎

薄い層状の砂 (5層 より少ない)含む。

人
4

SK27(Q2区 )

L=925m

l ЮYR2/3 黒褐色 シル ト しまり密
黄褐色土プロック (壁際に多い) 土器粒 炭化物粒 1%含 む。

2 10YR3れ  暗褐色 砂
3 10YR4/6 褐色 砂質シル ト

黒褐色土粒 10%含む。
4 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密

砂ブロック (ゅ 3cm)10%含む。
5 10YR4/4 掲色 シル ト  崩落土。
6砂
7 10YR4/6 褐色 帖土質シル ト 崩落土。

4

めい〇∞劇測に一‐〉．府

SK27

雰:33[コ  SK24´ヤ27

■■…礫
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SK28 (Q2匝⊆) SK29(Q2区 )

A  L=925m

SK29
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密

掲色砂質ンル トブロック50%含む。崩落土。

SK30 (H3匝こ)

A L‐ 926m

SK30
1 10YR/3 黒褐色 シル ト しまり中

黄色±10%含む。
2 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト しまり中

黄褐色土 (10YR5/6)と の混土。礫 (φ 5cm)混入。
3 10YR2/3 黒褐色 粘土  しまり中
4 10YR4/2 灰黄褐色 粘上 しまり中
5 10YR4/4 褐色 砂  しまり中

黒掲色土 (10YR2/3)と の混土
6 10YR4/6 褐色 砂  しまり密

>

・・十一
ｂ
崎
∞
∞
蝉
＝
＞

X548が

4

調査区外

SK28
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり密

土器片多量含む。
2 10YR2/3 黒褐色 粘土質シル ト しまり

小礫 (ゆ 3cm)3%含 む。

SK31(H3区 )

人

SK32木枠

B  L‐929m BI

SK31A― A'
l ЮYR2/2 黒褐色 シル ト しまり密

炭化物粒 (φ 3mm)を 5%、 礫 (φ 5cm)を 5%含 む。
10YR4れ 掲色 砂質シル ト しまりやや疎
黒褐色土ブロック (φ 8～5cm)を20%含 む。
10YR2/1 黒色 シル ト しまりやや密 礫 (φ 3～4cm)を 3%含む。
10YR3/2 黒褐色 シル ト しまり中 鉄分で一部固 くしまる。

SK31Bお '

1 10YR3れ 暗褐色 ンル ト 礫10%混入
2 10YR2/1 黒色 シル ト 掲色土ブロック50%含 む。
3 10YR4//6 褐色 シル ト 暗褐色±10%含む。
4 10YR4/4 褐色 砂 小礫 (φ 5cm)を 10%含む。
5 10YR2/2 黒褐色 シル ト

0     1 :40    11n
||:… 礫

-100-
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SK32(H3区 )

Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡

目
誹

′〈,レ トA―A'

L‐924m

n
SK32
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり密

炭化物 (ゆ 3mm～3cm)を 20%含む。
2 10YR17/1 黒色 炭層  しまり疎

炭化物の炭層。
3 10YR3/3 暗褐色  シル ト しまりやや密

4甲i手建

'『

5銚
音 路 暑ψ彬 卜 しまり中

礫 (φ 5cm)を7%含む。

X5釣詐

Ｏ∞∞∞ミ
‐ＩＩ卜一襴判

SK32木枠模式図

平面図a(上面図)

21 0cm

平面図b(下面図 )

30cm
中

降
Ｌ
膚
際
隠
Ｆ０

０
３

匡

側面図b l               l             ‖  E雪

|  |
21cm

0     1 :40    1■ n

側面図a

穿:35[瓢  SK32
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SK40(Q2区 )

L‐927m ∬
一

A  L‐ 930m

SK33
1 10YR3/3 暗褐色 シル ト しまり中

礫3%含 む。

SK40
1 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト
2 10YR4/6 褐色 粘土質シル ト
3 10YR2/3 黒褐色 粘土質シル ト
4 10YR5/6 責褐色 粘土質シル ト

砂少量含む。
5 10YR2/3 黒褐色 粘土質シル ト
6 10YR/3 黒褐色 粘土質シル ト

砂多量含む。

疎
疎
　
疎
疎

密
密
り
り
　
り
り

ま

ま

し

し

　

し

し

Ic(盛土 )

SK39(H3区 )

と‐930m

10YR3/4 暗褐色 粘土質シル ト し
褐色土粒1%混入。
10YR3/3 暗褐色 粘土  しまり中
10YR2/1 黒色 シル ト しまり中
10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり中
10YR17/1 黒色 シル ト しまり中
礫5%含 む。

SK41(R3匝∈)

∬
一

SK41(十日SD29)
1 10YR2/1 黒色 粘土  しまり密

自色粘土プロック (φ 5～6cm)10%含 む。
2 10YRン 1 黒掲色 粘土  しまりやや疎

1 :40    11n

SK33・ 39-41

Ic(盛土 )

-102-
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Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡

SK34 (

A L‐923m

田
▲▲
八

３Ｈ SK35 (Sttζ )

業引貶6

A L‐929m ∬
一

調査 区外

I(盛土 )

SK35
1 10YR2/3 黒褐色 粘土質ンル ト
2 10YR4/6 褐色 粘土質シル ト
3 10YR2/3 黒褐色 粘土質ンル ト
4 10YR4/6 褐色 粘土質シル ト

SK34
1 10Y膊 2 黒褐色 シル ト しまり中

礫 (φ 5～ 10cm)を 3%含 む。
2 10YR2/1 黒色 砂質シル ト しまり中

責褐色±5%含 む。 (SD39の埋上)SK39→ SD39

密
　
密

や
密

や
疎

や
や
や
や

り

や
り

や

し

　

し

SK36。 SK37'SK38 (S区こ)

調査区外

調査区外

た

た

八

　

ｓＫ

２９

‐〉一時すｐ卜〇。劇‐痒

4_」 到 判 咀 _______十 ~~~― _十 ~十 ~~~~~― ― ― ― ― ―
‐

I(盛土 )

SK36
1 10YR2/3 黒掲色 粘土質シル ト しまりやや疎
2 10YR2/3 黒褐色 粘土質シル ト しまりやや疎

黄褐色土ブロック3%含 む。
3 10YR4/6 褐色 粘上  しまり密
4 10YR2/1 黒色 粘上  しまりやや疎

SK37
1 10YR2/3 黒褐色 粘土質ンル ト しまりやや密

SK38
1 10YR2お 黒綺色 粘土質シル ト しまりやや密
2 10YR2/2 黒褐色 粘上  しまり密

黄褐色土ブロック 礫 (ゆ 3～5cm)5%含 む。埋め戻 し。

B L声924m
SK38

(エ レベー ション図 )

第 37図  SK34～ 38

|||… 礫
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(断面図 )

SD01(1区)

A   L 930m   A'

一 I。 (雌 )

SD01
1蟹

悩者笙犠霞斎督も

'ル

トしまり密

⑥
醐

呼『］
＠朗　蝋Ｏ曲

鰤
一「）
′′′′′′′′′（』Ｐ

′′′′′′　　　　．曲

一、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
　
′‐

（
υ
ｌ
′

一　‐６一　　　　　珈
　　　　　　　　節一

ヴ
「
　
　
　
（
∪
　
　
　
３

第 38図 SD01
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劇
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劇
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Ⅳ 南 日詰小路口 I遺跡

X=-51960

X‐‐51965

X=‐51970

0     1 : loo  2m

―

(平面図 )

X=‐ 51980

SD03～ 06(I区 )

I            Pll

P027               _C

Ｐ０３９
◎

Ｏ

　

Ｐ０４

Ｐ０４５④
Ｐ。４ぴ
Ｐ０４３

◎

　

◎
Ｐ０４

A L=929m Bパ
一

L=929m

SD03
l ЮYR2//1 黒色 シル ト しまり密

にぶい責褐色粘土プロック20%含む。

SD04
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

にぶい黄褐色粘土ブロック10%含む。

SD05
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

にぶい黄褐色粘土ブロック20%含む。

SD06
1 10YR2お 黒褐色 シル ト しまり密

地山ブロック多量含む。

ｇ
一

Ia(盛土 )

Ib(盛土 )

C    L‐ 92 3m                                                              C'

撹乱    sD06       0    1:40   1m

(断面図)

SD05

第 39図  SD03～ 06
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SD07(I区 )

X=‐520叶

調査区外

A L‐930m

Ia(盛土 )

――――――――ヤ́――――――――、、ヽ、‐く
==こ

:三こここここここここ三二:二三こここΞΞこΞΞIIIIIII::::::::::::::::::::::[[[:::[::::ユ ニ)

Ic(盛土)

SD07
1 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまりやや密
2 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト しまりやや密

砂ブロック (φ 3～5cra)30%合 む。

■■…礫

甲

B    L‐ 92 3m                                           BI

2

0     1 :40    1m

(断面図 )

SD19
1 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト しまり密

酸化鉄粒少畳含む。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘土  しまり密

黒色土粒 (1～2cm)5%含 む。

SD20
1 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり密

責褐色土粒 (2～5cm)10%含む。
2 10YR2/1 黒色 粘土 しまり密

地山プロック30%・ 砂ブロック30%含む。

SD19。 20(N区 )

L=928m

Ia(盛土 )

-106-
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Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡

SD18(H2区 )

B  L‐925m

Ia(盛土 )

SD12
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

黄褐色土プロック (φ l～2cm)2% 酸化鉄粒 10%含む。
2 10YR2/1 黒色 粘土質ンル ト しまり密
3 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト しまり密

黄褐色土プロック (ゅ 1～災m)10%含 む。

SD18
1 10YR2乃 黒褐色 シルト しまり中

SD12(M区 )

SD17(H2区こ)

遺物出土状況
(S=1/40)

貶甍
No3(724)

臨4(726)

A「

瞼 10く
苺

聰
No9

Nc1 6

0     1 180   2m

(平面図)

0     1 :40    1■n

(断面図・違物出土状況 )

■ ■
―礫

A L‐ 925m

SD17
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり中 褐色土ブロック10%含む。
2 ЮYR3/2 黒褐色 粘土  しまり中 粘性強 酸化鉄筋状に入る。

グライ化土層。
3 10YR3/2 黒褐色粘土  しまり中 粘性強 グライ化土層。

第 43図  SD12・ 17・ 18
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SD21(N区 )

と92おm Ａ‐

一

SD21

:鈎ξ

SD22 (N区こ)

止 A「

I(盛■)

SD22
1 10YR2/1 黒色 シルト しまり密

2糾罵9盈ツ盗筆子
^モ

埼伊+5髯富格|

と‥ 除 きぜ群督者ぉ望サ双燕、

Ar

SD25(H4区 )

0  1:80 2m

(平面図)

0  1:40 1m

こDttYR2/3黒褐色 ンルト しまりⅢ2鎚
路。躍駐ンルトしまり中

'幾遇丑黎盈就啓q鷺
シルトしま

!亨
4 10YR2/1 黒色 粘土質シルト しまり中

止   L‐928m人

　
朗

ω卜００価∬に一」ぼ

SD23(H4区ζ)

旦B  L=928m

げ
一

中

中

ま

中

中

り
し

ま
ま

し

卜

　

中

し

ｔ

　

ル
　

リ

ト

シ
　

ま

ハ
ル‐卜瘍顕
　
一

シ
シ
質
粘
　
砂

砂畿翻随醜拙麹

甥呻̈枷申的弾

116★       ★
(           115

-110-
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Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡

1(掲載 733)

AI  sD24

1 10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまり中
2 10YR2/1 黒色 シル ト しまり中

木片 亜角礫 (φ 10～20cm)を 多量に含む。
南側から捨てられている。

3a25Y/1 黒色 粘土 しまり中
グライ化 しつつある層。砂層が散在する。粘性強

3b25Y2/1 黒色 粘上  しまり中
砂層ブロック3%含 む。

3c25Y2/1 黒色 砂質シル ト しまり中
4a ЮYR3/4 暗tBJ色 粗砂  しまり中

粘±10%含 む。
4b10YR5/6 責褐色 粗砂  しまり中

粘±30%含む。下層に粘土層が沈んでいる。礫5%含 む。

遺物出土状況

(S=1/40)SD24(H4匝⊆))、
 赳

砂ブロック

SD30～32

午 52047

SD30
1 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト しまり密

黄褐色土ブロック (φ 3～4cm)10%含む。
2 10YR2/3 黒褐色 粘土質シル ト しまり密

砂30%含む。

SD31
1 10YR2/2 黒掲色 粘土質シル ト しまり密

黄褐色土ブロック (φ 3～4cm)30%含む。

SD32
1 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり密
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0     1 180   2m

(平面図 )

第 45図  SD24。 30～ 32

0     1 :40    1m

(断面図・遇物出土状況 )
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第 48図 SD34平面図 (Q区全体 )



Ⅳ 南 日詰小路口 I遺跡

第 49図 SD34。 35平面図 (Q区北側 )
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第 50図 SD34・ 36平面図 (Q区南側 )
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第 54図 SD37・ 43・ 45、 SX01平面図 (Q区南端)
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SD41(H3区 )
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調査区外
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A  L=926m

I(耕作土 )

SD41
l ЮYR4/6 褐色 砂質シル ト しまり中

暗褐色土 (10YR3/4)と の混土

〆
一

SD44(H4区 )
L‐929m

SD44
1 10YR2/3 黒褐色 ンル ト しまり中
2 10YR2/2 黒掲色 粘土  掲色±10%含 む。
3 10YR"1 黒色 シル ト質粘上 しまり中
4 10YR5/6 責褐色 粘上  しまり中SD38

1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中
2 10YR4れ  褐色 粘土  しまり中

黒褐色±3%含 む。

SD39・ 40(H4区 )
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礫 (φ 5cm)を 2層 との境界に多 く含む。

炭化物 1%、 礫 (φ 5cm)を 5%含 む。

げ
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0     1 :80    2m

(平面図 )

1 :40    1m

(断面図 )
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第 56図  SD38～ 41。 44
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Ⅳ 南 日詰小路口 I遺跡
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第 58図  かわらけ (2)



Ⅳ 南 日詰小路口 I遺跡
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第 59図  かわらけ (3)
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第 60図  かわらけ (4)



Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡
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第 62図  かわらけ (6)



Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡
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第 64図  かわらけ (8)



Ⅳ 南 日詰小路口 I遺跡

SD34(1)

″露

314

313

第 65図  国産陶器 :常滑 (1)
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第 66図 国産陶器 :常滑 (2)



Ⅳ 南日詰小路口 I遺跡
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第 70図 中国産陶磁器 :白磁・青磁 。青白磁、中世の陶磁器
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第 73図 木製品 (1)
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V 南 日詰小路口Ⅱ遺跡

1検 出 遺 構

(1)検 出遺構 の概要

検出された遺構は、古代の竪穴住居跡 3棟、建物跡・柱列跡13棟 、柱穴347個 (建物を構成する柱

を含)、 土坑・井戸跡28基、溝跡27条、土器埋設遺構 1基である。時代的には、古代、12世紀、近世・

近代、所属時期不明に大別される。記載にあたつては、遺構の種類ごとに記述することとする。

(2)竪 穴 住 居 跡

古代の竪穴住居跡は3棟確認された。 C区から2棟。 E区から1棟である。いずれもカマ ド・煙道

部周辺が確認されたもので、部分的な調査にとどまっており、住居跡の全体像は不明である。

S1101竪穴住居跡

遺構 (第 83図、写真図版73)

[位置 。検出状況]C tto Ш層で焼土 と黒褐色土の煙道部分を検出した。水田整備の際に竪穴住居跡

の床面まで削平が及んだものと判断される。遺構の広が りは調査区北側に延びると思われる。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]住居跡全体の規模・形状は不明である。南側にカマ ド・煙道を持つ住居である。

[埋土・堆積状況]不明である。

[壁 ・床面]不明である。

[柱穴・配置]カ マ ド周辺に柱穴を数個確認 しているが、住居跡に伴う柱穴は不明である。

[カ マ ド]径約50cmの焼土を確認 した。燃焼部と思われる。焼上の厚さは 8 cmで ある。焼土上 とその

周辺から土師器・須恵器片が出土 している。煙道は、南向きにつ くられている。径30cm、 長さ160cmで 、

煙出部直下が最 も低 くなるように奢1り 抜いて掘 り込まれている。

[そ の他の付属施設]焼上の西側に径70× 60cm、 深さ3～ 4 cmの 浅い土坑がある。埋土内から土師器・

須恵器片が出上 しており、住居跡に伴 う施設と判断される。

遺物 (第 113・ 115図 、写真図版97'98)

[出土状況]カ マ ド燃焼部とカマ ド脇の上坑から土師器・須恵器が出土 している。

[土師器・須恵器]土師器の甕 (1011)。 須恵器の奏 (1023)。

時期 出土遺物と遺構の状態から平安時代 (9世紀前半)と 推測される。

S1102竪穴住居跡

遺構 (第83図、写真図版73)

[位置 。検出状況]Ctto Ⅲ層で極暗褐色上の広が りとして検出した。南側の調査区域外に延びる。

20cmほ どの耕作土を除去 しての検出であ り、大方は削平されたものと判断された。

[重複関係]S K104土坑と重複 し、 S K 104土 坑に切 られている。

[規模・平面形]煙道の一部の検出であり、住居跡全体の規模・形状は不明である。

[埋土・堆積状況]不明である。
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1 検出遺構

[壁・床面]不明である。

[柱穴・配置]不明。

[カ マ ド]不明。煙出部が北側にある。煙道の一部を検出したのみである。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明だが、 S1101竪穴住居跡と同時期と推測される。

S旧 03竪穴住居跡

遺構 (第 84・ 85図、写真図版74・ 75)

[位置・検出状況]G2区 。Ⅲ層上面から方形基調の黒色上の広が りを検出した。大半が調査区外に

続 くが、カマ ドとみられる部分に粘土が残存 していたため、住居跡を想定 して調査を開始 した。

[重複関係]Pl198・ Pl199が住居跡を切って構築されていた。

[規模・平面形]残存部で径 (6.6)× (2,73)mを 測る。一辺6.6m前 後の正方形 もしくは長方形 と考

えられる。主軸方位はN-54° 一Eを測る。

[埋土・堆積状況]黒色土を主体とする。壁際は三角堆積が認められ、自然に埋没 したと考えられる。

[壁・床面]後世の耕作により削平されたためか、壁は 5～ 7 cm程 しか残存 していなかった。床面は

一部に貼床が施された形跡があつた。また床面上に 3箇所の焼上のまとまりがみられた。このうちカ

マ ド周辺のものはカマ ドから掻 き出された焼土 と考えられる。

[柱穴・配置]ピ ットは 7基検出したが、主柱穴となりうるのは、Plのみである。 Plは径39× 34cm、

深さ61cmを測る。配置は不明であるが、Plの位置から4本柱の可能性が考えられる。

[カ マ ド]住居跡の東側の壁、中央よりやや南側に設けられていた。煙道は今Jり 貫 き式で、先に向かっ

て徐々に深 くなるように掘 り込まれてお り、煙出し部の深さは125cmを 測る。袖部は礫 8個 を芯材 と

して用い、そのまわりに粘土を貼 り付けて構築されていた。燃焼部は径112× 90cm、 焼上の厚 さは5～

8 cmを 測る。燃焼部の奥に小型の甕が逆位に設置されてお り、支脚として用いられたものと考えられ

る。また、崩落 した天丼部の粘土から土師器甕 1個体 (1022)が横倒 した状態で出土 した。

[そ の他の付属施設]P5'P6は 貯蔵穴と考えられる。坦土は焼土を多 く含んでお り、土器片が多

数出土 した。規模はP5で径72× 56cm、 深さ13cmを 測る。

遺物 (第 113～ 115図 、写真図版97・ 98。 112)

[出土状況]カ マ ド内とその周辺の床上から土師器・須恵器、焼土中から動物遺体が出土 した。

1021は支脚 として設置されていたもの。1022は カマ ドに設置された奏と推測される。

[土 師器・須恵器 ]土 師器の奏11点 (1012～ 1022)。 須恵器 の奏 1点 (1024)・ 杯 2点 (1025。

1026)・ 蓋 1点 (1027)。

[動物遺体]動物遺体 1点 (1511)。

時期 出土遺物 と遺構の状態から平安時代 (9世紀前半)と 考えられる。

(3)建物跡 ・柱列跡 ・柱穴群

柱穴群347個 を確認 した。そのなかから、建物跡あるいは柱列跡を構成するもの13棟について、建

物跡・柱列跡として報告する。調査区の制約から、柱列 としたものでも建物跡の一部の可能性がある

ため名称は一連の遺構名を付 した。時期的には、12世紀のものと近世以降のものに大別される。
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V 南日詰小路口Ⅱ遣跡

S B101掘立桂建物跡

遺構 (第 95図、写真図版76)

[位置・検出状況]G3区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。構成建物は北西側の調査区域外に延びる。

[重複関係]な し。

[平面形式]1間 ×8間以上の掘立柱建物跡である。規模 (478)× (2.15)m以上⑤ 6個の柱穴 (P

1205・ 1206・ 1207・ 1208・ 1216・ 1217)か ら構成される。庇の有無は不明である。

[建物方位]N― O° ―E(梁 )。 N-90° ―E(桁 )。

[柱間寸法]柱間1.3～ 21mである。梁方向13～ 17m、 桁方向21m。

[付属施設]S D 122溝跡の内部に位置する。溝跡内に建てられた建物跡の可能性がる。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から12世紀の可能性がある。

S B102掘立柱建物跡

遺構 (第 95図、写真図版76)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。構成建物は北西側の調査区域外に延びる。掘

り方はどれも浅 く、かなり削平されたものと思われる。

[重複関係]S D 127溝跡に切られている。

[平面形式]1間 ×2間 以上の掘立柱建物である。規模 (718)× (253)m以上。 7個の柱穴 (P

1330。 1331・ 1332・ 1333・ 1334・ 1346・ 1350)か ら構成される。P1330。 1346間 の柱穴は確認できな

かった。建物跡は西側に展開する可能性があり、全体の平面形式は不明である。 P1350は庇に関連す

る柱穴の可能性 もある。

[建物方位]N-85° ―E(梁 )。 N-5° 一W(桁 )。

[柱 間寸法]柱間25mである (梁 ・桁 とも)。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から12世紀と推測される。

S B103掘立柱建物跡

遺構 (第 95図、写真図版76)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。構成建物は東西側の調査区域外に廷びる。

[重複関係]P1323が S D 127溝 跡に切 られていた。 P1337が S K 127土 坑に切 られていた。また、建

物内部にS Z101土器埋設遺構が位置するが、関係は不明である。

[平面形式]1間 ×3間以上の掘立柱建物である。規模 (7.54)× 2.32m以 上。 7個 の柱穴 (P1318・

1319・ 1320。 1321・ 1322・ 1323・ 1337)か ら構成される。 P1323の北側に柱穴は確認できなかった。

S D 127溝 跡に切 られて消滅 した可能性がある。

[建物方位]N-1° ―W(梁 )① N-89° ―E(桁 )。

[柱 間寸法]柱間2.3m(梁 )2.5m(桁)である。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から12世紀と推測される。
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1 検出遺構

S B104掘立柱建物跡

遺構 (第 96図、写真図版77)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。構成建物は北西側の調査区域外に延びるもの

と推測される。

[重複関係]な し。

[平面形式]2X3間 以上の掘立柱建物跡である。5.81× 3.23m以上。 9個 の柱穴 (P1235。 1236・

1242'1248・ 1249・ 1252・ 1256・ 1315。 1316)か ら構成される。

[建物方位]N-84° 一W(梁 )。 N-6° 一E(桁 )。

[柱間寸法]柱問1.5～ 1.7m(梁 )・ 1.0～ 1.5m(桁 )である。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測される。

S B105オ主夢」

遺構 (第96図、写真図版77)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。構成建物は北西側の調査区域外に延びる。

[重複関係]な し。

[平面形式]3個 の柱穴 (P1229。 1226。 1317)か ら構成される。西側に展開する建物跡の東端を構

成 している可能性がある。

[建物方位]N-10° 一E。

[柱間寸法]柱間1.8～ 20mで ある。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測される。

S B106掘立桂建物跡

遺構 (第 96図、写真図版77)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。構成建物は北西側の調査区域外に延びる。

[重複関係]な し。

[平面形式]3個 の柱穴 (P1221・ 1223・ 1224)か ら構成される。東側に展開する建物跡の西端を構

成 している可能性がある。

[建物方位]N-4° 一E。

[柱間寸法]柱間18～ 2.Omで ある。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測される。

S B107オ主夢J

遺構 (第96図、写真図版77)

[位置・検出状況]G4区。Ⅲ層で柱穴群を検出した。

[重複関係]な し。

[平面形式]3個の柱穴 (P1271・ 1274・ 1277)か ら構成される。東側に廷びる建物跡の西端を構成

する可能性がある。
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V 南 日詰小路口亜遺跡

[建物方位]N-2° ―E。

[柱間寸法]柱間1.7～ 18m。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測される。

S B108オ主夢1

遺構 (第 96図、写真図版77)

[位置 。検出状況]G4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。構成建物は北西側の調査区域外に延びる。

[重複関係]な し。

[平面形式]4個 の柱穴 (P1264・ 1267・ 1269。 1309)か ら構成される。西側に展開する建物跡の東

端を構成する可能性がある。

[建物方位]N-5° 一E。

[柱聞寸法]柱間1.6～ 1.7mである。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測される。

S B109オ主夢U

遺構 (第 96図、写真図版77)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。東西方向に廷びる可能性がある。

[重複関係]な し。

[平面形式]3個 の柱穴 (P1271・ 1274・ 1277)か ら構成される。

[建物方位]N-85° 一W。

[柱間寸法]1.8mで ある。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測される。

S Bl10掘立柱建物跡

遺構 (第97図、写真図版77)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。西側は調査区域外になり、東側 。南側は撹乱

を受けている。構成建物は北側を除く方向に延びる可能性がある。

[重複関係]な し。

[平面形式]1× 2間 の掘立柱建物跡であ る。(1.89)× (0,75)m以上。 4個 (P1282・ 1284・

1286・ 1287)の柱穴から構成される。P1282・ 1287の 間に柱穴は確認できていない。 P1285。 1288の

柱列も一連のものか別ものか不明である。 複数の柱列が混在する可能性がある。

[建物方位]N-90° 一E(梁 )、 N― O° ―W(桁 )。

[柱間寸法]0.75m(梁 )、 2m(桁 )である。

遺物 なし。

時期 不明だが、近世以降と推測される。
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1 検出遺構

S Blllオ主夢」

遺構 (第97図、写真図版77)

[位置 。検出状況]G4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。西側 と北側はカクラン受けている。柱列 と考

えた場合でもさらに北側に延びる可能性がある。

[重複関係]な し。

[平面形式]4個の柱穴 (P1292・ 1805。 1306・ 1307)か ら構成される柱列である。並びは4個だが、

掘 り方が浅い P1305と 1307、 掘 り方が深いP1292・ 1306の 組み合わせとなる可能性 もある。その場合

の柱間は2.5mと なる。また、東西方向に展開して建物跡を構成する可能性 もある。

[建物方位]N-0° 一E。

[柱間寸法]柱間1.2mである。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はなく、詳細は不明である。

S Bl12掘立桂建物跡

遺構 (第 97図、写真図版77)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で柱穴群を検出した。東側に廷びる可能性はある。

[重複関係]位置的にはS D 126溝跡 と重なるが、新旧関係は不明である。

[平面形式]l間 ×1間の掘立柱建物跡である。規模は1.61× 1.43m、 4個の柱穴 (P1295'1298・

1299。 1300)か ら構成される。

[建物方位]N-10° 一E。

[柱間寸法]■61～ ■41mである。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と考えられる。

S Bl13掘立桂建物跡

遺構 (第 97図、写真図版77)

[位置・検出状況]G6区 。Ш層で柱穴群を検出した。 [重複関係]な し。

[平面形式]1× 2間の掘立柱建物跡である。規模3.10X l,79m。 6個の柱穴 (P l127・ ■28・ 1129・

■30・ 1131・ l132)か ら構成される。

[建物方位]N-15° 一W(梁 )。 N-75° 一E(桁 )。

[柱間寸法]柱間1.5～ 1.7m、 1.7m(梁 )。 1.5～ ■8m(梁 )。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、詳細は不明である。近世以降の可能性がある。

(4)土 坑 ・ 井 戸 跡

用途不明のものを含む穴を一括 した。28基ある。このなかには、井戸跡 9基 も含まれている。時期

は、古代、12世紀、近世・近代、時期不明に大別される。
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S K101土坑

遺構 (第 98図、写真図版80)

[位置・検出状況]D tto Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。 [重複関係]な し。

[規模 。平面形]規模は、開田部077X072m、 底部0.55× 0.54m、 平面形は円形を呈する。深さ026m。

[埋土・堆積状況]黒褐色土で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面はほぼ平坦である。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。

S K102■坑

遺構 (第 98図、写真図版80)

[位置・検出状況]D tto Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。北側が調査区域外にかかる。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部 (1,85× 08)m以上、底部 (09× 0.2)m以 上、平面形は円形基調 と

推定される。深さ0.39m。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色上で構成される。

[壁・底面]壁 。底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲している。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明であるc

S K103■J九

遺構 (第 98図、写真図版80)

[位置・検出状況]A tto Ⅲ層で黒褐色土の広が りとして検出された。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部1.81× 108m、 底部110× 0.53m、 平面形は楕円形である。深さ0,48m。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土・暗褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられ、底面は湾曲する。壁を一部掘 り過ぎている。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。

S K104■坑

遺構 (第 98図、写真図版80)

[位置・検出状況]C tto Ⅲ層で黒掲色上の広が りとして検出された。南側が調査区域外にかかる。

[重複関係]S1102竪穴住居跡と重複する。 S K104土坑が切られている。

[規模 。平面形]規模は、開口郡1.00× (0.45)m、 底部0.40× (020)m、 平面形は円形基調である。

深さ0.87m。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土・暗褐色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はШ層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲している。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。
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1 検出遺構

S K105井戸跡

遺構 (第 99図、写真図版81)

[位置・検出状況]C tto Ⅲ層で黒褐色土の円形の広が りとして検出された。検出の段階では、平面形

から二つの上坑が重複 している可能性を考えて精査を開始 したが、精査中に土坑のほぼ中央から丼戸

枠 と判断される材を確認 したことから、以後、井戸の掘 り方として精査を行った。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部2.05× 1.51m、 底部1.90× 130m、 平面形はやや不整な楕円形である。

深さ1.00m。 底面に一部掘 り過 ぎがあるが、井戸枠が設けられた北東側がやや低 くなる。井戸枠の位

置は、掘 り方の北西側に寄ってお り、軸方向も一致 していないが、掘 り方はひとつと思われる。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・にぶい黄褐色土・褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面はほぼ平坦で、壁は直立 ぎみに立ち

上がる。底部付近の壁がやや狭れている。

[そ の他の付属施設]埋土中から丼戸枠の材が出土 した。

遺物 (第 126。 127図 、写真図版108。 109・ 112)

[出 土状況]井戸枠の材が出土 した。検出面から10cm下位で、井戸枠 と考えられる材が出上 した。そ

れより上部は腐食したと判断される。井戸枠の平面形は方形で四方に縦板があり、内側に横桟がある。

縦板上部は内側に倒れ、横桟は南東側に傾き、下がった状態で確認された。材の樹種は、縦板がアス

ナロ・横桟がクリとの鑑定結果を得ている(第 Ⅶ章第 1節 )。 植物遺体はモモとの鑑定結果を得ている。

[木製品]井戸枠の竪板 2点 (1431・ 1432)、 井戸枠の横桟 4点 (1433～ 1436)。

[植物遺体]モモの種子 (1521)。

時期 時期を判断できる出土遺物が無 く、詳細は不明である。出上 した材について年代測定を行っ

た結果、910± 30yrBPと の結果を得ている (第 Ⅶ章第 3節 )。 古代の井戸跡 と判断される。

S K106井戸跡

遺構 (第 100図 、写真図版82)

[位置 。検出状況]E2区 。Ⅲ層で黒褐色上の円形の広が りとして検出された。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部径1.47× 141m、 底部径108× 0.88m、 平面形は円形。深さ1.39m。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土で構成される。 4層から下はグライ化 した土層である。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は平坦で、壁は直立ぎみに立ち上がる。

遺物 (第 116・ 128図、写真図版99。 109)

[出土状況]埋± 4層から、かわらけ 。木製品が出上 している。

[かわらけ]手づ くねかわらけ大 2点 (1102・ 1103)。

[木製品]板状の木製品 2点 (1437・ 1438)。

時期 遺構の状態と出土遺物から12世紀の井戸跡と考えられる。

S K107井戸跡

遺構 (第 100図 、写真図版82)

[位置・検出状況]E2区 。Ⅲ層で黒褐色上の円形の広が りとして検出された。

[重複関係]な し。
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[規模 。平面形]規模は、開口部径1.25× 116m、 底部径0,92× 0.77m、 平面形は円形。深さ1.09m。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・暗褐色土・黒色上で構成される。 5層から下はグライ化 している。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は平坦で、壁は外傾する。

遺物 (第 116・ 117・ 128'129図 、写真図版99。 100・ 109。 110)

[出土状況]5層から陶磁器類・木製品などがまとまって出土 した。廃棄されたものと判断される。

[か わらけ]ロ クロかわらけ月ヽ (1104)。 ロクロかわらけ大 3点 (1105～ 1107)。

[国産陶器]常滑窯産の甕 1点 (1203)、 片回鉢 2点 (1204。 1205)

[木製品]漆器椀 3点 (1439～ 1441)・ 曲物蓋 ?(1442)・ 折敷 (1443)・ 棒状の製品 (1444)・ 部材 3

点 (1445～ 1447)な ど計 9点。

時期 遺構の状態と出土遺物から、12世紀の井戸跡と考えられる。

S K108井戸跡

遺構 (第 100図、写真図版82)

[位置・検出状況]E2区 。Ⅲ層で黒褐色上の円形の広が りとして検出された。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部径1.51× 1.47m、 底部径0,76× 0.61m、 平面形は円形。深さ113m。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色上で構成される。 3層から下はグライ化 している。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は平坦で、壁は外傾する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はないが、遺構の状態から12世紀の井戸跡の可能性がある。

S K109井戸跡

遺構 (第 100図 、写真図版83)

[位置 。検出状況]E3区 。Ⅲ層で黒褐色土の円形の広が りとして検出された。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部径1.58× 1.47m、 底部径1.31× 1.14m、 平面形は円形。深さ1.19m。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土・黄褐色土で構成される。 6層から下位はグライ化 しているが、

湧水のために底面まで明確に掘 り上げることができず、大まかな形状を把握するにとどまった。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は平坦で壁は直立ぎみに立ち上がる。

遺物 (第 119図 、写真図版101)

[出土状況]国産陶器が埋土上位から出土 している。

[国産陶器]渥美窯産の甕 1点 (1214)。

時期 遺構の状態と出土遺物から12世紀の井戸跡と判断される。

S Kl10井戸跡

遺構 (第 101図 、写真図版83)

[位置・検出状況]Fl区 。Ⅲ層で黒褐色土の円形の広が りとして検出された。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部径193× 1.75m、 底部径1.32× 1.25m、 平面形は円形。深さ1.19m。 湧

水のため底面まで掘 りあげていない。南東側に張 り出しがあるが、詳細は不明である。
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1 検出遺構

[埋土・堆積状況]黒褐色土・褐色土・暗褐色上で構成される。 6層から下はグライ化 している。

西側 5層中に径20～ 30cmの 角礫・亜角礫50個ほどが廃棄された状態で確認された。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲している。壁は直立ぎみ

に立ち上がる。

[そ の他の付属施設]南側に幅40cm、 長さ80cmの張 り出しがあ り、内側に向かって傾斜 している。埋

上の状態をみると、埋没する段階では穴と一体化 していたようである。貼 り出し部の両側に15× 10cm

ほどの小さな掘 り込みがある。

遺物 (第 119図 、写真図版101)

[出土状況]5層から国産陶器が出土 している。

[国産陶器]渥美窯産の甕 1点 (1215)。

時期 遺構の状態と出土遺物から、12世紀の井戸跡と判断される。

SKlll土坑

遺構 (第98図、写真図版83)

[位置・検出状況]G5区 。Ⅲ層で黒色上の広が りとして検出された。西側は調査区域外にかかる。

[重複関係]な し。

[規模 。平面形]規模は、開口部径0,80× (0.47)m、 底部径0.25× (0.13)m、 平面形は円形基調 と

推定される。0.4m。

[埋土・堆積状況]黒色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は平坦である。壁はタト傾 して立ち上がる。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳糸田は不明である。

S Kl12土坑

遺構 (第98図、写真図版83)

[位置・検出状況]G5区 。Ⅲ層で黒色上の広が りとして検出された。 [重複関係]な し。

[規模 。平面形]規模は、開口部径0,83× 0.76m、 底部径0.41× 0.34m、 平面形は円形。深さ0.48m。

[埋土・堆積状況]黒色土・黒褐色土で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。

S Kl13土坑

遺構 (第98図、写真図版84)

[位置・検出状況]G5区 。Ⅲ層で黒色土の広が りとして検出された。東側が調査区外である。

[重複関係]な し。

[規模 。平面形]規模は、開口部径1.05× (0.7)m、 底部径0.5× (0.5)m、 平面形は円形基調である。

深さ0,4m。

[埋土・堆積状況]黒色土・黒掲色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面はほぼ平坦である。
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遺物 (第 130図 、写真図版110)

[出土状況]2層から木製品が出土 している。

[木製品]杵 ?(1448)。

時期 時期を判断できる出土遺物がなく、詳細は不明である。

S Kl14土坑

遺構 (第 101図 、写真図版84)

[位置 。検出状況]G5区 。Ⅲ層で黒色土の広が りとして検出された。東側が一部調査区外である。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部径14Xl.4m、 底部径06× 05m、 平面形は円形。深さ0.54m。

[埋土・堆積状況]黒色土・暗褐色土・黒褐色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は湾曲し、壁は外傾する。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。

S Kl15井戸跡

遺構 (第 101図 、写真図版84)

[位置・検出状況]G2区 。Ⅲ層で黒色上の広が りとして検出された。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部径144× 1.40m、 底部径1.31× 129m、 平面形は円形。深さ1.29m。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土で構成される。 3層 より下位がグライ化 している。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は平坦で、壁は直立ぎみに立ち上がる。

遺物 (第 116・ 119・ 130図、写真図版99。 101・ 110～ 112)

[出土状況]埋土から、かわらけ 。国産陶器・木製品・土製品など多 くの遺物が出土 した。

[か わらけ]ロ クロかわらけ大 2点 (1108・ 1109)・ 手づ くねかわらけ 3点 (1110～ ■12)。

[国産陶器]渥美窯産の甕 1点 (1216)・ 須恵器系陶器の甕 1点 (1228)

[木製品]曲物底板 ?1点 (1449)、 木錘 1′点 (1450)、 不明木製品 3点 (1451～ 1453)。 1453は 題箋 ?

[土製品]羽 口 ?1点 (1501)、 土壁 ?1点 (1502)。

[植物遺体]種子 :モモ (1522)、 トチノキ (1523)、 オニグルミ (1524)。

時期 遺構の状態と出土遺物から、12世紀の井戸跡であると推測される。

S Kl16井戸跡

遺構 (第 101図 、写真図版85)

[位置 。検出状況]G2区 。Ⅲ層で責褐色土の広が りとして検出された。 [重複関係]な し。

[規模 。平面形]規模は、開口部径1.58X136m、 底部径1.14× 1.00m、 平面形は円形。深さ1.32m。

[埋土・堆積状況]黄褐色土・黒褐色土・掲色土・黒色上で構成される。4層 より下位がグライ化 している。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲し、壁は直立ぎみに立ち

上がる。

遺物 (第 119・ 130'131図 、写真図版101・ 111'112)

[出土状況]埋± 4層から下駄・容器などの遺物が出土 している。

[中 国産磁器]白磁の壼 1点 (1229)

-159-



1 検出遺構

[木製品]漆塗 Pの容器 (1454)、 下駄 (1455)、 編物 (1456)。

[植物遺体]種子 :オ ニグルミ (1526)。

時期 遺構の状態 と出土遺物から12世紀の井戸跡であると推測される。

S Kl17土坑

遺構 (第 98図、写真図版85)

[位置・検出状況]G3区 。Ⅲ層で暗褐色上の広が りとして検出された。西側は調査区域外である。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部径1.0× (0.4)m、 底部径0.6× (0.26)m、 平面形は円形基調。深さ0.20m。

[埋土・堆積状況]暗褐色土・にぶい責褐色土で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。

S Kl18土坑

遺構 (第 98図、写真図版85)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部径1.20× 0.81m、 底部径0.65× 0.38m、 平面形は楕円形。深さ0.16m。

[埋土・堆積状況]黒褐色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物がなく、詳細は不明である。

S Kl19土坑

遺構 (第 102図、写真図版86)

[位置 。検出状況]G4区 。Ⅲ層で黄褐色土の広が りとして検出された。西側は調査区域外である。

[重複関係]P1311・ 1312・ 1329・ 1310と 重複 している。 S Kl19土坑が柱穴に切 られている。

[規模。平面形]規模は、開口部径 (2.20)× 1.60m、 底部径2.0× 1.Om、 平面形は楕円形と推定される。

深さ0.2011。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲し、壁はタト傾する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測 される。

S K120■ J九

遺構 (第 102図、写真図版86)

[位置 。検出状況]G4区 。Ⅲ層で黒色上の広が りとして検出された。

[重複関係]P1308に 切られている。

[規模・平面形]規模は、開田部径214米 1.39m、 底部径1.99× 126m、 平面形は長方形。深さ0.21m。

[埋土・堆積状況]黒色土・灰色上で構成される。

-160-



V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲し、壁はタト傾する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と推測される。

S K121土坑

遺構 (第 102図 、写真図版86)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。

[重複関係]P1319'1318、 S Z01土器埋設遺構 と重複 し、それらを切つている。

[規模・平面形]規模は、開口部径3.43× 168m、 底部径324 X l.51m、 平面形はやや不整な長方形。深さ0.11

[埋土・堆積状況]黒褐色土・暗褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はШ層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲している。壁は直立ぎみ

に立ち上がる。

遺物 (第 120図、写真図版102)

[出土状況]埋土から近世の陶器が出土 した。また、重複するS Z01土 器埋設遺構に埋設された陶器

片 も埋土から出土 している。

[陶磁器]陶器の碗 1点 (1301)。

時期 出土遺物 と遺構の状態から近世以降と判断される。

S K122■坑

遺構 (第 102図 、写真図版86)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で黒色上の広が りとして検出された。西側が調査区域外にかかる。

[重複関係]P1255に切 られている。

[規模 。平面形]規模は、開口部径 (2.15)× 1,20m、 底部径 (2.00)× 0.8m、 平面形は不整な楕円形。

深さ0.16m。

[埋土・堆積状況]黒色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面は亜層を掘 り込んでつくられている。底面はほぼ平坦で、壁は緩 く立ち上がる。

遺物 なし。

時期 出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と判断される。

S K123■坑

遺構 (第 103図 、写真図版87)

[位置 。検出状況]G4区 。Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]規模は、開口部径1.13× 0.75m、 底部径0.98× 0.88m、 平面形は長方形。深さ0.08m。

[埋土・堆積状況]黒褐色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面はほぼ平坦である。

遺物 なし。

時期 出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と判断される。
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S K124土J九

遺構 (第 103図、写真図版87)

[位置 。検出状況]G4区 。Ⅲ層で黒褐色土の広が りとして検出された。東側が調査区域外にかかる。

[重複関係]S K121と 重複 し、 S K1211こ 切 られている。また、未精査だが、 S K 124土 坑に切 られる

土坑がある。

[規模 。平面形]規模は、開口部径 1.9× (17)m、 底部径 1.3× (1.5)m、 平面形は長方形基調 と推

定される。深さ0.25m。

[埋土・堆積状況]亜角礫を多量に含む黒褐色土で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲し、壁は外傾する。

遺物 (第 122図、写真図版108)

[出土状況]近世の磁器が出上 している。

[陶磁器]磁器の皿 ?1点 (1317)。

時期 出土遺物 と遺構の状態から、近世以降と判断される。

S K125■J売

遺構 (第 103図、写真図版87)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で黒褐色上の広が りとして検出された。西側が調査区域外にかかる。

[重複関係]S D126溝跡 と重複する。P1302・ 1304と 重複する。新旧関係は不明である。

[規模・平面形]規模は、開口部径 (22)× 1.5m、 底部径 (1.8)× 1.Om、 平面形は長方形基調 と推

定される。やや不整形である。深さ0.4m。

[埋土・堆積状況]黒色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は平坦で、壁は直立 して立ち上がる。

遺物 なし。

時期 出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と判断される。

S K126」」売

遺構 (第 103図、写真図版87)

[位置・検出状況]G4区 。S D 127溝 跡の底面Ⅳ層で黒色土の広が りとして検出された。

[重複関係]S D 127溝 跡に切 られている。

[規模・平面形]規模は、開口部径1.35× 0,74m、 底部径 1.07× 0,54m、 平面形は楕円形。深さ0.65m。

[埋土・堆積状況]黒色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅣ層の礫層を掘 り込んでつ くられている。底面は平坦で、壁は直立 ぎみに立

ち上がる。

遺物 (第 120。 122・ 125図、写真図版102・ 106・ 107)

[出土状況]埋土から陶磁器類・石製品がまとまって出土 している。

[陶磁器]陶器 :悟鉢 (1302)、 磁器の碗 3点 (1318～ 1320)・ 皿 2点 (1321・ 1322)。

[石製品]硯 1点 (1401)。

時期 出土遺物 と遺構の状態から近世以降と判断される。
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S K127井戸跡

遺構 (第 104図、写真図版88)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で黒掲色上の広が りとして検出された。

[重複関係]P1337を 切っている。

[規模・平面形]規模は、開口部径171× 1.63m、 底部径0,74× 0,70m、 平面形は円形。深さ0,77m。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土・にぶい責褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲し、壁は外傾 して立ち上がる。

遺物 (第 116・ 117・ 119図、写真図版99～ 101)

[出土状況]埋± 1・ 2層から、かわらけ、国産陶器が出土 している。

[かわらけ]ロ クロかわらけ 3′点 (1113～ 1115)

[国 産陶器]常滑窯産の奏 1点 (1206)・ 渥美窯産の甕 1点 (1217)。

時期 出土遺物 と遺構の状態から12世紀の井戸跡 と判断される。

S K128土坑

遺構 (第 104図、写真図版88)

[位置 。検出状況]G4区 。S D 127底 面のⅢ層で黒褐色上の広が りとして検出された。

[重複関係]S D 127溝 跡に切られている。

[規模・平面形]規模は、開口部径102× 0,94m、 底部径0.45× 0.42m、 平面形は円形。深さ0.53m。

[埋土・堆積状況]黒色土・暗褐色土で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅣ層礫層を掘 り込んでつ くられている。底面は緩 く湾曲し、壁は外傾する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降と判断される。

(5)溝   跡

溝状を呈する遺構で27条検出した。各区域で検出されているが、調査区の制約から遺構が調査区域

外に延びるものが多 く、調査個所が部分に留まったものが多い。また、同一の溝跡を別々の調査区で

調査 している場合 もあるが、調査時には調査の便を図つて、それぞれに名称を付 した。報告にあたつ

ては、命名が異なる溝跡でも同一遺構の可能性がある場合は、その旨を記載することとした。

S D101溝跡

遺構 (第 105図、写真図版89)

[位置・検出状況]B tto Ⅲ層で黒色上の細長い広が りとして検出された。南北両側が調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の長さ (1.56)m、 幅1.12m、 底面の幅0.85m、 深 さ0.38mで ある。南北に直

線的に廷びる。 S D 102溝跡 と平行 して走っている。

[埋土・堆積状況]黒色上で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 (写真図版■2)

[出土状況]埋土から動物遺体が出土 している。

[動物遺体]ウ マの臼歯片 1点 (1513)。
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時期 時期を判断できる出土遺物はなく、詳細は不明である。

S D102溝跡

遺構 (第 105図、写真図版89)

[位置。検出状況]B tto Ⅲ層で黒色上の細長い広が りとして検出された。南北両側が調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の長さ (158)m、 幅0.56m、 底面の幅040m、 深さ025mである。南北に直

線的に延びる。 S D101溝跡 と平行 して走っている。

[埋土・堆積状況]黒色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D103漂

'F亦遺構 (第 105図、写真図版89)

[位置・検出状況]D tto Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。東西側が調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模 。平面形]開 口部の長さ (8.04)m、 幅0,76m、 底面の幅0.39m、 深さ032mである。東西方向

に直線的に伸びている。 S D 104溝 跡と並行 して走っている。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁はタト傾する。底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D104溝跡

遺構 (第 105図、写真図版89)

[位置・検出状況]Dtto Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。西側が調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の長さ (5.15)m、 幅1.07m、 底部の幅085m、 深さ025mである。東西方向

に直線的に伸びているようである。S D 103溝 跡に並行 して走っている。溝跡は短軸方向に段差があ り、

2条の溝跡が並行 しているようにも見えるが、ほとんど時間差なく、つ くりかえられた溝跡の可能性

もある。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾する。底面は緩 く湾曲する。

遺物 (第 116・ 119図、写真図版99。 101)

[出土状況]埋土からNo l～ 7の遺物が出上 している。

[かわらけ]ロ クロかわらけ 1点 (1116)。 手づ くねかわらけ 1点 (1117)。

[国産陶器]渥美窯産の奏 2点 (1218・ 1219)。

時期 遺構の状態と出土遺物から12世紀の溝跡であると考えられる。
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S D105溝跡

遺構 (第 105図、写真図版89)

[位置・検出状況]Dtto Ш層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。南側が調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の長さ (3.14)m、 幅171m、 底面の幅0.91m、 深さ080mである。南北方向

に延びるようであるが、南側の様子は不明である。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土・暗褐色土で構成される。

[壁・底面]壁 ・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁はタト傾する。底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。自然の落ち込みであった可能性もある。

S D106清跡

遺構 (第 106図、写真図版90)

[位置・検出状況]Atto Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。 [重複関係]な し。

[規模 。平面形]開 口部の長さ4.15m、 幅099m、 底面の幅044m、 深さ0.46mで ある。東西方向に延

びる溝跡のようである。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁はタト傾する。底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。自然の落ち込みの可能性 もある。

S D107溝跡

遺構 (第 106図、写真図版90)

[位置。検出状況]Dtto Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。南側が調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開回部の長さ (2.60)m、 幅1.75m、 底面の幅1,04m、 深さ030mである。南側に向かっ

て廷びているが、全体の形】犬は不明である。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土・赤灰色で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁はタト傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遣物はなく、時期の詳細は不明である。

S D108溝跡

遺構 (第 106図、写真図版90)

[位置・検出状況]Ctto Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。南側が調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開口部の長さ (2.04)m、 幅0.62m、 底面の幅031m、 深さ028mである。南側に向かっ

て直線的に延びるようにみえるが、詳細は不明である。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁はタト傾 し、底面は緩 く湾曲する。
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遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D109溝跡

遺構 (第 106図、写真図版91)

[位置・検出状況]C区。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。南側が調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 田部の長さ (0。76)m、 幅0.42m、 底面の幅026m、 深 さ0.28mで ある。確認でき

た範囲が部分的であるため、詳細は不明であるが、溝跡の可能性がある。

[埋土・堆積状況]黒褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾する。底面は平坦である。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S Dl10清跡

遺構 (第 107図、写真図版91)

[位置・検出状況]C区・F3区に分かれて確認 した。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。

北側 。東側で調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開口部の長さ (88)m、 幅1.15m、 底面の幅0.91m、 深さ0.14mで ある。北西から南

東方向に向かって曲線的に延びている。全体の規模は不明である。

[埋土・堆積状況]黒褐色上で構成される。

[壁・底面]壁 。底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は平坦である。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

SDlll溝跡

遺構 (第 107図 、写真図版91)

[位置・検出状況]El区 。Ⅲ層で黒褐色土の細長い広が りとして検出された。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の長さ461m、 幅0.57m、 底面の幅027m、 深さ0.35mである。ほぼ東西方向

に直線的に延びている。

[埋土・堆積状況]黒褐色土で構成される。

[壁 。底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は平坦である。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S Dl12溝跡

遺構 (第 107図、写真図版92)

[位置・検出状況]El区。Ⅲ層で黒褐色土の細長い広が りとして検出された。南側が調査区域外に続 く。
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調査条件の制約から、 2回 に分けて調査 している。

[重複関係]NTTの 電柱の掘 り方に切 られている。

[規模・平面形]開 口部の長さ (6.51)m、 幅078m、 底面の幅0.29m、 深さ040mである。南北方向

に直線的に延びているが、全体の規模は不明である。南側に向かって低 くなっている。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土・暗褐色土で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は平坦である。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S Dl13溝跡

遺構 (第 108図、写真図版92)

[位置。検出状況]El区。Ⅲ層で黒褐色土の細長い広が りとして検出された。南側が調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開口部の長さ (3.34)m、 幅067m、 底面の幅0.60m、 深さ010mである。南側に向かっ

て低 くなり、一部消滅 しているため、全体の規模・形状は不明瞭である。

[埋土・堆積状況]黒褐色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S Dl14溝跡

遺構 (第 108図 、写真図版92)

[位置・検出状況]Fl区 。Ⅲ層で黒褐色上の細長い広が りとして検出された。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開 口部の長さ365m、 幅110m、 底面の幅049m、 深さ0.69mで ある。ほぼ南北方向

に長軸がある①

[埋土・堆積状況]黒色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾する。底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S Dl15清跡

遺構 (第 108図 、写真図版93)

[位置・検出状況]F2区 。Ⅲ層で黒褐色土の細長い広が りとして検出された。東西方向の調査区域

外に続 く。風倒木痕と重複 しているため、平面形が明確に認識できない個所があった。

[重複関係]な し。

[規模・平面形]開口部の長さ (420)m、 幅1.12m、 底面の幅0.51m、 深さ0.40mである。東西方向

に延びているようであるが、全体の規模は不明である。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・黒色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾する。底面は緩 く湾曲する。
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遺物  な し。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S Dl16溝跡

遺構 (第 108図、写真図版93)

[位置・検出状況]G6区 。Ⅲ層で黒色上の広が りとして検出された。大部分が調査区域外に続 くた

め全体像は不明である。遺構の状態から溝跡の可能性があると判断した。

[重複関係]な し。

[規模 。平面形]開 口部の長さ (1.00)m、 幅 (0.58)m、 底面の幅030m、 深 さ0.23mで ある。全体

の規模は不明である。

[埋土・堆積状況]黒褐色土で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾する。底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S Dl17溝跡

遺構 (第 109図 、写真図版93)

[位置・検出状況]G5区 。Ⅲ層で黒色上の細長い広が りとして検出された。調査区域外に続 く。

[重複関係]S D l18,119溝 跡 と重複 しているようだが、重複関係は判然 としない。

[規模・平面形]開回部の長さ (5,44)m、 幅139m、 底面の幅1.25m、 深 さ0.18mである。東西方向

に延びる溝跡のようであるが、全体の規模は不明である。平面形 も歪んでお り、撹乱を受けている可

能性がある。

[埋土・堆積状況]黒色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾する。底面は緩 く湾曲する。伴共関係は不明だが、

溝内に杭跡が残る。

遺物 なし。

時期 近世以降の溝跡と推測される。

S Dl18清跡

遺構 (第 109図 、写真図版93)

[位置 。検出状況]G5区 。Ⅲ層で黒色上の細長い広が りとして検出された。 [重複関係]な し。

[規模・平面形]開 田部の長さ (204)m、 幅045m、 底面の幅032m、 深 さ009mで ある。東西方向

に伸びているようであるが、西側が消滅 しており、規模は明らかではない。

[埋土・堆積状況]黒色上で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾する。底面は緩 く湾曲する。

遺物 (第 119図 、写真図版101)

[出土状況]埋土から国産陶器が出上 している。

[国産陶器]渥美窯産の甕 1点 (1220)。

時期 12世紀の遺物が出土 しているが、時期の詳細は不明である。
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S Dl19溝跡

遺構 (第 109図 、写真図版93)

[位置・検出状況]G5区。Ⅲ層で黒色上の細長い広が りとして検出された。西側が調査区域外に続 く。

[重複関係]S D l17溝 跡に切 られている。

[規模・平面形]開 口部の長さ (1.45)m、 幅043m、 底面の幅0.19m、 深さ012mである。東西方向

に延びるようであるが、全体の規模は不明である。

[埋土・堆積状況]黒褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾する。底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D120澪斯亦

遺構 (第 108図、写真図版98)

[位置・検出状況]G2区。Ⅲ層で黒色土の細長い広が りとして検出された。西側は調査区域外に続 く。

[重複関係]な し

[規模・平面形]開 口部の長さ (5.00)m、 幅0.38m、 底面の幅0.15m、 深 さ017mである。検出 した

範囲では湾曲して、東側は途中で消滅する。

[埋土・堆積状況]黒色土・暗褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾する。底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D121溝跡

遺構 (第 109図 、写真図版94)

[位置・検出状況]G2区。Ⅲ層で黒色上の細長い広が りとして検出された。西側は調査区域外に続 く。

[重複関係]な し。

[規模 。平面形]開 口部の長さ (216)m、 幅0.25m、 底面の幅0.20m、 深 さ0.1lmで ある。東西方向

に延びるようであるが、全体の規模は不明である。

[埋土・堆積状況]黒色土で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁はタト傾する。底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D122溝跡

遺構 (第 110図、写真図版95)

[位置・検出状況]G3区。Ⅲ層で黒色上の細長い広が りとして検出された。西側は調査区域外に続 く。

[重複関係]S D 123溝 跡を切つている。

[規模・平面形]開 口部の長さ (164)m、 幅1.40m、 底面の幅080m、 深さ1.14mで ある。周溝状に屈曲し、

西側は調査区域外 となる。西辺の長さは12mほ どあるが、全体の規模は不明である。

[埋土・堆積状況]黒褐色土・灰黄褐色土・にぶい黄褐色土で構成される。
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1 検出遺構

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は平坦である。

[付属施設]溝跡の内部にS B 101建物跡がある。同時に存在 していた可能性がある。

遺物 (第 116・ 119図 、写真図版99。 101)

[出土状況]埋土から、かわらけ 。国産陶器が出土 している。

[かわらけ]ロ クロかわらけ小 2点 (1118・ 1119)。

[国産陶器]国産陶器の渥美窯産の甕 1点 (1221)。

時期 出土遺物と遺構の状態から12世紀 と判断される。

S D123溝跡

遺構 (第 110図、写真図版95)

[位置・検出状況]G3区。Ш層で暗褐色土の広が りとして検出された。東西方向で調査区域外に続 く。

[重複関係]S D 122溝 跡に切 られている。重複する柱穴との関係は不明である。

[規模・平面形]開口部の長さ (4.23)m、 幅210m、 底面の幅1.23m、 深 さ0.46mである。 S D122溝

跡 と接する箇所に壁の立ち上が りがあったことから、溝跡としたが、部分的な調査のため、定かでな

い部分がある。

[埋土・堆積状況]暗褐色土・黒褐色上で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面は緩 く湾曲する。

遺物 (第 119図 、写真図版101)

[出土状況]埋土から国産陶器が出土 している。

[国産陶器]渥美窯産の片口鉢 1点 (1222)。 甕 1点 (1223)。

時期 出土遺物と遺構の状態から12世紀 と判断される。

S D124溝跡

遺構 (第 111図 、写真図版94)

[位置・検出状況]G4区。Ⅲ層で黒褐色土の細長い広が りとして検出された。東側が調査区域外に続 く。

位置的にH区で検出された S D23溝跡 と一連の溝跡の可能性がある。

[重複関係]S D127溝跡と重複 し、切 られている。

[規模 。平面形]開 口部の長さ (2.22)m、 幅0.60m、 底面の幅035m、 深 さ0.36mで ある。東西方向

に延びる溝跡のようであるが、全体の規模は不明である。

[埋土・堆積状況]黒掲色土・暗掲色土で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾する。底面は緩 く湾曲する。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から12世紀の溝跡 と考えられる。

S D125溝跡

遺構 (第 109図 、写真図版94)

[位置・検出状況]G5区 。Ⅲ層で黒色上の細長い広が りとして検出された。東西方向で調査区域外

に続 く。

[重複関係]な し。

[規模 。平面形]開 口部の長さ (3.99)m、 幅2.41m、 底面の幅171m、 深 さ0.31mで ある。東西方向
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に延びるようであるが、全体の規模は不明である。

[埋土・堆積状況]黒色土・暗オリーブ色土 。オリーブ黒色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 なし。

時期 時期を判断できる出土遺物はないが、遺構の状態から近世以降の溝跡 と判断される。

S D126溝跡

遺構 (第 109図、写真図版94)

[位置・検出状況]G4区。Ⅲ層で黒褐色土の細長い広が りとして検出された。東側は調査区域外に続 く。

[重複関係]S K125土坑と重複する。新旧関係は不明である。

[規模・平面形]開 口部の長さ (259)m、 幅051m、 底面の幅0.22m、 深さ0.13mである。東西方向

に延びるようであるが、全体の規模は不明である。

[埋土・堆積状況]黒褐色上で構成される。

[壁 ・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾 し、底面はほぼ平坦である。

遺物 なし。

時期 出土遺物はなく、時期の詳細は不明である。

S D127清跡

遺構 (第■1図 、写真図版96)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で黒色土の細長い広が りとして検出された。南北方向が調査区域外

に続 く。

[重複関係]S D 124溝 跡・S K126'128土 坑を切っている。 P1380～ 1335を 切つている。

[規模・平面形]開 口部の長さ (1704)m、 幅339m、 底面の幅0,87m、 深 さ0.67mである。ほぼ南北

方向に伸びているが全体の規模は不明である。

[埋土・堆積状況]黒色上で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでいる。壁は外傾する。底面は緩 く湾曲する。

遺物 (第 120～ 125図 、写真図版102～ 107)

[出土状況]埋土から近世 。近代の陶磁器類21kg、 金属製品、ガラス製品などが出土 している。

[陶磁器]陶器13点 :土瓶の注口 1点 (1303)・ 土瓶の蓋 1点 (1304)。 鉢 2点 (1305。 1306)・ 悟鉢 9

点 (1307～ 1315)・ 碗 1点 (1316)。 磁器34点 :碗 15点 (1323～ 1337)。 猪口 1点 (1338)・ 盃 1点 (1339)。

碗 2′点 (1340。 1341)。 湯呑 1′点 (1342)。 蓋 3′点 (1343～ 1345)・ 皿11′点 (1346～ 1356)。

[金属製品]シ ャベル 1点 (1412)。 寛永通賓 1点 (1413)。 明治 1銭銅貨 1点 (1414)。

[ガ ラス製品]コ ップ 1点 (1421)・ 瓶 1点 (1422)。

時期 出土遺物と遺構の状態から近世以降の溝跡と判断される。また、遺構の状態や出土遺物、位

置関係から、 I遺跡の S D24溝跡 も連続する一連の溝跡と推測される。これらの溝跡は、近世の屋敷

地を囲んでいた区画溝で、S D 127溝跡は、その区画溝の東側の一部と推測される。

(6)土 器 埋 設 遺 構

土器埋設遺構は、G4区から 1基検出された。出土 した陶器から12世紀の遺構 と判断されるもので

ある。常滑窯の甕が倒立で埋設されていた遺構であったと推測される。
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1 検出遺構

S Z01土器埋設遺構

遺構 (第 104図、写真図版88)

[位置・検出状況]G4区 。Ⅲ層で陶磁器片を含む円形状の黒褐色上の広が りとして検出された。検出

した時点で S K121土坑に切 られていた。本遺構の陶器片は S K121土坑埋土にも含まれていた。

[重複関係]S K 121土 坑に切 られている。

[掘 り方の規模・平面形]規模は、開口部径0.87× 0.82m、 底部径0,78× 0.70m、 平面形は円形で、深さ0,13

m。 上部はかなり削平されたものと推測される。

[埋土・堆積状況]黒褐色土で構成される。

[壁・底面]壁・底面はⅢ層を掘 り込んでつ くられている。底面はほぼ平坦で、壁は外傾する。

[土器の埋設方法と土器内部の様子]陶器は口縁部を下にした状態で確認された。破片は胴部から底

部 もあり、本来は倒立で埋設されていた可能性がある。その場合、 S Z01土器埋設遺構は、近世以降

の遺構 (S K 121土坑や S D127溝跡など)構築の際、本来の掘 り込み面より大幅に削平されたと判断

される。埋設土器内部からは、埋土以外に混入物は確認できていない。

[所属施設]S B 103建 物跡の内部に位置するが関係は不明である。単独の遺構 と考えておきたい。

遺物 (第 118図 、写真図版100)

[出土状況]掘 り込み内に、口縁部を下にした陶器の甕片が出土 した。

[国産陶器]常滑窯の甕 1点 (1212a・ b)。 a・ b同一個体である。器形の歪みが著 しい。

時期 12世紀の遺構である。墓の可能性 も考えられるが、性格については定かでない。
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V 南日詰小路口亜遺跡

2出 土 遺 物

(1)出土遺物の概要

南 日詰小路回I遺跡の出土遺物には、縄文時代の上器、石器、古代の上師器、須恵器、石製品、12

世紀のかわらけ、国産陶器、中国産磁器、中世の磁器、近世 。近代の陶磁器、石製品、金属製品、ガ

ラス製品、木製品、土製品、動物遺体、植物遺体などがある。図版は遺物の種別ごとに作成 し、出土

地点別に作成 した。また、出土地点別に異なる種類の遺物の出土状況を把握するため、別に出土地点

別の集成図を作成 した。以下、遣物の種別ごとに詳述する。

(2)縄文時代の遺物

縄文土器 (第 112図 、写真図版97、 第33表 )

縄文土器は1887g出 土 した。1001は深鉢の口縁部破片で、時期は縄文時代中期頃と推測される。

石器 (第 112図 、写真図版97、 第34表 )

石器は凹石 2点、石鏃 1点が出土 した。凹石 2点は、いずれも欠損品で、円礫・亜円礫 を使用 し、

1002は 両面、1003は 片面に円錐状の窪みが形成されている①1004は先端部を欠損する有茎鏃である。

時期の詳細は不明だが、縄文時代の石器と推測される。

(3)古 代 の 遺 物

土師器・須恵器 (第 113～ 115図、写真図版97・ 98、 第35表 )

土師器9,644.2g、 須恵器3,383.4gが 出上 した。掲載 した遺物は土師器12点 、須恵器 7点 である。

主な出土地点は古代の竪穴住居跡 S1101竪 穴住居跡 (1011・ 1023)。 S1103竪 穴住居跡 (1012～

1022・ 1024～ 1027)である。いずれも土師器・須恵器の組み合わせである。 S1103竪穴住居跡は住

居跡全体の 1/3程度の範囲の精査であったが、カマ ド付近を中心 とする範囲から、まとまって遺物

が出土 した。掲載 した遺物は、土師器11点 ・須恵器 4点である。1021は カマ ドの支脚に用いられた小

型の甕である。1024は 底部が丸みを帯びる大型の甕の底部片である。1025'1026は 必である。1027の

須恵器は蓋と推測される破片である。

石製品 (第 115図 、写真図版98、 第36表 )

1030は、表採資料だが、古代の石製品である紡錘車と推測されることから掲載 した。

(4)12世 紀 の 遺 物

かわらけ (第 116図 、写真図版99、 第37表 )

かわらけは、22,1987g出 土 した。掲載 したのは22点 (1294.8g)である。内訳はロクロかわらけ

の大小・手づ くねかわらけの大小がある。ロクロかわらけは、全体に赤みがかる色調で胎土に砂礫が

混 じる特徴がある。手づ くねかわらけは、ロクロかわらけと比べると、胎土に比較的混入物が少なく、

緻密で、薄手につ くられている。手づ くねかわらけは、口縁部を面取 りしているものと面取 りしてい

ないものがあ り、調整は 2段なでと 1段なでがある。 S K 106井 戸跡からは手づ くねかわらけ、SK
l15。 127井戸跡からは、器高の高い碗形のかわらけが出上 している。表中の法量は実測図上での計測

値 (口径・底径は推定値、器高は残存値)で、重量は残存値を示 した。

国産陶器 (第 117～ 119図、写真図版99～ 101、 第38表 )

国産陶器は14,8798g出 上 している。すべて破片である。内訳は常滑窯産・渥美窯産・須恵器系である。
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2 出土遺物

常滑窯産陶器は12,6093g出 上 した。12点 (1201～ 1212)を掲載 した。 S K107井戸跡からは甕 と片

口鉢が出土 した。1204・ 1205は 同一個体の可能性があるが、片口鉢の内外面には黒色の遺物が付着 し、

特に内面には固形化 して付着 している。漆の可能性がある。す りこぎで漆を加工 した容器であったと

推測される。1206は底部片である。1207は、三筋文壺の破片 と思われる。1212は、 S Z 101土 器埋設

遺構出上で、倒立で埋設されていたと推測 される大型の甕である。口縁部から底部まで歪みが非常

に大きい。外面には押印文が施され、内面に輪積痕がある。渥美窯産陶器は2,234.6g出土 した。14点

(1213～ 1226)掲載 した。常滑窯産陶器に比べて比較的胎上が均―で、色調が灰白色である。器種に

は甕と片口鉢がある。須恵器系陶器は359g出 上 した。 2点 (1227・ 1228)すべて掲載 した。

中国産磁器 (第 119図、写真図版 101、 第39表 )

中国産磁器は130.4g出 上 した。すべて破片で、4点すべて掲載 した。器種は壼 (Ⅲ 系)と 碗 (I～ V)・

皿 (V・ Ⅵ)類である。1230は壼類の底部片である。1232は青磁の碗の破片で、蓮弁文が描かれている。

(5)中 世 の 遺 物

中世の磁器は181g出土 した。出上 した 1点 を掲載 した (第 119図、写真図版 101、 第40表 )。 1251

は16世紀の染付の破片である。

(6)近世 。近代 の遺物

陶器・磁器がある。総量24,924.lgが 出上 した。うち59点 (7,860,9g)を 掲載 した (第 120～ 125図、

写真図版102～ 106、 第41表 )。 限られた時間のなかでの図化作業であったため、内容を十分に提示で

きていない可能ケ
性がある。主に S K 121・ 126土坑 。S D127溝跡からの出土 したもので、いずれも近

世の屋敷地に伴う遺構である。 S D 127溝 跡から出上 した陶磁器類は総量約21kgで ある。1301～ 1316

は陶器である。1301は相馬産の腰折碗。1303は 注目、1304は蓋である。1307～ 1315は 悟鉢で、卸 目

の状態から1315は古手のものと判断される。 S K 126土 坑、 S D127溝跡出土の陶磁器類をみると、時

期差はほとんどないようである。器種は、碗・碗蓋・盃・湯呑・皿などがある。碗・皿ともに掲載 し

たものの他に同一のものが 2～ 5個体確認できたものがあ り、複数からなるセットで購入 。使用され

たことがわかる。1322は壽文皿である。1343の 蓋は1324の 椀 とセットである。1344の 蓋は1327の 碗 と

セットである。これらの陶磁器類の時期は17世紀代から19世紀後半に属 し、特に19世紀後半の明治時

代に属するものが多い傾向がある。

(7)石 製 品

石製品は 1点 (487.6g)出土 した (第 125図 、写真図版 107、 第42表 )。 1401は近世の屋敷地に伴 う

S K126土坑から出土 した頁岩製の硯で、縁を一部欠 くがほぼ完形品である。裏面に「明石組第三部

大沼喜悦」の刻線がある。大沼喜悦氏は、大正から昭和初期に生存 した大沼家の祖先であるとの聞

き取 りに元づけば、20世紀前半に使用された硯ではなかったかと判断される。

(8)金 属 製 品

金属製品は4点出土 した。鉄製品 2点・銭貨 2点である (第 125図、写真図版 107、 第43表 )。 1411は、

S K 107井 戸跡の検出時にその平面形とその周囲を跨いで出土 したものである。よって S K 107井 戸跡

より新 しく、時期は近世以降の可能性がある。1412は S D127溝跡出土で、土砂・炭などをす くう際

に使用 したスコップと推測される。柄を差 し込んだと推測される部分には留金具がある。1413は 寛永
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V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

通費 (新寛永、初鋳年1697年 )。 1414は不鮮明ながら龍 1銭銅貨 (明治 6年 (1873)～ 明治21年 (1888)

鋳造)と推測される。

(9)ガ ラ ス 製 品

ガラス製品はコップと瓶各 1点である (第 125図、写真図版 107、 第44表 )。 ともに S D 127溝 跡から

の出上である。1421の コップは透明ガラス製である。1422の瓶の回縁部片でコルク栓 と判断される。

その他に不掲載としたが、ランプの破片 と思われる白色ガラス片が出土 している。

(10)木 製 品

木製品は27点出土 している (第 126～ 131図、写真図版108～ 111、 第45表 )。 出土 した遺構から12

世紀に属するものと近世以降に属するものに大別される。1431・ 1432は 、 S K105井戸跡出上の井戸

枠の縦板で一部を掲載 した。縦板の厚 さは 5 cm前後である。樹種はアスナロである。1433～ 1436は

横桟で、縦板の内側に凸部 と凹部を組み合わせて方形に組まれていた。樹種はクリである。 S K 107

井戸跡から出土 した木製品は多 く、 9点 (1439～ 1447)掲載 した。1439～ 1441の 漆器椀は、内外面

とも黒漆である。部材はケヤキである。1443は折敷の破片か。樹種はアスナロである。1445～ 1447

は部材 と思われ、1445は 中央付近に方形の穿があり、一端が炭化 している。1450は木錘 と思われるが、

表面がかなり風化 している。樹種はクリである。1453は 用途不明の木製品で一部が炭化 している。題

箋の可能性があるか。樹種はアスナロである。 S Kl16か らは容器 と下駄・編物片が出土 した。1454

は挽 き物の漆容器と思われ、内外面に漆 と思われる痕跡がある。樹種はケヤキである。1455は 連歯の

下臥で樹種はケヤキである。1456は竹製の編物片と推瀕1さ れる。外側に藁状の繊維が付着 している。

1457は 連歯の下駄で樹種はクリである。樹種の同定結果については、第Ⅶ章第 1節 を参照されたい。

(11)土 製 品

土製品は、写真のみの掲載で 2点 (94.9g)を掲載 した (写真図版 112、 第46表 )。 S Kl15井戸跡

からの出上である。1501は羽口、1502は 土壁の可能性があるが、小破片のため詳細は不明である。

(12)動 物 遺 体

動物遺体は72.lg出 土 した (写真図版 112、 第47表 )。 確認できた種別は、シカ・ウマである。 SI

103竪穴住居跡のカマ ド付近から焼骨片が出上 している。住E使用時に住人が食 した動物の食べ淳 と

推測される。 S D 101溝 跡からはウマの臼歯片が出上 している。時期は不明である。

(13)植 物 遺 体

植物遺体は種子83.6gが出上 した。全点の観察表を掲載 し、6点 (1521～ 1526)を 写真掲載 した (写

真図版112、 第48表 )① 5点について鑑定を行った結果、モモ・ トチノキ・オニグルミと同定された。

S Kl15井戸跡からはオニグルミ38.8g。 モモ68g・ トチノキ4,lgな ど、種子が比較的多 く出土 した。

炭化材は209.6g出 土 した。 6点 (試料h496・ 498・ 504・ 507・ 511'701)について放射性炭素年

代測定を行った。分析の結果では、第Ⅶ章第 3節 を参照されたい。
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第25表 柱穴観察表

V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

(残存値 )

遣村名 Xl・k 検出面|

供
，

灘
くｍ

Y旺 1梨

(m)
鯉
ｍ

期日剤

`長

れ|

(m)

開日部短‖
(m)

底部長Hl`

(m)

底 部 短

“

I

(m)

差

‐

十
回
　
ｍ

重複関係等
(日 <新 、><は不Hll)

備 考 建 物

P1001 B -5199109 2882621 9227 029 013

P1002 B -5198928 2882005 9218 012 026

P1003 D -5204995 2883526 9220 (020) 025 010 015 IPl査 区外

P1004 D -5204664 2882857 9223 029

P1005 D -5204441 2882743 9222 022 012

P1006 D -520445〕 2882718 9210

P1007 D -5204401 2882665 9218 020 (010) 詞仝 区外

P1008 D 皿 -5204477 2882395 9216 026 019 013

P1009 D Ⅲ -5204531 2882236 9197 (030) 調査区外

P1010 D Ⅲ -5204419 2882033 9218 017

P1011 A Ⅲ -5186626 2870906 9176 032 029 019

P1012 A Ⅲ -5186644 2871023 9227 026

P1013 A Ⅲ -5186537 2870535 9196 070 053 019 013

P1014 A Ⅲ -5186284 2869906 9203 022 020 016 0

P1015 A Ⅲ -5189394 2879355 9236 (045) 0 6 調査区外

P1016 A Ⅲ -5189406 2879177 9238 0 9 P1016<ト レンチ

P1017 A Ⅲ -5189315 2879095 038 018 0 5

P1018 A Ⅲ -5188958 2877748 042 025 019 0 9

A Ⅲ -5188948 2877692 9244 032 020 010 0

P1020 A 皿 -5188941 2877607 9225 013 010 0

A Ⅲ -5188969 2877514 9246 028 016 0

P1022 A Ⅲ -5188801 2877004 9222 052 070 032 030

P1023 C Ⅲ -5199414 2867641 9194 017

P1024 C Ⅲ -5199393 2867677 9226 012 012 020

P1025 C Ⅲ -5199358 2867286 9211 010 010 035 P1026くP1025

P1026 C Ⅲ -5199367 2867295 9209 020 (010) P1026<P1025

P1027 C Ⅲ -5199370 2867385 9206 042 036 0 7

P1028 Ⅲ -5199432 2867415 9214 0 7 013 028

P1029 C 阻 -5199388 2867502 9212 022 0 3

P1030 C Ⅲ -5199385 2867623 9206 040 7 P1030><P1031

P1031 阻 -5199358 2867625 9209 (030) 037 P1030><P1031

P1032 C Il -5199416 286766〕 9214 033 012 028

P1033 C El -5199433 2867690 9219 034 016 027

P1034 C Ⅲ -5199402 2867885 9213 P1034><P1035

P1035 C Ⅲ -5199424 2867911 9199 (030) 022 039 P1034><P1035

P1036 C Ⅲ -5199462 2867887 9222 016

P1037 C Ⅲ -5199504 2867890 9202 048 022 042

P1038 C Ⅲ -5199545 2867874 9225 025 013 019

P1039 C Ⅲ -5199516 286767] 9215 ()40 018 0 4 033 P1039><P1040

P1040 C Ⅲ -5199502 2867658 9232 023 0 5 027 P1040><P1039 底面に礫

P1041 C lll -5199515 2868226 9194 0 5

P1042 C Ⅲ -5 99587 2868269 9205 018 0 4

P1043 C lll 5 99608 2868347 9197 051 023

P1044 C Ⅲ 5 99724 2868378 9243 015 010 P1044く P1045

P1045 C Ⅲ -5 99704 2868361 9218 037 015 035 P1044<P1045

P1046 C ll -5199758 2868444 9242 021 015 013

P1047 C Ⅲ -5199816 2868634 9208 022

P1048 C Ⅲ -5 99689 2868621 9236 (020) (010) 010 010 P1048<P1049

P1049 C Ⅲ 5 99668 2868617 9226 024 P1048<P1049

P1050 C Ⅲ -5199744 2868739 9236 021 013 012 016

P1051 C Ⅲ -5 99773 2868779 9205 010

P1052 C Ⅲ 5 99895 2868839 9227 026

P1053 C Ⅲ -5 99871 2868902 9205 016 012 046

P1054 C Il 5 99906 2868934 9214 03判 020

P1055 C lll -5199952 2869262 9229 025 013 020

P1056 C ] -5199908 2869347 9228 023 022

P1057 C 皿 -5200074 2869444 9226 023

P1058 C Il -5200087 2869384 9218 032

P1059 D Ⅲ -5203612 2879668 9138 067

P1060 D Ⅲ -5203489 2879798 9143 024 028

D Ⅲ -5203405 2879574 9148 015

P1062 C Ⅲ -5 99639 2868125 9228 027 022 011

P1063 C Ⅲ 5 99608 2868144 9218

P1064 C Ⅲ -5 99588 2868181 9209 027

P1065 C Ⅲ 5 99609 2868220 9201 018

C Ⅲ 5 99692 2868262 9236

P1067 C Ⅲ -5 99815 2868334 9215

P1068 欠呑 久呑 欠番 欠番 欠番 欠否 久脊 欠春 欠春 欠 番 欠番 欠番 久 呑

欠呑 欠呑 欠碁 欠番 欠番 欠番 欠番 欠春 欠春 欠番 欠番 欠各 欠 脊

P1070 欠呑 欠今 欠香 欠合 欠番 欠番 欠番 欠番 欠番 久 各 久呑 欠番 欠 合

Ⅲ -5189762 2880344 9239 025 012

P1072 Ⅲ -518985] 2880425 9236 028 022 011 0'Э
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第25表 柱穴観察表 (残存値 )

遺構名 区 域 検 出而
X座標
(m)

Y座標
〈m)

Z座標
(m)

開日部長引

(m) (m)

底部長軸
(m)

底部短軸
(m)

差

，

高

ｍ

比

く
重複関係等

(日 <新 、>く は不明)

備 考 建 物

P1073 E2 Ⅲ -5189757 2880474 9226 (020) 017 P1073><P1074
P1074 Ⅲ -5189733 2880472 9217 (030) (030) P1074>く P1073
P1075 E2 皿 -5189675 2880481 9223 027 015 008
P1076 E2 Ⅲ -5189852 2880592 9230 020 014 012
P1077 Ⅲ -5189678 2880670 9229 (035) (030) 016 017 P1077><P1078
P1078 Ⅲ -5189659 2880659 9230 (030) (030) P1078><P1077
P1079 E2 Ⅲ -5189586 2880728 034
P1080 E2 Ⅲ -5189669 2880791 9234

P1081 皿 -5189585 2880846

P1082 E2 Ⅲ -5189658 2881009 9220 023 023
P1083 E2 Ⅲ 5189586 2881042 025 022
P1084 E2 Ⅲ -5189830 2880851 9220 (030) P1084><P1085
P1085 E2 Ⅲ -5189822 2880825 035 (030) P1085><P1084
P1086 E2 皿 5189434 2881302 9217 026
P1087 E2 Ⅲ -5189951 2881069 9217 065 055 037
P1088 E2 Ⅲ -5189473 2881217 9223 022 0 0

P1089 E2 Ⅲ -5189622 2881418 020 0

P1090 E2 Ⅲ -5189708 2881446 9187 0

E2 Ⅲ -5189640 2881152 027 0

P1092 E2 Ⅲ -5189615 2880493 020 Prl査区外
検出のみ

P1093 E4 -5189795 2879383 046 025
P1094 E4 -5189989 2879255 027
P1095 -5189868 2879122 9227

P1096 E4 -5189837 2879234 9233

P1097 E4 -5189805 2879194 9232 017
E4 -5189671 2879101 016 調査 区外

P1099 E4 -5 89725 2879088 9234 043 009
Pl100 E4 5 2879068 039 011
Pl101 El 5 89415 2878038 059 028
Pl102 El -5 89450 2877616 9252

Pl103 E3 -5190134 2880296 9229 028
Pl104 Ⅱ -5190127 2880212 9228 017
Pl105 -5190146 2880187 9226 023 027
Pl106 G6 -5212751 2889332 022 008
Pl107 G6 Ⅲ -5212561 2889504 (020) 012 008 調査 区外

P G6 Ⅲ -5212515 2889404 02

P G6 Ⅲ -5212545 2889254 9 007
P 10 G6 Ⅲ -5212405 2889356 9195 026 022 Pllll<Pll10
P G6 Ⅲ -5212435 2889333 055 030 Pllll<Pll10
P G6 Ⅲ -5212262 2889279 9 0 0

P 3 Ⅲ -5212117 2889236 9 94 0 2

P G6 Ⅲ -5212180 2889325 9200 022 0 3

P 5 G6 Ill -5212008 2889269 024 0 4

P 6 G6 皿 -5212065 2889154 9205 020 0 011
P G6 Ⅲ -5211992 2889325 015 (010) 訓査区外
P 8 G6 Ⅲ -5211865 2888901 0 019

9 G6 Ⅲ -5211665 2889055 9200 021 012
P G6 Ⅲ -5211573 2888867 9177 057 016 033
P G6 Ⅲ -5211383 2888977 9204 009
P G6 Ⅲ -5211215 2888816 9173 047 039 038
P G6 Ⅲ -5211046 2888897 9 026
Pl124 G6 Ⅲ -5212431 2889146 9 99 026 Pll10<P1124
Pl125 G6 Ⅲ -5210640 2888839 9 057 028
Pl126 G6 Ⅲ -5210689 2888497 9 045 (025) 調査 区外

Pl127 G6 Il -5209858 2888593 012 007 SBl13
Pl128 G6 Ⅲ -5209900 2888453 022 015 SBl13
Pl129 G6 Ⅲ -5209940 2888283 023 013 SBl 3

G6 Ⅲ -5209677 2888546 9 SBl13
P G6 Ⅲ -5209726 2888426 9 SBl13
P G6 皿 -5209770 2888251 9 SBl13

G6 lll -5209665 2888314

P G6 Ⅲ -5210036 2888310 9 023 011
P G6 Ⅲ -5212615 2889498 020

G6 Ⅲ -5212623 2889404 025 011
P G6 Ⅲ -5212325 2889140

P G5 El -5208170 2887719 022
39 G5 Ⅲ -5207878 2887738 022 029

P G5 Ⅲ -520785] 2887650 017
Ⅲ -5190029 2878769 011 025
Ⅲ -5189962 2878741 013
Ⅲ -5189876 2878730 025
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第25表 柱穴観察表

V 南日詰小路口Ⅱ遣跡

(残存値 )

道構 名 区 域 検 出面
X座標

(m)

Y座標

(m)

Z座標

(m)

開日部長引I

(m)

開日罰
`短

11

(m)

底古Ь長軸
(m)

底 都 短 軸

(m)

差

，

古
回
ｍ

重複関係等
(十 日<新、>くは不り1)

備 考 建 物

P E5 Ⅲ 5189936 2878826 025

P E5 Ⅲ 5189901 2878871 025 012

P G2 Ⅲ 5188231 2881287 9217 027 023 005 023

P G2 Ⅲ -5188539 2881366 008

P G2 Ⅲ -5188211 2881109 9222 028 020 017

P G2 Ⅲ -5188349 2881306 9197 037 012

P G2 Ⅲ -5188362 2881339

P 51 G2 Ⅲ -5187953 2881313 028 023

P G2 Ⅲ -5188250 2881381 9226 024 011

P G2 Ⅲ -5188208 2881461 9227 021 0 2

P G2 Ⅲ -5188287 2881552 9207 010

Pl155 G2 Ⅲ -5188343 2881563 0 2

Pl156 G2 -5188429 2881607 0 2 005 016 調査区外

Pl157 G2 Ⅲ -5188526 2881636 028 調査 区外

Pl158 G2 -5188588 2881655 9225 014 012 023 調 査区外

Pl159 G2 -5188496 2881476 9215 029 029 027

Pl160 G2 -5188593 2881469 028

G2 -5188644 2881650 9223 032 025

Pl162 G2 -5188777 2881659 9213 027

Pl163 G2 -5188824 2881562 035 009

Pl164 G2 -5188846 2881533 9220 024 023

Pl165 G2 -5188861 2881513 9222 024 022 015 022

P 166 G2 Ⅲ -5188890 2881580

P G2 皿 -5188925 2881637 026 013

P G2 Ⅲ -5188908 2881719 9211 012

P G2 Ⅲ 5188882 2881764 008 調査 区外

P G2 Ⅲ -5189056 2881746 028 023

P 171 G2 Ⅱ -5189247 2881410 9223

P G2 Ⅲ 5189221 2881439 023 021 008

P G2 Ⅲ -5189178 2881535 9222 006 022

P G2 Ⅲ -5189231 2881703 9232 027 0 8

P G2 Ⅲ -5189337 2881605 035 0 5 033

P G2 Ⅲ -5189306 2881773 9210 5

P G2 Ⅲ -5188004 2881222 9206 025 024

P 78 G2 Ⅲ -5187904 2881047 9208

P 79 G2 Ⅲ -5187865 2881226 8

P G2 Ⅲ -5187908 2881089 0 008

P G2 Ⅲ -5187867 2881292 9223 0 2

P 82 G2 Ⅲ -5188103 2881284 2 023

P G2 El -5188178 2881282

P G2 Ⅲ -5187962 2881372 9205

P G2 Ⅱ -5187939 2881437 9198 011

P G2 lll -5188426 2881473 9226 025 023

P G2 Ⅲ -5188562 2881488 9221 027 022

P G2 Ⅲ -5188921 2881556 030 022

P G2 Ⅲ -5189550 2881893 9212 3 035

Pl190 G2 Ⅲ -5189658 2881579 9208 0 033

G2 Ⅲ -5189748 2881888 056 036 0

Pl192 G2 ll -5188082 2881459 9216 020 2 025

Pl193 G2 Ⅲ -5188085 2881095 9227 027 023

P1194 G2 Ⅲ -5188467 2881179 9219 020 0 0 調査 区外

Pl195 G2 lll -5188633 2881387 042 0 4

P1196 G2 Ⅲ -5188449 2881499 9212 0 2

Pl197 G2 Il -5188567 2881619 9215 0 0

Pl198 G2 Ⅲ -5188953 2881311 (035) (030) (010) 017 S1103<P1198 調査区外

Pl199 G2 皿 -5189125 2881513 024 S1103<Pl199

P1200 G5-1 Ⅲ -5208002 288626] 調査 区外

P1201 G5-1 Ⅲ -5208478 2887714 029

P1202 G5-1 Ⅲ -5208013 027

P1203 G2 Ⅲ 5188152 2881067 9228 022

P1204 G3 Ⅲ 5196475 288377〕 9172 033

P1205 G3 Ⅲ 5196253 2883787 9225 033 017 P1205<SD122 SB10]

P1206 G3 Ⅲ 5196118 2883791 012 SB101

P1207 G3 Ⅲ 5195957 2883790 042 032 SB101

P1208 G3 皿 5195775 2883786 SB10]

P1209 G3 Ⅲ 5195625 2883726 9195 023

P1210 G3 Ⅲ -5195484 2883732

P1211 G3 Ⅲ 5195781 2883646 026 023 012 029

P1212 G3 Ⅲ -5195850 2883733 9213 022

P1213 G3 Ⅲ -5195885 2883718

P1214 G3 Ⅲ -5196223 2883877

P1215 G3 Ⅲ -5196062 2883886 9196 025
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第25表  柱穴観察表 (残存値 )

迫柑 名 区 域 検 出面i

X座標
(m)

Y座標

(m)

Z座標
(m)

対日部長剌
(l■a)

附日部短刺
(m)

底部長れれ
(na)

底部短軸
(m)

比高差
(m)

重複関係等
(旧 く,i、 >く は不明)

備 考 建 物

P1216 G3 Ⅲ -5196241 2884012 9223 037 033 017 SB101

P1217 G3 Ⅲ -5196105 2883999 9225 SB101

P1218 G3 Ⅲ -5195946 2883956 9215 022 022 008

P1219 G3 Ⅲ -5196731 2884245 9199 (040) 040 調査 区外

P1220 G4 皿 -5202058 2885870 9196 (055) 055 調介 1狂外

P1221 G4 Ⅲ -5201741 2885502 049 025 SB106

P1222 G4 Ⅲ -5201962 2885520 9196 075 P1222<P1223

P1223 G4 Ⅲ -5201948 2885485 9194 041 P1222<P1223 SB106

P1224 G4 Ⅲ -5202122 2885478 045

P1225 G4 Ⅲ -5201732 2885668 049 047 037 P1225>P1226

P1226 G4 皿 -5201794 2885701 9174 065 060
P1226<P1225
P1227<P1226

SB105

P1227 G4 Ⅲ -5201820 2885700 (030) 030 (020) 033 P1227<P1226

P1228 G4 Ⅲ -5201946 2885730 9214 035 030 021

P1229 G4 Ⅲ -5202000 2885672 9179 046 055 SB105

P1230 G4 Ⅲ -5202065 2885619 9190 062

P1231 G4 Ⅲ -5202126 2885642 9196 054

P1232 G4 Ⅲ -5202125 2885704 9207 020 022

P1233 G4 Ⅲ -5202165 2885712 032 025

P1234 G4 Ⅲ -5202316 2885530 (040) (040) 032
調査区外
底面に礫

P1235 G4 Ⅲ -5202154 2885839 9190 056 SB104

P1236 G4 Ⅲ -5202249 2885836 9195 柱 SB104

P1237 G4 Ⅲ -5202339 2885972 9173 (050) 「ll査 区外

P1238 G4 El -5202289 2885885 9206 (070) 025 P1238<1341 P1243

P1239 G4 Ⅲ -5202312 2885721 9191 035 032 008

P1240 G4 Ⅲ -5202271 2885678 9198 026 012

P1241 G4 Ⅲ -5202321 2885747 9210 042 022

P1242 Ⅲ -5202309 2885794 9194 035 038 P1243<P1242 P1342

P1243 Ⅲ -5202330 2885826 9188 (050) (050) 029 P1243<P1242 P1342 SB104

Pl蟄 4 Ⅲ -5202349 2885885 9210 015

P Ⅲ -5202309 2885936 9204 043 015 柱

P Ⅲ -5202298 2885620 9 84 071 P1247<P1246

P Ⅲ -5202349 2885640 9 (060) (050) P1247<P1246

P Ⅲ -5202447 2885800 9 075 P1335<P1248 SB104

P G4 Ⅲ -5202581 2885786 9 099 072 053 053 P1250<P1249 SB104

P1250 G4 Ⅲ -5202618 2885774 9189 (040) 035 020 020
P1250<P1249
P1251<P1250

P G4 Ⅲ -5202652 2885795 9196 (055) (040) (035) 035 P1251<P1250

P1252 皿 -520273雪 2885779 9172 055 020 SK122<P1252 SB104

P1253 G4 Ⅲ -5202585 288594ユ 9179 078 067

P1254 G4 Ⅲ -5202591 2885860 9200 022

P1255 G4 Ⅲ -5202708 2885849 050 P1255<SK122

P1256 G4 Ⅲ -5202747 2886014 9144 底面に礫 SB104

P1257 G4 Ⅲ -5202983 2886213 9178 SB107

P1258 G4 Ⅲ -5203050 2886206 9187 041
下端未計測
底面に礫

P1259 G4 Ⅲ -5203142 2886211 9185 SB107

P1260 G4 Ш -5203345 2886195 9197 032 022 SB107

P1261 G4 Ⅲ -5203538 2886161 9194 023

P1262 G4 Ⅲ -5203105 2885950 9186 (050) 028 P1262><P1263

P1263 G4 Ⅲ -5203134 2885941 9188 (050) 025 P1263><P1262

P1264 G4 Ⅲ -5203179 2885978 9191 SB108

P1265 G4 Ⅲ -5203169 2885844 (040) 013 調杢 区外

P1266 G4 Ⅲ -5203283 2885896 9191 032

P1267 G4 Ⅲ -5203342 2885967 029 SB108

P1268 G4 Ⅲ -5203459 2886008 9194 015

P1269 G4 Ⅲ -5203518 2885959 9200 028 023 010 SB108

P1270 G4 Ⅲ -5203553 2886038 9191 057

P1271 G4 Ⅲ -5203671 2886014 9188 024 SB109

P 272 G4 Ⅲ -5203576 2886234 9195 062 P1273<P1272

P G4 Ⅲ -5203601 2886257 9197 (020) P1273<P1272

P 274 G4 Ⅲ -5203687 2886192 9195 037 022 柱 SB109

P G4 Ⅲ -5203673 2886225 9214 007

P 276 G4 Ⅲ -5203689 2886262 9215 033 024

P G4 Ⅲ -5203697 2886370 9195 035 022 村 SB109

P G4 Ⅲ -5203720 2886399 038 029 023 017 P1278<カ クラン

P1279 G4 Ⅲ -5203699 2886435 (025) (010) (0151 E「l杢区外

P G4 El -5203456 2886226 9193 034 020

P G4 Ⅲ -5203978 2886114 9198 (025) (010) 調査 区外

P G4 Ⅲ -5203992 2886160 9192 054 025 狛| SBl10

P G4 Ⅲ -5203995 2886219 018 013
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第25表 柱穴観察表

V 南 日詰小路口H遺跡

(残存値 )

l Fl構 名 FX域 検出而
X座標

(m)

Y座標
(m)

畔
ｍ

用日部長ll

(m)

開日部短軸
(lan)

底剖
`長

lll

(m)

底都短莉

`(m)

比 高 差

(m)

立複関係等
(十 日く和i、

>く は不明)

備 考 建 物

P G4 Ⅲ -5204076 2886166 9 04 SB

P 285 G4 Ⅲ -5204073 2886272 9 053 SB 10

P G4 Ⅲ -5204075 2886354 9 053 041 030 柱 3B 10

P G4 Ⅲ -5204006 2886345 9 049 033 柱 SB 10

P1288 G4 Ⅲ -5204193 2886266 9 053 柱 SB 10

P1289 G4 Ⅲ -5203556 2886391 9211 (020) (010) 017 .l・l査区外

P1290 G4 Ⅲ -5203930 2886350 9176 (095) 037 P1290<カ クラン

P1291 G4 Ⅲ -5203783 2886364 9182 (070) 033 P1291<カ クラン

P1292 G4 Ⅲ -5204558 2886549 9184 045 037 P1292<カ クラン SBlll

P1293 G4 Ⅲ -5204856 2886560 9217 011

P1294 G4 Ⅲ -5204906 2886457 9208 012

P1295 G4 Ⅲ -5205328 2886841 9186 043 026 SBl12

P1296 G4 Ⅲ -5205325 2886888 9190 072

P1297 G4 Ⅲ -5205271 2886955 9203 033

P1298 G4 Ⅲ -5205348 2886981 95 057 017 SBl12

P1299 皿 -5205503 2886952 9 025 SBl12

P1300 G4 Ⅲ -5205476 2886813 9 047 015 035 SBl12

P1301 G2 Ⅲ -5188731 2881421 026 047 P1345<P1301

P1302 G4 lll -5205406 2886724 9 78 033 013 P1302><SK125

P1303 G4 Ⅲ -5205635 2886811 9208 (025) (020) 015 P1303<カ タラン

P G4 lll -5205363 2886729 9177 035 P1304>く SK125

P G4 ll -5204433 2886551 063 058 016 P1305<カ クラン SBlll

P G4 Ⅲ -5204319 2886554 9184 071 SBlll

P G4 ll -5204200 2886552 9200 058 SBlll

P G4 Ⅲ -5203033 2885991 035 (015) (010) 006 P1305<P1309 SK12( SB108

P G4 ll -5203051 033 029 015 P1308<P1309

P G4 Ⅲ -5202529 2885735 P1310><SKl19

P Il -5202430 2885615 066 042 P1311><SK119 柱

P G4 Ⅲ -5202476 2885723 055 023 P1312><SKl19

P G4 皿 -5202711 2885683 9210 (030) 030 (025) 調査 区外

P G4 Ⅲ -5203006 2885905 9177 075 038 023 P1314><SK120

P G4 Ⅲ -5202759 2885915 9168 111 038 SB104

P G4 Ⅲ -5202738 2886098 9194 (050) (045) 050 調査 区外 SB104

P G4 Ⅲ -5201599 2885721 9188 (040) 026 053 調査 区外 SB105

P G4 Ⅱ -5201571 2885577 9197 059 041 P1318<SK121 SB103

P1319 G4 Ⅲ -5201356 2885568 9196 075 070 P1319><SK121 SB103

P1320 G4 Ⅲ -5201075 2885572 9184 078 056 SB103

P1321 G4 Ⅲ -5201568 2885357 9195 058 032 042 SB103

P1322 G4 Ⅲ -5201319 2885339 9202 067 059 043 SB103

P1323 G4 Ⅲ -5201079 2885329 9217 055 P1323><SD127 SB103

P1324 G4 Ⅲ -5201180 2885366 9196 021 019 040 P1324><SD127

P1325 G4 Ⅲ -5201260 2885421 9198 037 018 039 P1326くP1325

P1326 G4 Ⅲ -5201265 2885468 9195 (035) (035) 010 P1326<SK121 P132f

P1327 G4 Ⅲ -5201093 2885503 9220

P1328 G4 Ⅲ -5201003 2885481 9211 033

P1329 G4 Ⅲ -5202386 2885678 9209 040 P1329><SKl19 柱

P1330 G4 Ⅲ -5200362 2885287 9183 066 底面 に礫 SB102

P1331 G4 Ⅲ -5200367 2885041 9187 (050) (040) 調査 区外 SB102

P1332 G4 Ⅲ -5200116 2885029 9193 076 072 060 底面 に板 SB102

P1333 G4 Ⅲ -5199870 2885017 9187 078 069 068 SB102

P1334 G4 Ⅲ -5199656 2885006 9222 057 029 SB102

P1335 Ⅲ -5202441 2885814 9147 (HO) 077 P1335くP1248

P1336 G4 Ⅲ -5202603 2886031 9181 032 028 024

P1337 G4 Ⅲ -5200821 2885569 9215 P1337<SK127 SB103

P1338 G4 Ⅲ -5200575 2885406 9188 027

P1339 G4 Ⅲ -5201006 2885419 9212 029 028 026

P1340 G4 Ⅲ -5202223 2885893 9188 048 029 022 P1340><P1341

P1341 G4 Ⅲ -5202273 2885957 9183 P1341>く Pl割0 調査 区外

P1342 G4 Ⅲ -5202303 2885800 9190 (010) (010)
P1342<P1242
P1243<P1342

P1343 G4 Ⅲ -5200995 2885384 9196 030 038 P1343><SD127

P1344 G4 Ⅲ -5202453 2885948 9134 (100) P1344<P1335

G2 Ⅲ 5188749 2881420 9211 (020) (030) P1345<P1301

G4 Ⅲ 5199866 2885265 9210 底面 に礫 SB102

G4 Ⅲ -5199982 2885365 9212 035

G4 Ⅲ -5200374 2885402 9216 025

G4 Ⅲ -5200370 9222 022 015 027

G4 Ⅲ -5200345 2885384 9207 053

-181-



1 
  
 

第
26
表
 

土
坑

。
井

戸
跡

観
察

表
∞ ぶ
つ

|

(残
存

値
)

遺
構

名
性

格
区

域
検

出
面

X座
標

(m
)

Y座
標

(m
)

騨 ｍ
平

面
形

開
口

部
長
軸

方
向

(N
―

x°
―
E)

部 軸

―

口 　 　 ｍ

開 長

ｔ

開
口
部

短
軸

(m
)

部 軸 ナ
ｍ

底 長 く

部 軸

， ｍ

底 短 く

騰 ω
里

上
の

地
積

状
況

(上
位

→
下

位
)

属 設
付 施

重
複

関
係

(I
日

<コ
千、
 >
<は

不
明

)

時
 

期
備
 

考
酌 ｈ

卿 血

SK
10
1

土
坑

D
-5
20
43
49

28
81
75
2

円
形

07
7

07
2

黒
掲

色
土

な
し

不
明

SK
10
2

土
坑

D
-5
20
49
22

28
84
21
4

円
形

?
黒

褐
色

土
 

黒
色

土
な

し
不

明
調

査
区

外

SK
10
3

土
坑

A
51
89
53
1

28
79
29
8

92
05

楕
円

形
11
0

黒
掲

色
土
 
黒
色
土
 
暗
掲

色
土

な
し

不
明

掘
り
過

ぎ
80

SK
10
4

土
坑

C
51
99
99
5

28
68
99
9

円
形

?
76

(0
45
)

08
7

黒
褐

色
土
 
暗
褐

色
土

な
し

S1
10
2<
SK
10
4

不
明

SK
10
5

井
戸

跡
C

-5
20
00
08

28
69
55
7

楕
円

形
黒
褐

色
土
 

に
ぶ
い
責
掲
色

上
 
褐
色
土

な
し

古
代

井
戸
枠

SK
10
6

井
戸
跡

Ⅲ
51
89
98
5

28
80
88
7

円
形

08
8

13
9

黒
掲

色
土
 
黒
色
土

な
し

12
世

紀

SK
10
7

井
戸

跡
51
89
83
0

28
80
98
2

円
形

07
7

黒
掲

色
土
 
暗
褐

色
土
 
黒
色
土

な
し

12
世

紀

SK
10
8

井
戸
跡

51
89
84
8

28
81
40
9

9
円

形
黒
褐

色
土
 
黒
色
土

な
し

12
世

紀

SK
10
9

井
戸
跡

51
90
20
6

28
80
39
3

9
円

形
11
9

黒
褐

色
土
 
黒
色
土
 
黄
褐

色
土

な
し

12
世

紀

SK
l1
0

井
戸
跡

51
93
50
5

28
78
46
2

9
円

形
11
9

黒
褐
色

土
 
褐

色
土
 
暗
掲

色
土

な
し

12
世

紀

SK
ll
l

土
坑

-5
20
79
51

28
87
59
5

9
円

形
?

黒
色

土
な

し
不

明
調

査
区

外

SK
l1
2

土
坑

G5
Ⅲ

-5
20
76
34

28
87
69
2

円
形

-
24

07
6

黒
色
土
 
黒
掲

色
土

な
し

不
明

SK
3

土
坑

G5
Ⅲ

-5
20
75
85

28
87
88
3

円
形

P
(0
70
)

05
0

(0
50
)

黒
色
土
 
褐

色
土

な
し

不
明

調
査

区
タ
ト

SK
l1
4

土
坑

G5
Ⅲ

-5
20
69
24

28
87
60
7

円
形

黒
色

上
 
暗
褐

色
土
 
黒
褐

色
土

な
し

不
明

調
査

区
外

SK
l1
5

井
戸
跡

G2
皿

-5
19
01
15

28
81
91
7

円
形

44
14
0

12
9

早
褐
色
上
 
黒

色
土

な
し

12
世

紀

SK
井
戸
跡

G2
Ⅲ

-5
19
02
01

28
81
67
6

91
11

円
形

11
4

13
2

責
掲

色
土
 
黒
褐

色
土
 
褐

色
土
 
黒
色
土

な
し

12
世

孝
己

SK
17

土
坑

Ⅲ
-5
19
92
16

28
84
67
3

円
形

?
(0
40
)

02
0

暗
褐

色
上
 

に
ぶ
い
費
褐
色

土
な

し
不

明
調

査
区

外

SK
土

坑
Ⅲ

-5
20
18
67

28
85
60
1

楕
円

形
-8
7

06
5

黒
褐

色
土

な
し

不
明

SK
l1
9

土
坑

Ⅲ
-5
20
24
64

28
85
65
9

楕
円
形

?
黒
褐
色

土
 
黒
色
土

な
し

SK
l1
9<
P1
31
0

～
13
12
 1
32
9

近
世

以
降

調
査

区
外

10
2

SK
12
0

土
坑

G4
皿

-5
20
29
60

28
85
90
5

長
方
形

-9
0

12
6

黒
色

土
 

灰
色

土
な

し
SK
12
0<
P1
30
8

近
世

以
降

86

SK
12
1

土
坑

G4
Ⅲ

-5
20
14
25

28
85
54
2

92
25

長
方

形
7

32
4

01
1

黒
掲
色

土
 H
音

褐
色
土

な
し

SK
12
1<
P1
31
8

13
19
 S
21
01

近
世
以

降

土
坑

G4
Ⅲ

-5
20
28
27

28
85
82
2

91
93

楕
円

形
P

(2
15
)

(2
00
)

黒
色

土
な

し
SK
12
2<
P1
25
2

近
世
以

降
調
査

区
外

土
坑

G4
Ⅲ

-5
20
11
16

28
85
43
3

長
方
形

07
5

09
8

06
8

黒
褐

色
土

な
し

近
世

以
降

SK
土

坑
G4

Ⅲ
-5
20
11
61

28
85
65
8

92
26

長
方
形

?
(1
70
)

(1
50
)

01
1

黒
褐

色
土

な
し

SK
12
4<
SK
12
1

近
世

以
降

調
査

区
外

SK
土

坑
G4

皿
-5
20
53
69

28
86
65
0

長
方

形
P

(2
20
)

15
0

黒
色

土
な

し
SD
12
6<
SK
12
5

近
世
以

降
訓
査

区
外

87

SK
12
6

土
坑

G4
Ⅲ

-5
20
07
06

28
85
15
2

91
19

楕
円
形

2
10
7

06
5

黒
色

土
な

し
SK
12
6<
SD
12
7

近
世
以

降

SK
12
7

土
坑

G4
Ⅲ

-5
20
09
08

28
85
52
1

円
形

-1
7

17
1

黒
褐

色
土
 

黒
色

土
・

に
ぶ

い
黄

褐
色

土
暗
褐

色
土
 
褐

色
土

な
し

SK
12
7く

P1
33
7

12
世

紀

SK
12
8

土
坑

G4
Ⅲ

-5
20
02
47

28
85
15
8

円
形

-3
04
5

04
2

黒
色

土
 

暗
褐

色
土

な
し

SK
12
8<
SD
12
7

近
世

以
降

88
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第
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表
 

土
器

埋
設
遺
構

観
察
表

(残
l●
L)

遺
構

名
性

格
区

域
検

出
面

座
標

値
X

(m
)

座
標

値
Y

(m
)

座
標

値
Z

(m
)

平
面

形
長
軸

方
向

(
N―

x°
一
E)

騨 て
ｍ

幻
口

部
中厘

(m
)

部 ｍ

底 て
比

高
差

(m
)

埋
上

の
堆
積
状

況
(上

位
→
下
位

)

付
属
施

設
重

複
関
係

(旧
<新

、
><
は

不
明

)

時
 

期
備
 

考
酌 血

翻 比
SD
10
1

溝
跡

B
Ⅲ

-5
19
80
96

28
79
71
5

直
線

-8
(1
56
)

黒
色

土
な

し
不

明
調
査

区
外

SD
10
2

溝
跡

B
Ⅲ

-5
19
81
24

28
79
72
1

直
線

-8
(1
58
)

黒
色

土
な

し
不

明
調
査

区
外

SD
10
3

溝
跡

D
Ⅲ

-5
20
51
66

28
84
45
8

92
01

直
線

(8
04
)

07
6

03
9

黒
褐

色
土
 

黒
色

土
な

し
不

明
調

査
区

外

SD
10
4

薦
弥

D
Ⅲ

-5
20
52
94

28
84
93
3

直
線

(5
15
)

10
7

08
5

黒
色

土
な

し
12
世

紀
調
査

区
外

SD
10
5

溝
跡

D
Ⅲ

-5
20
40
35

28
81
08
4

直
線

-2
2

17
1

黒
褐

色
土
 

黒
色

土
 

暗
褐
色
土

な
し

不
明

調
査

区
外

89

SD
10
6

溝
跡

A
Ⅲ

-5
18
92
72

28
78
30
4

92
34

直
線

74
41
5

09
9

黒
褐

色
土
 
黒
色
土

な
し

不
明

SD
10
7

溝
跡

D
Ⅲ

-5
20
34
97

28
79
39
5

湾
曲

黒
褐

色
土
 

黒
色

土
 

赤
灰

色
な

し
不

明
調
査

区
外

SD
10
8

濤
跡

C
Ⅲ

-5
19
99
77

28
69
16
6

92
30

直
線

-1
4

02
8

黒
褐

色
土

な
し

不
明

「
Fl
査

区
外

SD
10
9

溝
跡

C
Ⅲ

-5
20
02
16

28
69
66
8

92
28

直
線

(0
76
)

04
2

02
8

黒
掲

色
土

な
し

不
明

調
査

区
外

SD
l1
0

溝
跡

C 
F3

Ⅲ
-5
20
24
13

28
75
23
6

92
04

,今
曲

11
5

黒
褐

色
土

な
し

不
明

P1
4査

区
外

SD
11
1

溝
跡

El
Ⅲ

-5
18
97
55

28
78
38
6

直
線

05
7

02
7

黒
掲
色
土

な
し

不
明

SD
l1
2

溝
跡

Ⅲ
-5
18
93
21

28
77
27
4

92
26

直
線

(6
51
)

02
9

黒
褐

色
土
 

黒
色

土
 

暗
褐
色
土

な
し

不
明

調
査

区
外

SD
13

溝
跡

El
Ⅲ

-5
18
94
60

28
77
81
3

直
線

黒
掲

色
土

な
し

不
明

調
査

区
外

SD
l1
4

溝
跡

Fユ
Ⅲ

-5
19
27
23

28
78
63
9

92
17

直
線

11
0

黒
色
土

な
し

不
明

SD
l1
5

溝
跡

Ш
-5
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2 出土遺物

第29表 出土地点別かわらけ重量表  土坑・井

竪穴住居跡 (SI)

No 区 出土地点 屠位 重量債)

1 S1103 底 面 (No7) 223

合,

柱穴 (P)
酪 区 出土地点 解位 菫

=債
)

1 A 埋土上位

2 C P1036 埋土上位

3 P1072南 半 埋 Ll屑

4 P1073西 半 埋 土 層

5 P1079前 半 埋 十 層

6 P1086南 半 埋 土 層

7 P1091南 半 埋 土 層 44

8 P1091北 半 J■ 燿

9 P1094 埋 土 13

10 P1096 埋 土 12

P1097 埋 土 21

El 101北 半 埋上3層

13 EI 102南 半 埋 上

14 104 Jヒ Jと 埋± 1層

15 埋 土

16 埋 十

17 G6 P 埋 上

18 G6 P 埋 上

P 埋 土

P 13Э 埋 土

P Jヒニト 埋 il層 10

P lll土

P 147 埋 土

P 148 埋 上

P 埋 十

P 153 埋 土

27 P 154 埋 土

P 155 埋 北 222
P 埋 土 37
P 埋 土

3 P 士電土

P 埋 土 533

P 埋 土 447
P 理 土

P 埋 土 11

Pl166 哩 土

37 Pl167 哩 土

Pl172 埋 土

Pl178 埋 土

Pl179 埋 土

Pl182 埋 土

Pl184 埋 土

Pl186 埋 土

G2 Pl187 埋 土

Pl189 埋 土

PH9] )堅 Jを 55]

47 Pl192 ,L」
=

Pl194 埋 土

Pl196 埋 土

Pl198 埋 土

51 P1200 埋 土

P1214 埋 土

53 P1221 埋 土

P1222西 半 埋± 1層

P1223菌 半 埋±1層 167

P1229西 半 埋上 1層 19

P1240 埋 土

P1242 埋 土

P1247 l■土 988
P1301 埋 土

61 P1310 埋 土

G4 P1317 埋 土

G均 P1320 埋 土

P1321 理 土

P1324 埋 土

P1327 哩 土 51

67 P1328 埋 土

68 P1330 埋 上

P1345 埋 ■

新PI 南 半

合;「 10143

戸跡 (SK
No 区 出土地点 眉 位 (o

1 A SK105引 ヒ半 埋土①層 162

2 C SK105 埋 土 l層 93

3 C SK105 埋±2層 639
4 C SK105 ltF上 5層 13

5 C SK105 埋土上部

6 C SK105】 ヒ半 埋
=L③

層
7 C 3K105束半 埋上①層下ll

8 C SK105西 半 埋 土③層

C SK105 井戸枠内

C SK105 !出 面

1523

11 SK106東 半 埋 ±1層

12 SK106束 半 埋 上下位

13 SK106東 封1 埋土下位 (黒掲土) 4591

14 SK106西 半 埋上 1層

SK106西 半 埋上4層

16 SK106
17 SK106 埋 土

小 計 7402

SK107南 半 埋±1層 5886

SK107南 半 埋上 中位黒褐十 2202

SK107南 半 埋土上位 1107

SK107 J陛 半 埋土最 li件

SK107 Jヒ 半 埋± 1層

SK107 J監 半 哩±2屑 1202

SK107北 半 l■ J13層

SK107ヨ ヒ半 埋±4層

SK107〕 ヒ半 埋±5層

SK107 埋 ±5層

/1、 討 1,5333

SK108南 半 埋上 1層 553
SK108南 半 埋土 中位

E2 SK108引 ヒ半 埋± 1層

SK108】 ヒ 埋±2屑

SK108北 半 110

1575

SK109東 半 埋±1層 2868

SK109束 半 埋±2層

SK109東 半 埋±4層

SK109西 半 埋土上位暗褐土

SK109西 半 埋上下位黒褐「

SK109西 半 埋上下位 271

小計 7477

Fl SKl10西 半 埋 土 68

SKHl 埋 土

SKl12 苛半 埋 土

SKl12北 半 埋± 1層

SK■2ベ ルトA 旺± 1層

162

SKl14 埋 土 298

小 計

SKH5】監半 埋 上

47 SK 5 引ヒ=ト 距±1屈 2934

SK■ 5Jヒ 半 埋±2層 6632

SKl15司 ヒ半 1呈 上3層 8425

SKl15 Jヒ 半 埋 ±4層

SKl15】 ヒ 埋±5屑

SKH5 Jヒ 半 埋 ±3層

C2 SK 15 埋±2層 5193

SK 埋±3層

SK 15 埋±4層

SK 理 土 10457

小計 37920
SK 16西半 埋±3層

SK 16 埋±3層

SK 埋土 ヒ層 (黒褐色上 )

60 SK 16 里土 上層 (貰 IS色砂 ) 579
SK 16 l■土中屠 (単 褐色土) 1670

/1ヽ 言十

SKl18 Jヒ 半 埋 土

/1、 計 122

SKl19前 半 埋± 1層

SKl19】 ヒ半 埋± 1層

/1ヽ nt

SK120 Jヒ 半 埋 +lFa

SK121 埋± 1層

lWo 区 出十 11ォ ● 属 位 講毘俺

SK122封 ヒ半 j■ 上 ユ膳 4

/1ヽ十
'「SK124南 半 埋 上 1層

SK124 Hヒ 半 j7± 1層

SK126 ナ型十

小 計 205

71 27 研て引4 埋± 1層 7773

27 羽{封 =
埋±2層

73 SK 271`半 処 ±2層

74 27 埋 土 785

月ヽ Hl 1,3697

合耐 91809

溝跡 (SD)
l10 区 層 位 重量(a

ユ SD 103 新十日還gキЯ音格一】tr

2 D SD104 埋± 1層

3 D SD104 埋 J■ 1層 (b103) 204

4 D SD104 l・7± 1層 (hlo5)

5 D SD104 哩+1層 (配6)

6 D SD104 検 出 rfI

小計 2142

7 C SD108

8 SDl10 埋と「ヒ 16

Jヽ 討 16

9 SDlll束 半 埋上 1層

SD■ 1ベ ルトA 埋± 1層

小 計 302

11 SDl12南 半 埋± 1層

12 SDl12 Jヒ 半 ナ里に1√冨,

13 SDl12 埋 上

小計

14 SDll当 埋 土 48

SDl17 埋 土

小 El 179

SDl18商 斗
=

理± 1屋

月ヽ ,「

17 SD120 789

SD121 埋 土 116

116

19 G3 SD122引 ヒ狽‖ 埋土下位

SD122 1層 776

SD122 2層 16

SD122南 制 埋± 1廊

月ヽ ,「

SD123ベルト 埋± 9層

24 SD123 埋±1層 1782

25 SD123 埋 上 L層

26 SD123 埋±6層

2601

SD124 l■±1層

小計

合 計 11539

土器埋設遺構 (SZ)
blo 区 屑 位 重豊イビ)

I G4 SZ101 埋 土

合 計 88

A区
hlo 堅 出土地点 屑 位 重量 (P

1 A A区 り,十 中

2 A AIX 中 央

A A区 西側 黒褐色土 577

合計

B区
rl。 |ニ 出土 lfll百 層 付 素量 1

1 B B区  中央 盛土層

2 B B区 西 側 排土中 616

3 B B区 西端 黒色土層 565
B B区  西端 最下屏カクラン内

合 計 1359
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C区
配 出十11点 用 位

1 C C IX 黒色 Ji

2 C Cヌ 勺合lP‐ 検 出面～黒色引i

3 C C区包含層 5cm下

4 C C区 包含層 黒色「L5cmよ り下 3228

5 C C区 中 典 黒褐色土層 121

6 C C区  中次 里tJtt L都

7 C C区 束 lH 翠色上 中

8 C C区 束端 検出面 (ミ ゾ内) 113

合計 ■6130

F3区
lNlo 出土地点 屑位 重量lg)

F3 F3区 I層 797

合計 797

No 区 出土地点 層位

T84 〔層

T84 Ⅱ屏 520

合計 1,0410

総合 ;| 221987

V 前 日詰小路口Ⅱ追跡

F4区
No 区 出司t地点 層 位 壼母イgl

1 F4区 Ⅱ層 1572

合・Il 1572

遺構種別ごと
hlo 損構 名 比率(%)

1 竪穴住居 II・IN(SD 010%
2 lF丈 10143 457%
3 土坑 井戸跡 (SK) 9,1958 4142%

灘跡 (SD 11648 525%
5 土器埋 設道構 (SZ) 004%
6 Aヌ 06700

7 B区 061%
8 C区 16130 727%
9 D区 031%
10 E区 8807 397%
と] F区 8119 366%
12 G区 60923 2744%
1 トレンテ 10410 469%

総合言 221987 0000%

D区
lNlo 区 出土地′i 層位 竜母

`g】D D区 Ⅱ膳

2 D D区  中央 違椎外 llo2

3 D D区  中央 Ⅱ層

4 D D区 東狽」 検出面

5 D D区 束端 24

合 計

G2区
blo 比十11首 ,S位

1

2 区画a ■扇

3 区画b 6876

4 G2 区画 c I層 と4206

5 区画d 12015

6 区也ie I層 1768

7 区画 f 工層 4902

区画宜 I層 5000

G2区 I～ Ⅱ層 1987

10 Ⅱ屠

11 62区 I屠 Nol)

12 32区 I層 No2,

13 G2FX E層 llo31

G2区 巨層 llo4

15 G2区 Ⅱ冒 lWo0 1104

16 G2区 圧層 hlo6)

17 G2区 [層 bloω

18 G2区 [層 No10)

G2区 Noll)

32区 南 41 Ⅱ層上位

32区 北イ則 llナ轡_とイ立 1720

合 計 55282

E刊 区
blo 出土地点 層位 FI曇イ

1 E 区 Ⅲ用検 出面

2 区 lJ,土 rt,

3 区 中央 I層 下位 ～Ⅲ暫

4 こ 西側 工層

5 E 区 西側 Ⅱ層下位 44

6 区 西側 Ⅲ届検出面

7 E 東側 1届

8 El区 東 側 皿層検IH hl 19

合 計

E2区
|ヌ ]I tti賀比H 層 位 重量 (g)

1 E2区 Ⅲ層検出面

2 E2区 延層 1360

3 E2区 包含層 工層No2

4 E2区 羽|十 450

5 E2区 廃土 中 1798

6 E2区  飛地 I層 591

7 E2LX ,F土 埋 土

8 E2区 東側 包含督①2層 277

9 E3区  東イ貰! 包含層G)

E4区 束側 包含層① ■層
E5区  東 lSl 包含属(5)I周
E6区 東側 包含層 P I層

13 E7区  東側 旬合膳①  ]膳
合言|

G3区
No 区 出■ ll li 層 位 重量 (ば

1 32区 I層 1425

2 G3区 排土

合計

G4区
No 区 出土地点 層位 重量 (真

1 G4区 ⅡF・ と而

合予 1925

G5区
llo 出土地 i 膳 位 重量 (ゴ

l G5 G5区 I厨 184

合計 184

E4区
No 区 出土地点 層位 重量 (erl

E4区 Ia層  検 出中

合計

G6区
配 区 日1土 地点 暦位 重量倒

1 G6 66区 Ⅱ冒

合計

E5区
No 区 出土地点 層位 重量イビ)

1 E5区 325
合 計 325

G区
hlo 区 出土地点 層位 重量 1

1 G G区南端

1302

E区
lNlo 区 出土地点 層位 重量イ

1 E E区 肛a層  検 世I中 469

2 E E区 肛層上

合
=「

534

トレンチ
No 区 出十 1it i 膳 位

1 C T17 表上層

2 T47 Ⅱ属 378

3 F3 T48 [嬉

4 F判 T50 Ic層

5 T51 Ⅱ層～Ⅲa懲

6 T61 [層

7 T62 南端土」/~埋 土 上位

8 T62 〔展 H15
9 T63 層

0 T64 層

T68 層 51

T71 燿 825

T72 層

T73 層

T76 層

T80 I層

17 T81 層 (盛土下 )

18 T82 層 997

T83 層

Fl区
llo EXl 出土地● 層 位 重ユ lFt〕

1 Fl FllX 表土

含pT

F2区
lNlo 区 出土地点 層位 重号イ

1 F2区 I層

2 F2区 I層

含,「
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No 出土地点 層 位 重廿
`o

l C S1101 床面 (Nol)

2 C S1101 床面 (No5) 4

3 S1101 床面 (Nlo6)

4 C S1101 床面 (blo7)

5 C
S1101
カマ ド西 lRl

埋 土

C S1101 埋 土

小計

7 S1103 床 由 (blol

Sl103 床面 (blo2)

9 G2 S1103 床 面 llo4)

10 床面 (hlo5)

11 S1103 床 面 No8) 41

12 S1103 床面 llo9)

13 S1103 床 商 llo10)

14 S1103 床面 hlol l) 223
S1103 床 面 Nt 13)

S1103 床面 hlo 14)

と7 S1103 床 面 N)15)

18 S1103 床 血 lWo16) 263
S1103 床面 hlo17)

S1103 床面 (blo18)

21 Sl103 床面 (blo 19)

S1103 床面 (blo20) 6978
S1103 床面 (lWo21)

S1103 床而 (No24) 13157
G2 S1103 床面 仙諺5)

G2 S1103 床面 (N426) 3626

S1103 床 向 (llo27) 967
S1103 床而 (Nlo28)

S1103 床面 (blo32) 376
S1103 )末面 (No37)

S1103 床面 (配38) 358
S1103 床面 (lNlo39)

33 S1103 床 面 Nc40)

S1103 床面 (blo42) 412

S1103 床面 (No41)

G2 S1103 床 商 N043)

G2 S1103 床面 blo44)

S1103 床 面 blo45) 9555

S1103
カマ ド支脚

(hlo47) 3557

S1103
カマ ドII部

埋± 19層 1626

S1103

袖石抜取痕 P
理± 18層

S1103 哩土上位

S1103 Ql 埋 土

S1103 02 埋 土 6598
G2 S1103 Q2 床面 2009

S1103 03 埋 土 3980
S1103 P4 埋 土

S1103 P5 埋 土 2433
S1103 P6 埋 土 9927

51
S1103
カマド煙道部

埋 土

S1103
カマド本体

埋 土

S1103
カマド本体

埋 土 1407

S1103
カマド外

崩落粘上内

G2 S1103 床 面 289

S1103
カマ ド商側

床直

57
S1103
カマド南句近

床 直

S1103 貼 床

S1103 床下 (ト レンチ

月ヽ 言十 91533

合計 9,3140

2 出土遺物

第30表  出土地点別土師器重量表

竪 穴住 居 跡 (SI)

柱 穴 (P)

第31表  出土地点別須恵器重量表

竪穴住居跡 (SI)

G2区

黒色±5cmよ り下
hlo 区 出土地点 層 位 重堂 lg〕

ユ C 床面 (配2)

2 C 床 向 (blo3)

3 C 床面 (No4)

4 C
S1101
カマ ド西側

77

」ヽ言十 965
5 S1103 Q3 埋 土

6 S1103 床 面 (llo3) 2053

7 G2 S1103 床面 (blo 12) 1792

8 S1103 床面 (rlo22 23 30) 28247
9 S1103 床面 (hlo45)

ィト
=「

32258

合計 33223

F
hlo EX 出十1b占 層位 重量 (2

I F4区 Ⅱ層

合計

rl。 区 出土地■ 屑 位 菫量俊)

1 G2区 Jヒ側 Ⅱ用上位

96442

】退 別ごと
陥 遺構名 重量 (宣 ) 比率(%)
1 竪穴位居71(SI) 93140 9658%
2 柱 欠 (P) 039%
3 C区 240%
4 F区 057%
5 G区 006%

総合訂 96442 10000%

遺構種別ごと
遺構名 重量債) 比率 (%)

1 竪穴仁居跡 (SI) 000%
2 柱穴 (P) 10000%

総合 IIf 10000%

lNlo 出土地点 層 位 重号イビⅢ

1 C P1043 埋±1層 下部

合 計

-186-
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遺
構

別
出
土

遺
物

一
覧

表
(掲

載
No
)

No

縄
  

文
古
  

代
12
 
世
 

紀
中

世
近

世
 

近
代

通

遺
構

名
縄

文
土
器

石
器

土
師

器
須

恵
器

石
製

品
か
わ

ら
け

国
産

陶
器

中
国

産
陶

磁
器

陶
磁

器
陶

器
磁

器
石

製
品

金
属

製
品

ガ
ラ

ス

製
品

木
製

品
土

製
品

動
物

遺
体

植
物

遺
体

常
滑

渥
美

水
沼

須
恵

器
系

陶
器

白
磁

青
磁

青
白
磁

1
10
23

2
S1
10
3

10
12

～
10
22

10
24

～
10
27

15
11

3
P1
04
0

10
02

4
P1
06
3

10
28

5
Pl
10
1

6
PH
ll

7
PH
91

8
P1
22
7

10
03

9
P1
26
6

12
01

P1
30
5

11
P1
31
7

12
02

12
P1
32
7

12
27

SK
10
5

14
31

～
14
36

SK
10
6

15
SK
10
7

12
03

～
12
05

14
39

～
14
47

SK
10
9

SK
l1
0

SK
l1
3

SK
l1
5

11
08

～
11
12

12
28

15
22

～
15
22

SK
l1
6

SK
12
1

13
01

SK
12
4

SK
12
5

SK
12
6

13
18

～
13
22

SK
12
7

11
13

-1
11
5

SD
10
1

SD
10
4

l1
16

11
17

12
18

12
19

SD
l1
8

12
20

SD
12
2

l1
18

11
19

12
21

SD
12
3

SD
12
7

13
03

-1
31
5

13
23

～
13
55

14
12

^-
14
14

14
21

14
22

SZ
10
1

12
12

く 　 計 口 畔 テ 票 □ 日 肺 導

Ｉ Ｐ ∞ 『 ―
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観
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表
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石
器

観
察
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土

師
器

・
須

恵
器

観
察
表
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石
製

品
観

察
表

掲
載

No
区
域

名
出

土
地

点
層

位
器

種
文

様
胎
 

土
時
 

期
図
版

陥
写

図
Al
o

A
A区

西
I層

深
鉢

?
口
縁

:隆
帯

+刺
突

、
国
～

:L
R縦

→
沈
線

、
内
面

ナ
デ

砂
粒

含
中
期

(大
木

8a
?)

Ｎ 　 Ｅ 十 肺 さ
(推

定
値

)(
残

存
値

〉

(推
定

値
)(
残

存
値

)

(推
定

値
)(
残

存
値

)

掲
載

ll
o

区
域

名
出
土
地
点

層
 

位
器
 

種
計
測
値

(c
m)

重
量

(g
)

石
 

材
産
 

地
時
 

代
備

考
図
版

hl
o

写
図

lW
o

長
さ

厚
さ

10
02

C
P1
04
0

底
面

凹
石

(1
53
)

(1
92
)

1,
76
73

安
山
岩

奥
羽

山
脈

新
生
代
新

第
三
紀

両
面

に
球
状
の
凹
み
が
連
続
す
る

G4
P1
22
7 
 
羽臣

ニ ト
埋

土
凹

石
34
42

安
山
岩

奥
羽

山
脈

新
生

代
新

第
三

紀
一

面
に
球

】犬
凹

み

C
C区

検
出
面

～
5c
m黒

色
土

中
石

鏃
(1
35
)

珪
質
頁
岩

奥
羽

山
脈

新
生

代
新

第
三
紀

凸
基

有
≧
族

、
先
端
部

欠
損

触 ｈ
区
域
名

出
土
地
点

層
  

位
器

種
種

別
計

測
値

に
m)

重
量
(9

色
訓

残
存
率

胎
 

土
主

な
外

面
調

整
主

な
内

面
調

整
底
 

部
備
 

考
時

期
剛 血

翻 血
口

径
底

径
器

高

C
S1
10
1

床
面

(3
1o
l)

空
P

土
師

器
11
52

明
黄
褐
色

礫
含

ロ
ウ

タ
キ
→

ロ
ク

ロ
ナ

デ
ハ

ケ
メ

回
:ロ

ク
ロ

ナ
デ

アヽ
ケ

メ
ナ
デ

破
片

ロ
ク

ロ
9世

紀
11
3

10
12

S1
10
3

床
面

(h
lo
45
)

発
P

土
師

器
24
50

鈍
い
黄
橙
色

砂
粒

含
回

:ロ
ク

ロ
ナ

デ
ハ

ケ
メ

ケ
ズ

リ
口

:ロ
ク
ロ
ナ
デ

ハ
ケ

メ
破

片
ロ
ク
ロ

9世
紀

G2
S1
10
3

床
面

(3
1o
45
)

空
P

土
師
器

浅
責
橙

色
礫

含
口

:ヨ
コ
ナ
デ

ナ
デ

日
:ヨ

コ
ナ

デ
ナ

デ
破

片
9世

紀
3

G2
S1
10
3

床
面

bl
o2
7,

琵
?

土
H下

器
98
6

浅
黄
橙

色
礫

多
量

含
口

:ヨ
コ
ナ
デ

ナ
デ

日
:ヨ

コ
ナ
デ

ナ
デ

破
片

91
世
ネと

3

G2
S1
10
3

床
面

(h
lo
5)

箋
?

土
師

器
橙

色
礫

多
量
含

日
:ヨ

コ
ナ
デ

ナ
デ

口
:ヨ

ヨ
ナ
デ

ナ
デ

破
片

9世
紀

G2
S1

10
3

床
面

(N
o2
5)

菱
?

土
師

器
浅
責
橙

色
礫

多
量
含

日
iヨ

コ
ナ
デ

ナ
デ

回
:ヨ

ヨ
ナ

デ
ナ

デ
破

片
9世

紀
4

G2
S1
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3

床
面

(N
o2
0)

発
P

土
師
器
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3)
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82

黄
橙

色
10
%未

礫
多
量

底
:ケ

ス
リ

底
:ナ

デ
ケ
ズ

リ
立

体
9世

紀
4

S1
10
3 
P6

埋
土

妻
?

土
師

器
57
2

栓
色

礫
多

量
合

回
ヨ
ヨ
ナ
デ

ナ
デ

国
:ヨ

コ
ナ

デ
ナ

デ
破

片
9世

紀
4

G2
S1

10
3 
P6

埋
土

斐
?

土
師
器

10
00

橙
色

礫
多
量

含
□

:ロ
ク
ロ
ナ
デ

ナ
デ

口
:ロ

ク
ロ
ナ
デ

ナ
デ

破
片

ロ
ク
ロ

9世
紀

4

10
20

S1
10
3 
P6

埋
土

翌
?

土
師

器
(4
2〉

12
77

橙
色

10
%未

礫
多
量

底
サ

ズ
リ

底
:ナ

デ
立

体
9世

紀
4

G2
S1
10
3

埋
土

(l
lo
47
)

小
型

窒
土

師
器

38
09

鈍
い
黄
橙
色

80
%

砂
含

口
～

底
ヨ

コ
ナ

デ
ナ

デ
ケ

ズ
リ

口
～
底

ヨ
コ
ナ
デ

ナ
デ

立
体

91
世
紀

10
22

G2
S1

10
3

Ⅱ
層

床
直

(I
Wo
24
)

長
胴

発
土
師
器

22
0

33
2

1,
59
24

鈍
い

橙
色

80
%

礫
多
量
含

口
～
底

:ヨ
コ
ナ
デ

ハ
ケ

メ
口

～
底

ヨ
コ

ナ
デ

ハ
ケ

メ
立

体
9世

紀

10
23

D
S

床
面

(l
Nl
o4
)

斐
須

恵
器

75
7

9世
紀

5

G2
S

床
面

(沌
3 
22
 2
3 
30
)

整
須

恵
器

く2
23
)

灰
色

外
平

行
タ

タ
キ

9～
10
世
紀

15

10
25

G2
S

03
 P
6

埋
上

邦
須
恵
器

10
99

灰
白
色

70
%

礫
含

回
～

底
iロ

ク
ロ

口
～

底
回
転

ヘ
ラ
切

り
立
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ロ

ク
ロ

9世
紀

15
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面

(N
To
15
)
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口
～
底
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ク
ロ
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～
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転
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ラ
切
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立

体
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ク
ロ
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G4
床

面
(N
X4
)

蓋
?

須
恵
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(1
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)

内
外
面
に
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釉
会
津
大
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?
9世
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P1
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層
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須
恵
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9世
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15
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C
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第37表  かわらけ観察表

lLN土、 1:徹 密である。 2:細礫 を含まず砂粒 を含む。 3:細礫 砂粒 を僅かに含む。 4:細礫 砂粒 を含む。

第38表 国産陶器観察表

V 南 日詰小路口H遺跡

(推定値)(残存値〉

(推定値)(残存値〉

帥
Ｌ

酌
名

出」11也 庫 層 位 分 類
;「測値 (cm) 三豊

(g)
色  訓 縣

率
備  考 醜

ｈ
写 図

口径 底径 器 高 hlo

G4 Pl191 埋 土 ロクロ小 75YR3/6浅 |【橙 6000

SK106東半 IEL上下位黒褐土 手づ くね犬 (36〉 225 75YR7/6橙 色 25% 1 2段なで、日縁而取

SK106束 半 埋上 下位黒褐上 手づ くね大 (149) 393 25YR8/2灰 白色 25% 1 2段なで、日縁面取

SK107 埋±5層 ロクロ小 75YR7/4李屯い橙 色 50% 2

SK107北半 埋上2層 ロクロ大 10YR秘鈍い女橙 15% 2

SK107
南半埋土上位l層

北半埋±4層
手づ くね大 (32) 10YR8/4浅 責橙 20% 1 3段なで、日縁面取

1107 SK107
前半埋土中位黒褐上
南半埋土上位
北半埋±5層

手づくね大 (32〉 10YR8/1灰 白色 50% l 3段 なで

G2 SK 5 埋 土 ロクロ大 66 75YR8/41完責橙 5000 3 6

G2 SK 5北半 埋上1層 ロクロ大 75YR8/4浅 黄橙 30% 3

1110 G2 SK 5 埋
=L

手づくね大 (35) 10YR8/4浅 責栓 10% 1 2段なで、日縁面取 6

1111 G2 SK 5北半 埋上2 3層 手づ くね大 (146) 10YR8/4茂 賣植 40% ユ 3段なで、日縁面Л文 6

1112 G2 SK 5北半 Jl■土 手づ くね大 ЮYR3/1灰 白色 25% l 2段なで、日縁面取 6

SK 27西半 埋 ±2層 ロクロ大 75YR7/4金tい橙 50% 3 6

G4 SK 27束半 埋 ± 1層 ロクロ大 75YR8/4,莞責橙 20% 3 6 99

G4 SK 27東半 埋 ±1層 ロクロ大 (141) (78) 75YR8/4浅 黄橙 2500 3 6 99

D SD104 検 出面 ロクロ打 10YR8/3浅 女橙 25% 2 6 99

D SD104 埋± 1層 手づ くね大 (25〉 10YR8/3浅 黄橙 15% 1 1段 なで 6

G4 SD122封 ヒ狽〕 jFL上下位 ロクロ/1 (77) 10YR7/4学とい橙色 40% 2 6

G3 SD122南 側 埋 ±1層 ロクロ小 75YR6/6橙 色 95% 4 6

G2 G2区 Ⅱ層 ロクロ」 589 75YR7/6橙 100% 4 6

G2 G2区 Ⅱ層 ロクロ大 (140) 75YR8/4浅 貨橙 50% 3 6

G2 G2FX Ⅱ層 手づくね大 (136) 75YR6/6栓 30% 2 2段 なで 6

腕
血

動
名

出土地点 層  位 種 別 器種 分 類 部 位
計波‖値 (cm) 三量

(g)
備  考 時 期 剛

血
写 図

口径 底 径 器 高 A10

G4 P1266 埋±1層 常 滑 斐 イトをド 12‖世ホと 117

G4 P1317 埋土 常 滑 墾 体 部 12世紀 117

E2 SK107 埋±5層 (llo4) 常滑 斐 3型式 日縁部～体部 (364) (222〉 14192
12世紀
第4四 半期

E2 SK107 埋±5層 (hlo7) 常滑 片日鉢 日縁部～底部 (118〉 5229
外 スス

内漆
12陛紀

E2 SK107 】ヒ封と 埋 ±1層 常 滑 片IJ鉢 回縁 部 漆 12世紀 7

1206 G4 SK127 西半 埋±2層 常 滑 奏 底 部 3113 12世紀 7

1207 C C区黒色土範 囲 検出面～ヨ1色土中5cm 常 滑 三筋文市 休 部 12世紀 7

1208 C C区 黒色土範 」 検出面～単色土中5cm 常 滑 斐 体 部 12」とネど 7

E2
E2区 遺物包含層
南半

I層 (Alol) 常 滑 発 体 郡 699 12型し率己 117 100

G2 G2区 bグ リッ ド I)曽 常 滑 箋 体 部 117 12世紀 117 100

G4 G4区 Ⅲ層 ヒ 常滑 菱 日緑 部 12世紀 117

1212a
1212b

G4 SZ101 埋±1層 常 滑 墾 2型式 日縁llJ～底部 (610〉 P
ab
同 l「l体

12 Lr紀

第3四半期

1213 G4 P1305 埋 土 1尾 美 発 体 部 12世紀

E3 SK109 西半 埋土上位 涯 美 輩 体 部 12世紀

1215 SKl10 西半 埋±5層 F.美 霊 底 部 (42〉 121世紀

1216 G2 SKl15 埋上1層 涯 美 斐 日縁部 (542) (57) 12世 紀

1217 G4 SK127 東半 埋±1層 涯 表 斐 体部 12世紀

D SD104 埋土l層 (N04) 渥 美 箋 体 部 12世紀

D SD104 埋±1層 (No2) 渥 美 発 体 郡 877 端 部再

利用 P
12世 紀

G5 SD 18 埋 土 渥美 箋 体 部 12世 紀

1221 G3 SD 埋上2層 渥 美 発 体 部 12世紀

1222 G3 SD 坦上8屠 渥 美 片日鉢 口縁部 12世 紀

1223 G3 SD 埋±6暦 渥 美 甕 体 部 12世 紀

B B区西端 黒色土層 渥 美 片日鉢? 底部 (26) 577
に
着

部
付

底
漆

12世紀

1225 E3区 西半 埋 上下位 (黒 褐土 ) 渥 美 斐 体 部 12世紀

1226 G2 G2区 I層 (blo7) 渥美 甕 体 部 12世 紀

1227 G4 P1327 埋 土
須恵器系
陶器

発 体 郡 235 12‖と紀

1228 G2 SKl15 北半 埋±5屑
須恵器系
陶器

塞 体部 12世 紀

G4 P1072  市半 埋±1層 常 滑 発 イトをL 85 12世紀

G2 C2区 区画 d [層 常 渭 斐 体 部 12世 /fE

G4 SD127 埋 上 常 滑 甕 2型式 体 郡 12世 紀

G4 SD127 埋 土 渥 美 頸 部 12世紀

D D区中央遺村外 (hlol) 渥 美 十里 孤部～休部 1055 12世紀
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2 出土遺物

第39表 中国産磁器観察表

第40表 中世の磁器観察表

第41表 近世・近代の陶磁器観察表

第42表 石製品観察表

触
血

区域 名 出土 地点 層  位 種 房U 器種 分  類 部位
Hl‐ 波Jig(cm) 重量

(g)
備  考 時 期 剛

配
翻
血日 径 底 径 器高

229 G2 SK116 埋土 中層 白職タ 士蛍 Ⅲ系 体 部 四耳重 12世紀後半 10

1230 C C区中央 単 褐 土居 白 磁 〓甲 Ⅲ系 底 郡 (95) (55〉 四 昇雨 121Hイ∴後半 10

G T80 I～ Ⅱ層 白磁 皿 V Ⅵ類 休 部 12世紀前半
6 T74 I層 青磁 碗 I～ V類 体 部 護具 空 種乖 支 12世紀中ほ 10

(推定値)(残存値〉

(推定値)(残存値 )

(推定値 )〈残存値〉

(推定値)〈残存値〉

掲載No 区域 名 出土地点 層位 器種 部位 分類 =「
1貝‖イ直 (cn 重量

(宣 )
備 考 時 期 曲

ｈ
翻
ｈ口径 底 径 器 高

El Pl101 北 半 埋±3層 続 体 部 災 付 明、内タト面染付 16世 rL

不 明 不 明 不 明 碗 体 部 染 付 5「D 6世・i「

触
ｈ

区域
名

出土地点 層位 器種 種 別 産 地
計波1値 (cm) 輯

①
月台土 仙薬 絵付 備 考 時 期 酌

配
釧
胤ロ イ 底

1301 C5 SK 躍 +1層 碗 陶 器 大堀相馬 ,天色 万宅界山 jfT析 続 18世繹
G4 SK 埋 土 格 鉢 明治 120 102

1808 64 弓D 埋 土 土瓶(注 目) 陶器 大堀相馬 208 灰 自色

G4 SD 製 土 土瓶 (帝 大 堀 相 馬 7 R4 灰 白色 鉄緑絵
64 SD / 埋 土 こね鉢 陶器 大堀相馬 227 123 7274 灰 白色 ラ電罪由 1而 に 日跡 17～ 18世紀
G4 SD127 哩 土 大 堀 相 馬 72 責橙色 莫 )火米由 曲 に 日か 19世 /FL代 120

1307 G4 SD 埋 土 橋 鉢 陶 器 在 地 灰 楊 鉄釉 内底面磨減 7本 江 戸

C4 SD127 哩 土 橋 鉢 存 」l? (75) 1555 2走汗由P 内底 曲磨 滅 江 戸 120
1309 G4 SD 埋 土 橋 鉢 陶 器 1390 褐灰 鉄釉 内底面磨滅 江 戸

G4 SD 127 星 十 屏1本 陶 器 在地 P 1550 サ火T5 2た米由 江 戸 102
G4 SD127 埋 上 悟 鉢 灰 褐 鉄 釉 江 戸

C4 SD]27 埋 十 目鉢 陶 器 在地 ? ザ天褐 α矢蒸由 江 戸

G4 SD127 埋 土 格 鉢 107 3705 灰 褐 鉄 釉 内底面磨滅 10本 江 戸

C4 SD127 巳土 悟 鉢 陶器 在地 ? 162 12487 赤褐 灰 鉄 内氏面磨減 (回慨糸切り 江 戸 12

G4 SD127 埋 土 棺 鉢 (57〉 赤 褐 素焼 き 江 戸

G T72 [屑 碗 陶 器 大堀相馬 (3彦 7] 灰 御 灰釉 鉄rl 19世紀
G4 SK124 埋±1層 南半 I「L? 磁 瀬 戸 白色 染4寸 19世紀前斗
G4 SK126 埋 ± 1層 碗 確 器 白色 染付 明 治

G4 SK126 埋 十 ′
Iヽ 続 確 器 不 明 222 自 色 席‖a 赤 と青 明ツ台 122 104

1320 G4 SK126 埋 土 碗 Hイ 白色 飛びカンナの上に青磁釉 明 治

C4 SK126 埋 十 二層 皿 磁 器 不明 (107) 白 色 型 紙 明 治 104
1322 SK 埋 上 皿 磁 器 不 HIH lR 白色 型お こ し 壽文皿 ltW冶 104
1323 ●4 8D 27 埋 土 碗 磁 器 瀬 戸 自 伍 染 付 9 1H ilH前 半 22

G4 SD127 jH・ 土 碗 磁 llE戸 57 白色 染付 19世紀前半 122
325 C4 SD127 埋 土 碗 磁 器 瀬 戸 白 任 築 付 19世紀中葉
1326 4 SD127 埋 土 硫 瀬 声 白色 明 治

1327 G4 SD 埋 土 碗 磁 器 瀬 戸 1] 7 白色 型紙用1 330と セット 明 治

1328 SD127 埋 十 腕 不 明 自 色 型紙席J 円吋平台

1329 G4 SD 埋 土 碗 厖 洛 万ミH/1 白色 型紙刷 明 治

SD 埋 十 碗 磁 器 不 明 513 725 白 & 剛日,台 122 104

G4 SD 埋 土 続 2 白色 型紙刷 14Jlィ台 104
64 SD 埋 土 碗 磁 器 不 明 (112) 55 白 色 明 治 122

1333 4 SD 続 不 明 485 白色 釧可‖友席J 用J色 君 と緑 明V台

34 SD 埋 土 碗 磁 器 不 明 (122) 由 仕 烈紙用‖? 明 治

4 SD ナ里J三 薇, 磁 恭 万く珂ヨ 白色 ☆茶釉 明 治 123

G4 SD 埋 土 碗 磁 器 瀬 戸 白色 染付 19世紀前半
G4 SD 理 土 続 磁 器 瀬 戸 344 自 色 染 付 明 治 123

G4 SD 埋 土 猪 口 磁 洛 不 明 453 白色 染付 ? 明 治

1339 G4 SD 27 埋 十 盃 ? 磁 器 瀬 戸 自 色 梁付 ? 9世糸R代

G4 SD 埋 土 続 磁 器 肥 前 7 灰 色 染付 18世紀束
134 STD 27 埋 土 碗 磁 器 瀬戸 (124) 白 角 築 何 琴付 ? 明 治

G4 SD127 埋 土 腸 苓 刀く剛町 71 白色 底 向 に銘 明 治

1343 SD127 埋 土 蓋 磁 器 瀬 戸 白 件 染付 底面 に銘 19世紀前半
1344 G4 SD127 埋 土 琴 磁 llE戸 自 色 331と セッ 明 治

1345 G4 SD127 埋 土 磁 洛 larr声 642 白色 染付 明 治

1346 G4 SD127 埋 十 HR 磁 器 不 明 568 自 色 染■型紹 型 お こ R世紀?)

G4 SD 埋 上 磁 器 瀬 戸 白色 染付 ? 型お こ し 19世紀代 23 105
64 SD127 埋 土 皿 磁 器 与削 1292 白 仕 染 付 舷 の 日高 台 18世 紀末 23
G4 SD127 埋 土 皿 10 1205 白色 染イ可イ 型お こ し 明 治

64 SD 27 埋 土 皿 磁 器 不 明 (106〕 白 待 型紙帰」 明 治

SD127 埋 土 皿 磁 器 示 明 白色 紙用J 引治

1352 SD 埋 土 皿 磁 器 イヽ明 白色 型紙刷 明 治

G4 SD127 埋 十 皿 不 明 E3色 型紙 嬬‖ 明 治 106
G4 SD 埋 土 皿 不 明 ら2 19 674 白色 染付 IHR治

1355 G4 SD127 lfP十 皿 磁 器 瀬 戸 J(■ 築 付 IJ腋 日高台 明 治 124

G4 SD127 埋 土 皿 磁 器 不 明 227 型紙刷 Hjl冶 124
1357 T75 I層 碗 磁 器 一副 染 付 明 治 124

T75 Iザモ 協′イ洋 不 明 77) 952 白色 紙扁l 明 治 124 106
1359 6Ⅸ I層 蓋 磁 器 lR戸 白 角 烈紙 扁‖ 明治

曲
血

区域 名 出土地点 層位 器 7‐H
計測イ直 (cm

断
０

石羽 産 地 時代 備考 種 別
∃版 型

血髭 ト No

G4 SK126 埋 土 硯 1395 4876 頁岩(ス レー ト) 北上 山地 古生代
裳面に刻銘

「赤石組第三部大沼喜悦 |

石製 品 125
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第43表 金属製品観察表

第44表  ガラス製品観察表

第45表 木製品観察表

第46表 土製品観察表

第47表  動物遺体観察表

婉
ｈ

区IPIx名 出土地点 層 位 製品名
計測値 (cm) 重量

(g)
備 考 剛

血
卿
血長  さ 幅 厚 さ

E2 SK107付近 検出面 (INlo l) 棒状鉄 製品 断面円形、両端は平坦で一端が湾山する。 125

SD127 埋 土 シャベル? 5433

3 SD127 埋 土 寛永通貨 タト4そ :235× 235
'司

そ景:066× 068 新寛永 (初鋳年 1697)歪 み有

4 SD127 埋 土 竜1俵銅貨 クトそ≧ : 270× 260 明治6(1873)～ 明治21(1888)。 一端を欠く 107

V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

(推定値)(残存値 )

(推定値)(残存値〉

(推 定値 )く残存値 )

(推定値 )く残存値 )

(推定値)(残存値〉

臓
血

区域名 出土 地点 層 位 器種 種 別 産 地
計測値 (cm)

重量 (g) 胎 土 備 考 酬
配

卵
血口径 底 径 器 高

G4 SD127 埋 上 コップ ガラス製171 423 透 明 コップガラス製品

1422 G4 SD127 埋 土 瓶 ガラス製 品 140 茶 色 1906年頃コルク栓

轍
血

区蚊名 出土地点 層 位 器  種
計韻1値 (cm)

樹  種 備  考 時代 剛
沌

劉
配長 さ 厚 さ

C SK105 埋土 (llol) 井戸枠 (維板 ) (680) アスナロ 堅板、上端 を欠 く、C14年 代測
定 (木片)

古 代 108

1432 C SK105 埋 土 N02) 井戸枠 (縦板) アスナロ 上端 を欠 く 古代

C SK105 埋 土 No17) 井戸枠 (横桟 ) 675 ク リ 横桟、両端凸部 古代 108

C SK105 埋 北 llo18) 井戸枠 (横桟) 51 ク リ 横桟 、両端 世1部 古 代

C SK105 埋 土 lWo11) 井戸枠 (横桟) ク リ 枝桟 、両端 凹部 吉 代

1436 C SK105 埋 土 blo5) )キ戸枠 (横桟) ク リ 横桟、両端凹部 古 代

SK106西封毛 埋± 4層 板材 (333) アスナロ 両端 、一側面 を欠 く 12世紀

SK106南 Hと 埋± 4層 (Nol) 板状 の製品 (252) アスナロ 一端を欠く

SKl13南半 埋 土 漆器椀 (31) ケヤキ 内外面黒漆

1440 SK107南半 埋土中位黒褐色土 漆器椀 (32) ケヤキ 内面黒漆 、底部黒漆 12世 il 128

SK107南 半 埋土中位黒褐色土 漆器枕 ケヤキ 内外面黒漆 12世押 109

1442 SK107南 半 埋 上5層 (Alo 17) 曲物蓋 ? ス ギ 12世紀

1443 SK107南半 埋± 5層 (llo19) 折敦 P アスナロ 2箇所をfulで留める

1444 SK107南 半 埋 ±5層 (Alo16) 棒状 の製品 (393)
コナ ラ属 コナ ラ

亜属 コナ ラ節
一端を欠く 12世紀

E2 SK107南半 埋 ±5層 (blo■ ) 部材 ク リ 柄穴 あ り、径 7 5cm 12世 Il 110

1446 E2 SK107南半 埋上 5層 (hlo10) 郡材 (729) 51 ク リ 欠損品 129

1447 E2 SK107南半 埋±4層 部籾 アスナロ 両端 を欠 く 12世紀 129

SKl13 埋± 2層 杵 ? ミズキ属
柄110× 38cm 上面と側面に使
用痕有

G2 SK 15 埋± 2層 山げ物底板 ? ス ギ 端部 に穿 7しあ り 12世紀

SK 15 】ヒ亡ト 埋±3層 本錘 ク リ 形状 がか な り崩れている 12世紀

G2 SK 15 埋± 4層 板状木製品 (123) アスナロ 両端 を欠 く 12世紀 111

G2 SK 15北半 埋±3層 不明木製 品 (187) ス ギ 端部に一対穿孔あり 12世紀 111

1453 G2 SKl15 埋i3層 小明木製品 アスナロ 先端63X20の 長五角形 柄の一

部が炭化している
12世紀 111

G2 SKl16 埋±3屑 漆容器 ケヤキ 内タト面早漆?挽物、内面に渦状文 12世紀 111

SKl16西半 埋 土 連歯下駄 236 117 ケヤキ 連歯 12世紀 111

SKl16 埋上3層 編物 (99) (137)
6本超え、6本潜 り、2本送り、天
地不明

12世紀 111

1457 SK125北 半 埋土 l屑 連歯下駄 ク リ 連歯 近世

掲載 hlo 区域 名 出土地点 層 位 器 種
計韻1値 (cm)

重量 (g) 胎  土 剛
配

卵
沌長 さ 厚 さ

SKl15 1層 羽 口 ? (25) (24) スサ入 る 112

G2 SKl15耳ヒ半 埋 J二 2屑 土壁 P 橙 色 112

lB」 載 lto 区域 名 出土地点 層  位 種  名 郡位 左右 数 近 遠 焼 骨 重量 (g) 備   考 図版 lNlo 写図 lWo

S1103 カマ ト 燃焼部上 不 明 不 明 ○ 中型以上の動物P

Pllll 埋 土 シ カ 鹿 角 Rl?

B SD101 埋 土 ウ マ 臼歯片
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2 出土遺物

第48表 植物遺体観察表 (推定値)(残存値 )

掲載No 区域名 出土地点 層   位 種  名 重量 (g) 備 考 図版No 写図h
1521 C SK105 南半 埋上下位 (黒褐土 ) モ モ 分析21g  l 2

1522 G2 SK 埋±2層 モ モ 2

1523 G2 SK 坦±3層 トチ 分オ斤20g   ユ 2

1524 G2 SK 埋±3層 クル ミ 2

1525 G2 SK 15 北半 埋±3層 モ モ 分析27g  l 2

1526 G2 SK 16 西半 埋±3層 クル ミ す)力中28g    l

G4 P1319  封ヒ■ト 埋±1層 モ モ

G4 P1330 埋 土 モ モ

G6 Pllll 埋 土 クル ミ

G6 Pllll 坦±2層 モ モ

C SK105 北半 埋±1層 モ モ

E SK107 埋±5層 モ モ

E3 SK109 埋 土 クル ミ

G5 SK 埋±1層 モ モ

G2 SK 埋 土 クル ミ

G2 SK 埋±2層 モ モ

G2 SK 5 埋±2層 不 明

G2 SK 5 坦±2層 ク ル

G2 SK 5 北半 坦±2層 クル ミ

G2 SK 5 北 半 埋±3層 クル ミ 分析23g  l
G2 SK 5 北半 埋±4層 ク,レ ミ

G2 SK 5 北半 埋±4層 クル ミ

G5 SK121 埋± 1層 モ モ

G4 SK124 南半 埋±1層 モ モ

G4 SK124 ゴヒ半 埋土l層 モ モ

G5 SDl17 埋 土 モ モ

G5 SDl17 埋 土 クルミ

G5 SDl17 埋± 1層 モ モ

F2 F2区 I層 クル ミ

F4 F4区 Ⅱ層 モ モ

G6 G6区 Ⅱ層 クル ミ
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V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

SH 01(C優こ)
S1101カ マ ド
1 5YR5/8 明赤褐色 シル ト しまり中

黒褐色土 (φ lmm)を 3%含 む。
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中

焼土ブロック (φ ～5mm)を 15%含 む。
3 10YR2//2 黒褐色  シル ト しまりやや密

地山ブロック、焼土ブロック (φ ～lcm)を 10%、

炭化物 (φ l～ 3mm)を 2%全体に含む。
4 10YR2/3 黒褐色 シル ト (ゃ ゃ砂質) しまり密

地山ブロック30%、 被熱ブロック5%、

焼土ブロック5%(ゅ ～lcm)を 含む。
5 10YR2/3 黒褐色 シル ト (や や砂質) しまりやや密

地山プロック40%を細か く含む。地山が汚れた感 じ。
6 5YR3/3 暗赤褐色 シル ト しまりやや密 壁被熟。

崩落ブロック層
7 10YR2/3 黒褐色 シル ト

地山ブロック1%、 炭化物2%、

焼土プロック5%(φ l～2mm)を 含む。
8 5Y郎 /3 暗赤褐色  シル ト しまり密

6層 より明るい。地山プロックが被熟 した ものが主体。

焼土ブロック (φ ～lcm)を 20%、

黒褐色土ブロック (φ l～2mm)を 2%含 む。
9 5YR3/3 暗赤掲色 ンル ト しまり密

8層 と同 じ主体土だが、焼土ブロックを3%程 度含む。
10 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり中

地山ブロック10%、 焼土ブロック5%、

炭化物2%(φ ～5mm)を 斑状に含む。
H10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり中

地山ブロック (φ lmm)を 2%、

焼土ブロック (φ ～2mm)を 3%を斑状に含む。
12地山砂質ンル ト崩落層。やや汚れ、黒味あ り。
13 5YR78 赤褐色 シル ト 焼土。

地山シル ト (やや砂質)層が被熟 したもの。焼成あ り。

‐ ―礫   ‐ …焼土

ヤン
｀ユ
ロ

脚○
_  Nc1/

18(掲 載 1011

B  L‐ 927m Ｆ
一

S1102(C区 )

A  L‐926m

S1102
1 75YR2/3 極暗褐色 シル ト しまりやや密

斑状の地山 (～ 05cm)5% 炭 (05～ lcm)1% 焼土粒 (lmm)
2 75YR2/3 極暗褐色 シル ト しまり中

1層 よりやや明るい。被熱 した地山ブロック30%含む。
3 75YR2洛  極暗褐色 シル ト しまり中

層状の地山プロック10% 黒掲色土ブロック10%含 む。

て
も2004

0         1 :30       1m
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S1103(G2区 )

遺物出土状況

寸
≡∞∞∞剖』一‐、′府 龍 54887

1

粘土検出範囲No47(支 脚 )

遺物出土地点

娩土

調査区外
〔〒貢:≡≡≡≡多こ三≡ミ≡

琶二
雲こ5電

う認碍91聯 牙Sシ麟りを島みだ瑛緒 よ°OYR2つ との澁。

二認予晨ち究量色シ彬ヽ しま′牢ゃ繰
鰤蝦土ブロック(φ 卜2cnを 5%含む。

::鵠釜/6巌挽 ηけ卜こ聰 焼土

4瀞議茂学麓塞ζ号,標鍵試咎鉤偽蛤帆的

1湛
聯 芦記盈盈)醜差挙む。

しまりやや疎 l ЮYR″2黒陣 シルトしまりやや密
2 10YR2//2 黒褐色 シル ト しまり中     S1103P4

3雛
甦芝を;ξ争す4辮 &サ 彗§仲  1湛

路 (絆 D高犠 %懸詠!中

評
寺勇まと憲(陥識 %禦や苛 1鮮 fツ タ縄予l器鞠 巻ど!喪協粒∞卜随山 %含帆

A L‐925m l ≦とL言 924m eイ

0         1 :60       2m
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V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

S1103 カマ ド

c L‐926m

Ⅲ36 常 d  L‐926m

a L‐926m

‐  礫  |■I 焼土

0         1 :30 Im

S1103 カマ ド
1 10YR17/1 黒色 シル ト しまり密 にぶい黄掲色粘土ブロック (φ 2～ 3cm)を 5%含 む。
2 10YR3/3 暗褐色 粘土質シル ト しまり密 焼土ブロック (ゅ lcm)を 3%含 む。 (天 丼部崩落土 )

3 10YR5/4 にぶい責褐色 粘土質シル ト しまり中 黒色土プロック (ゅ lcm)、 焼土粒 (φ 5～7mm)を 20%含む。 (天 丼部崩落土 )

4 ЮYR3/4 暗褐色 シル ト しまりやや密
5 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり中 焼土粒～ブロックを10%含 む。
6 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや疎 焼土ブロック (ゅ 1～2cm)を 3%、 灰ブロック (φ l～ 2cm)を 3%含 む。
7 10YR2/3 黒褐色 ンル ト しまり疎 焼土ブロック (φ 3～4cm)を 15%含 む。
8 10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまり疎 粘土ブロック (ゅ 1～2cm)を 3%含 む。
9 10YR3/3 暗褐色 ンル ト しまりやや疎 焼土粒 (ゆ 5～ 9mm)を lo%含 む。
10 10YR2/1 黒色 シル ト しまり疎 焼土粒 (φ 5～7mm)を 5%含 む。
H10YR17/1 黒色 シル ト しまり中 褐色砂質土 (地山)ブロック (φ lcm)を 3%含 む。
12 75YR3/4 暗褐色 砂質シル ト しまり疎 焼土粒 (φ 5～7mm)を 20%含む。
13 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密 にぶい責褐色粘土ブロック (φ lcm)を 3%含 む。
14 10YR3/3 暗ttj色  シル ト しまり中 黒掲色上ブロック (φ 3～ 4cm)を 5%含 む。
15 10YR5/4 にぶい黄褐色 粘土  しまりやや密 焼土を層状に含む。 (天丼部崩落土 )

16 10YR「D/4 にぶい黄褐色 シル ト しまり中 焼土 (黙焼部 )

17 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや疎 焼土粒 (ゅ 2～ 3mm)を 3%含 む。
18 10YR3/3 暗褐色 砂質シル ト しまり疎 焼土を10%含 む。
19 10YR4/4 褐色 粘上  しまり密 黒色土粒 (ゅ 5mm)を 1%含む。 (袖 部 )

20 75YR3/4 暗褐色 ンル ト しまり中 焼土粒 (ひ 5～7mm)を 7%含 む。 (芯材の設置 TR?)

守）∞∞『剖帳キ‐〉一時

S103出土遺物一覧

宣物N 種 別 層位 備考

l 上師器 菱 床直

2 上師器 突 床 直

3 須恵器 奏 床 直 ≫毒税1024

4 土師器 床 直

5 上師器 床 直 掲載1015

6 土師器 床直

7 土師器 床直

8 土師器 床直

9 土師器 郭 床直

10 土師器 賓 床 直

11 土師器 型 床 直

疫慰器 発 床 直

土師器 床直

14 土師器 床直

15 須恵器 床直 掲載1026

16 土師器 床直

17 上師器 霙 床 直

遺物N 種別 層位 備考

土師器 箋 床直

土師器 霙 床 直

土師器 裂 床 直 掲載 1017

須恵器 発 カマ ド天丼部 掲載10%
須恵器 発 カマ ド天丼部 掲載1024

土師器 究 カマ ド天丼部

土師器 発 カマ ド天丼部 掲載 1016

土師器 発 煙 道

27 土師器 墾 煙 道 31戴 1014

土師器 巽

山灰 燃焼部直上

須恵器 斐 カマ ド天丼部 掲載1024

礫 燃焼部直上 袖石 ?

土師器 墾 カマ ド天丼部

礫 カマ ド袖部 釉 石

撰 カマド天丼部

遺物lNl 種別 層位 備考

礫 カマ ド袖部 袖 石

礫 カマド袖部 袖 石

土師器 墾 床 上

土師器 発

土師器 発 床上

40 土師器 契 床土

土師器 発 床上

42 土師器 奏 床土

土師器 奏 床 上

44 須恵器 蓋 床 上 掲載 1027

土師器 霊 床 上 lyJ載 1012 1013

礫 床上

47 上師器 月ヽ型発 燃焼部直 上 支脚 掲載1021

礫 カマ ド袖都 袖石

礫 カマ ド袖部 袖石

礫 カマ ド袖都 輸石

5] 環 カマドネ由部 :由 石

第 85図  S1103(2)
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A・ El区 ピット③ (東端)

E2・ E3区 ピッ ト

X‐‐51895

P1071

◎

A・ El区 ピッ

P1096
A L‐927m A'

平

V 南 日詰小路口Ⅱ遺跡

卜③断面図

P1097
B L‐ 927m BI

P1096
l ЮYR2/3 黒褐色 砂質シル ト しまり中

褐色砂 プロック (φ l～ 2cm)を3%含 む。柱TRか ?

2 10YR4れ  掲色 砂質シル ト しまり中
黒褐色上ブロック (φ lcm)を 3%含 む。

P1097
1 10YR2/2 黒褐色 砂質シル ト しまりやや疎

褐色砂質土ブロック (φ 5cm)を 10%含 む。
2 ЮYR2/2 黒褐色 砂質シル ト しまり中

褐色砂質土粒 (ゅ 1～ 2cm)を5%含 む。

0      1 :40     1m

(断面図 )
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C区 ピッ ト断面図 0    1 :50   1m

―

1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中
地山ブロック (ゅ ～lcm)を 斑状に10%含 む。

2 地山ブロックに黒褐色シル ト (ひ ～2cm)を 30%含む。

P1034
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や砂質)

しまりやや密 地山ブロック (φ ～5mm)を 含む。
2 10YR2/2 黒掲色 シル ト (や や砂質)

しまりやや密 地山ブロック (φ ～lcm)を 斑状に20%含む。

P1035
l ЮYR4/3 にぶい黄褐色 シル ト (や や砂質)

しまりやや密 グレー味あ り。
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や砂質)

しまりやや疎 地山ブロック (ゅ ～5cm)30%含 む。
3 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や砂質)

しまりやや密 地山ブロック50%以上含む。

P1036
1 10YR4/3 にぶい黄ICJ色  シル ト (や や砂質 )

しまりやや密 グレー味あ り。
2 10YR2/2 黒掲色 シル ト (や や砂質)

しまりやや密 地山ブロック (φ 5mm～ 2cm)を 3%含 む。

P1037
1 10YR2/2 黒褐色 砂質シル ト しまり密
2 10YR3/3 暗褐色 砂  しまり中

地山砂ブロック層。地山よりやや黒い。

P1038
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり疎
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密

地山ブロックを大 きく30%含む。
3 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や砂質)

地山50%、 炭化物 (φ lmm)を 1%含む。

P1039
1 10YR4/3 にぶい責褐色 シル ト (や や砂質)

しまりやや密 グレー味あ り。
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中

地山ブロック (φ ～5mm)を 5%含 む。
3 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や砂質)

しまりやや密 地山ブロック (φ 5cm)を 40%含む。
P1040
4 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や砂質)

しまりやや密 地山ブロック (φ ～2cm)を 10%含 む。

P1041
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密

地山ブロック (φ ～2cm)を 斑状に10%含む。
2 ボロボロの上が入っていたため、とれて しまい空洞。柱痕。
3 10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまり中
4 10YR2/2 黒掲色 ンル ト しまり中

地山ブロック (ゅ ～10cm)を斑状に30%含む。

描桃鞠薮宮蘊理ζプ
)

二L‐91 6m  E l ♂ま鷺撫ゃ暑
褐
兌山多とすがg雲そ夢た40%含む。

:蒜昼ヽこそEア言0%}{免舘▼守ゃ評兌山芸き

'メ

播翡た3%基。

ど 留 1ちポ
3L干

1養笠Yて年暮
褐
宅山k}止 2注る

やg軍込ら嚇%仏

輯 鶴1:瑾鷺;彊角2甍を|♂t疎

4 10YR2/3 黒掲色 ンル ト (や や砂質) しまりやや密
地山ブロック (φ ～5mm)を まだらに30%含む。
炭化物 (ゅ 5mm)を 1%含む。

P1033
D  L‐ 916m    ⊇'P1033

P1034
E L_916m」 三

P1035
F L‐91 6m FI

P1036
GL中 16m GI

υ
P1037
H L‐916m HI

P1038
1 ビ‐91 6mI

1

秘

P1039・ 1040
」 L=91 6m  J

額

0

Ｐ‐０４‐
Ｋ」〓９‐６ｍ‐ヤ

卸
同
Ψ

V 南日詰小路口Π遺跡

P1042    P1042
L L‐91 6mL  l 10YR2/2 黒掲色 シルト (や や砂質) しまりやや密

屯 :韓 謗 翻 畔 偽
地山ブロックを50%含む。

P1043
M L‐91 6m  MI P1043

1 10YR2/2 黒褐色  ンル ト (や や砂質 )

地山ブロック (φ ～2cm)を 斑状に5%含 む。
2 10YR2/2 黒褐色 ンル ト (や や砂質 )

地山ブロック (ひ ～2cm)を 斑状に10%含 む。

P1044・ P1045 P1045
N L‐91 6m  N l 10YR4/3 にぶい黄褐色 ンルト (や や砂質)~       ~  

しまりやや密 グレー味あり。

n畷孵石挽:鏡診票:琺堪it掻

'払

。
P1044
4 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中

地山ブロックを層状に5%含 む。

P1047
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中

地山ブロック (φ lmm)を斑状に1%、

炭化物 (φ ～lcm)を 1%含む。
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや疎

地山ブロック (φ l～ 2cm)を 斑状に5%含 む。

P1048
1 10YR2/2 黒褐色 ンル ト (や や砂質) しまりやや密

黒味強い。地山ブロックを層状に15%含 む。
P1049
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や砂質) しまりやや疎
3 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や砂質) しまりやや密

地十ロブロツクを50%以上全体に含む。

P1052
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中

地山ブロック (φ icm)を 5%、
黒色土ブロック (φ 3cm)を 10%含 む。

2 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や砂質) しまりやや密
地山ブロック (φ l～3cm)を 斑状に40%含む。

P1047
0 L‐ 91 6m OI

P1048'P1049
P L‐91 6m P

1

腋

048

P1052
Q L‐ 916m Q'

Ⅷ
撹乱

P1053
RL‐ 91 6m RI  P1053

1 10YR2/2 黒褐色 シルト (や や砂質)¬く
を

'「

   2樽甘予≫;夕|;i審空呑
訊
U静滞を尋み懸とこりやや密

P1054
S L‐ 91 6m SI

絨
P1064
T L‐ 92 5mT'

評

P1065
UL‐92 6mU'

V
P1067
V L‐92 6m  VI

V

P1054
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や砂質)

地山ブロック (ゅ lcm)を 斑状に2%含 む。
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や砂質) しまりやや密

地山プロック (φ l～ 3cm)を 斑状に40%含む。

P1064
1 10YR2/2 黒褐色 ンル ト

地山ブロック (φ l～2mm)を 7%含 む。
2 10YR2/2 黒 IC」色 シル ト (や や砂質) しまり中

地山ブロック (φ l～ 2cm)を 斑状に25%含む。

P1065
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト

地山ブロック (φ l～5mm)を 7%、

炭化物 焼土 (φ lmm)を 2%含 む。
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中

地山ブロック (φ 05か ら2cm)を 5%含 む。
3 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中

地山ブロック (φ ～2mm)を 100含 む。

P1067
1 10YR4/3 にぶい責褐色 シル ト (や や砂質)

しまり中 地山ブロック (φ ～lcm)を 15%を斑状に、
炭化物 (φ lmm)を 1%含む。

2 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密
地山ブロック (φ 5mm)を 2%、

炭化物 (φ lmm)を 1%含む。
3 10YR2/2 黒褐色 ンル ト (や や砂質) しまり疎

地山ブロック (bl～3cm)を 斑状に30%含む。
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上 L‐92 5m I  
計
1件

R2れ 黒色 シル ト しまり密

ヒメ2  2湛絨鎚麟盈孟伴を20挽き解

‐ 理

Pl150
1 10YR2/1 黒色 ンル ト しまり中

褐色土ブロック (φ lcm)を 5%含 む。
2 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト しまり疎

Pl158
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

かわらけ微細片含む。
2 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

掲色砂賓土ブロック (5cm)を 30%含む。

Pl161
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまりやや密

褐色土粒 (φ 5mm)を 5%含 む。
2 ЮYR2/2 黒IFj色  シル ト しまり密

褐色土ブロック (φ 2～3cm)を 10%含 む。

Pl166
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

褐色砂プロック (φ l～ 2cm)を 3%含 む。柱痕か?

2 10YR2/1 黒色 シル ト しまり中
褐色砂ブロック (ゅ 2～3cm)を 5%含 む。

Pl188
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

褐色砂ブロック (ゅ 1～ 2cm)を3%含 む。

Pl169
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまりやや密

炭化物粒 (ゅ 5mm)を 1%含 む。
2 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり疎

掲色砂ブロック (ひ 3～4cm)を 20%含む。

PllηЭ
l ЮYR2/1 黒色 シルト しまり密

褐色砂粒～ブロック (3mm～3cm)を 10%含む。
2 10YR2/2 黒褐色 シルト しまりやや疎

」〓９２４ｍ
可

Pl185
N L‐925m N'

V
Pl189
0 L‐925m 01

V

Pl190
P L‐925m P'

7

Pl196

RI     P1204
1 10YR2/1 黒色  ンル ト しまりやや疎

褐色砂粒 (ゅ 7mm)を 3%含 む。
2 10YR4れ  褐色 砂  しまり中

黒色上ブロック (φ 3cm)を 3%含 む。

V 南 日詰小路口Ⅱ遺跡

Pl178
1 10YR2/2 黒掲色 ンル ト しまりやや密

褐色砂質土粒～プロック (φ 5mm～3cm)を 25%含む。
2 10YR4/4 褐色 砂質シル ト しまり疎

黒褐色土ブロック (φ 3～ 4cm)を 5%含 む。

1 10YR2/1 黒色 シル ト しまりやや密
褐色砂プロック (φ 2～3cm)を 10%含 む。

2 10YR4/4 褐色 砂質シル ト しまり疎
黒褐色土ブロック (φ 3～4cm)を 5%含 む。

Pl181
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまりやや密

褐色砂粒 (φ 5mm)を 3%、
炭化物粒 (φ 2～ 3mm)を 1%含 む。

2 10YR4/4 褐色 粘土質ンル ト しまりやや密
黒色土ブロック (φ 4～5cm)を 10%含 む。

Pl184
1 10YR2/2 黒掲色 ンル ト しまり中
2 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり疎

褐色主粒 (φ 3～4cm)を 5%含む。

Pl185
l ЮYR2/2 黒褐色 シル ト しまり密

褐色土粒 (φ 3mm)を 3%含 む。
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中

褐色土ブロック (φ 5cm)を 10%含む。

Pl189
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまり中

褐色砂ブロック (φ 3cm)を3%含 む。
2 10YR2/2 黒掲色 シル ト しまり密

褐色砂 ブロック (φ 5cm)を 10%含む。

Pl190
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密

褐色土粒 (φ 3mm)を 3%含む。
2 10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまり中

掲色土ブロック (φ 5cm)を 10%含む。

Pl196
1 10YR2/2 黒褐色 ンルト しまり密
2 10YR2/1 黒色 ンルト しまり疎

褐色砂ブロック (φ lcm)を 5%含む。

的
Ｖ

L‐921m

S'      P1215

1 10YR2/1 黒色
褐色砂 ブロ ンク

2 10YR2/1 黒色

密

噌含む。卿
瞬親区

第 91図 G2・ G3区 ピッ ト断面図
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Pl
P1282

G4区 ピッ ト③

X=-52040

SBlll

G4区 ピット②断面図

V 南 日詰小路口Ⅱ遺跡

P1221
1 10YR2/3 黒褐色  シル ト しまり中
2 10YR4/6 褐色 粘上  しまり中
3 10YR4/3 にぶい黄褐色 砂  しまり中

P1224
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり中
2 10YR4/6 褐色 砂質粘土  しまり中

黒褐色±10%含む。

P1230
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり疎
2 10YR4/6 褐色 粘土  しまり中
3 10YR4/3 にぶい責褐色 砂  しまり中

P1231
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり疎
2 10YR4/6 褐色 粘上  しまり中

P1284 P1285 P1286

P1221

A  L‐ 92 5m     A'

V
P1224
B  L=92 5m    B

V
P1230
C  L=92 4m    C'

∪

範乱

SBl10

●
P1288

X=-52045

X=-52050

X‐‐52055

P1231
D  L‐ 924m

P1311
E  L‐ 924m

P1298

SBl12

EI

P1311
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト

褐色砂プロック (ゅ 2～ 3cm)

げ
一

密
釣

り

％

し

を

o   l:40  1妥 ■■―・建物・桂列

(断面図)

■■…礫 ‐ ・…柱

|

P1297

0    1 : loo  2m

―

(平面 図 )

甲警◎_

G5区 ビッ
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G6区 ピット② (↑ 右Щに続く) G6区 ピッ ト①

SBl13

＼

式

X=‐52105                   
ヽ

○
ガ
126    田125

＼

◎
Pll19

〕6区 ピッ ト断面図

Pl120
A L‐91 2m    A'

Pl120
1 10YR17/1 黒色 シル ト しまりやや密

褐色砂質土ブロック (φ l～ 3om)を 10%含 む。
2 10YR2/1 黒色 シル ト しまり中

Pl122
B L‐91 2m   BI  Pl122

U万 :酸譲器 、

ilζ         ＼
DL‐ 912m D'

Ⅵ
Pl133
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり密
2 10YR2/1 黒色 シル ト しまりやや密

褐色砂質土ブロック (φ 2～3cm)を20%含む。

Pll15(ノ

◎
Pll16

◎
Pll13

0
Plll

３７

　

　

　

　

　

２４

０
Ｐｌ‐
　

◎
Ｐｌ‐

117

Pll10

が
1111

LH91 6m

留
126

10YR2/1 黒色 シル ト しまりやや密
掲色砂ブロック (φ 3～4cm)を5%含 む。
10Y馬 /6 責褐色 砂質シル ト しまり中
黒色シル トブロック (φ 5～ 6cm)を 15%含む。
10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまりやや疎

X=‐ 52125

■■…建物跡

0      1 :40     11n

(断面図 )

0     1 , 100  2m
Y‐28885  -―

(平面図)

、
Pl1 07

1Pl135

3 SDl16

Y‐28895

X=-52100

浄-52105(↓ 左図に続 く)
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L＼

P1205
1 10YR2/2 黒褐色

P1206
1 10YR2/3 黒褐色
2 10YR2/2 黒褐色

P1207
1 10YR2/2 黒褐色

P1208
1 10YR/2 黒褐色

P1216 P1217
1 10YR2/2 黒褐色

SB103 (

V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

しまりやや密 褐色砂質土プロック (φ lcm)を 3%含む。

しまり密 粘土プロ ノク (φ lcm)を 3%含 む。
しまり中

しまり中 褐色土ブロック (φ lcm)を 20%含む。

しまり中 炭化物粒 (ゅ 5mm)を 1%含む。

しまり中 褐色砂粒 (φ 3～7mm)を 10%含 む。
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P1331

P1330
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまり中 炭化物粒 (φ ttm)を 3%含む。
2 1oYR2/3 黒掲色 シル ト しまり疎

褐色砂ブロック (φ 3～4cm)を 10%、 小礫 (φ 4～5cm)を3%含む。

3 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密

粘土ブロック (ゅ 3～4cm)を 20%含む。

P1331
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中 炭化物粒 (φ 3mm)を 1%含む。
2 10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまりやや密

褐色粘質土ブロック (φ 3～7cm)を 10%含 む。
3 10YR3/3 暗褐色 砂質シル ト しまり疎

黒褐色シル トブロック (φ 2～3cln)を 3%含 む。

P1332
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中
2 10YR3/4 暗褐色 砂質シル ト しまりやや密

粘土ブロック (φ lcm)を 1%、 黒色シル トブロック (φ lcm)を 3%含 む。

P1333
1 10YR2/2 黒掲色 シル ト しまり中
2 10YR3/4 暗褐色 砂質シル ト しまりやや密

粘土プロック (φ lcm)を 1%、 黒色ンル トプロック (ゆ lcm)を 3%含 む。

P1334
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密 掲色砂質土を層状に含む。

31(1')

9乾25
∽   P13191
認        |

452545 1

(:)!毛Б「
一
弔〒SO

P1318
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密 礫 (ゅ 5～ 20cm)を 50%含む。
2 10YR3/3 暗褐色 砂質シル ト しまりやや密 小礫 (φ 2～3cm)を 3%含 む。

3 10YR3/4 暗褐色 砂質シル ト しまり中

P1319
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり中 小礫 (φ 3～4cm)を3%含 む。

P1320
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密

酸化鉄分3%含 む。小礫 (φ 2～3cm)を 1%含 む。

P1321
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密

炭化物粒 (φ 2～3mm)を 1%、 小礫 (φ 2～3cm)を 1%含む。
2 10YR4/4 褐色 砂質シル ト しまり密

黒褐色ンル トプロック (ゆ 3～4cm)を 10%含む。

P132
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密

礫 (ゅ 2～ 10cm)を 30%含む。褐色砂ブロック (φ 3cm)を3%含 む。

P1323
1 10YRン 3 黒褐色 シル ト しまり中

粘土ブロック (φ 3cm)を 3%含 む。炭化物粒 (ゅ 5mm)を 1%含む。
2 10YR3/3 暗捐色 砂質シル ト しまりやや密

第 95図  SB101～ 103
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P1248

(〔::) P,249

ざ薯

B  L‐ 925m

P1248
1 10YR3/4 暗褐色 シル ト しまり中

P1249・ P1251 P1252
1 10YR3れ  暗褐色 シル ト しまり疎
2 ЮYR2洛 黒褐色 シル ト しまり疎
3 10YR4/3 にぶい黄褐色 砂  しまり中
4 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり中

にぶい黄褐色土 (10YR4/3)と の混土

C  L‐ 924m

掘F蕃要多砥爵毛三π
〔」
島

,Vυυ 
「

Iυ ,υ           P1 31 5  P1256 P1316

B―BI

P1335
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり疎

礫 (φ 3～20cm)を 20%含む。
2 10YR3/8 暗褐色 砂質ンル ト しまりやや密

礫 (φ 3cm)を5%含む。

P1313
1 10YR2/1 黒色 ンル ト しまり中

2藍贄窯揚λ(峯長夢3既存5静ます翠鍵I♂
覧nを3踏む。

暗褐色砂ブロック (φ 2～3cm)5%含む
3 10YR4/4 掲色 砂質シル ト しまり密

小礫 (φ 2～3cm)を 20%含む。
4 10YR17/1 黒色 粘土質シル ト しまりやや密

C―C'

P1315
1 5Y2//1 黒色 粘上  しまり中 礫 (φ 20cm)を 20%含む。
2 5Y2/1 黒色 シル ト しまり中

オリーブ褐色砂 (5Y4/4)と の混土。

P1316
1 5Y2/1 黒色 粘土  しまり密

P1256
1 5Y/1 黒色 粘土  しまり中 砂10%含む。礫3%含 む。
2 ЮYR3/4 暗褐色 砂  しまり密 礫5%含 む。

SB107

SB108(G4区こ)

鷲5 P1269

に

に

A―A'
P1235
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり中

掲色土ブロック10%含む。

P1236
1 10YR3//4 暗褐色 ンル ト しまり疎
2 10YR4/6 褐色 粘土 黄褐色土Ю%含む。

P1243
1 10YR3/4 暗褐色 シル ト しまり疎
2 10YR4//6 褐色 粘土  しまり中

SB105(G4区 )

SB109(G4区 )
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V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

しまり疎 木片が入る。
しまり中

しまり中
を7%含む。
しまり密 酸化鉄分10%含 む。
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P1282 1284 1286 1287
1 25Y2/1 黒色 シル ト質粘上  しまり中

P1288
1 25Y2/1 黒色 ンル ト質粘土  しまり中
2 25Yン1 黒褐色 ンル ト しまり中
3 5Y2/1 黒色 シル ト
4 10YR5/4 にぶい黄褐色 砂 地山起源の上。

く
|

P1292

P1305
l ЮYR2/1 黒色  ンル ト しまり密

小礫 (φ 3cm)を 1%含 む。

P1306
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

粘土ブロック (φ 3cm)を 3%含 む。
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密
3 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中

褐色砂ブロック (φ 2cm)を5%含 む。
4 10YR2/1 黒色 シル ト しまり疎

P1307
1 10YR2ん  黒褐色 シル ト
2 10YR2/2 黒掲色 シル ト

P1292
l ЮYR2/73 黒掲色  ンル ト

褐色土ブロック (φ 2～ 3crn)

2 ЮYR2/2 黒褐色 シル ト

z8,IJ        18,ld
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▲
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B L‐92 2m                BI

Pl129       Pl1 28      Pl1 27

PH27 '1128 PH30・ Pl131
1 10YR2/1 黒色 シルト しまり密

褐色砂粒 (φ 2～5mm)を 3%含む。

Pl129 Pl132
1 10YR171 黒色 シルト しまりやや密

人
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1  1目
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SK1 01(D区 )

A  L‐925m A'

∞一∞∞劇剖』一‐〉．府

A  L‐932m

_              

一

イ

~

SK101
1 10YR2/2 黒褐色 ンル ト

地山ブロック (φ ～lmm)
2 3層 より自っIFい 。

2 10YR2/2 黒掲色 ンル ト
地山ブロック (φ ～2cm)

3 10YR2/2 黒褐色 シル ト
地山ブロックを3%含 む。

しまりやや密
1%含む。

しまり中
を斑に20%含 む。

しまり中

SK103
1 10YR2/2 黒褐色  シ,レ ト  しまり密

責褐色土プロック(φ 2cm)を 5%含 む。
2 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密
3 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密

黄掲色土ブロック(ゆ lCm)を 10%含 む。
4 10YR2/3 黒褐色 砂質ンル ト しまりやや疎

黄褐色土ブロック(φ lcm)を 10%含 む。
5 10YR2/3 黒褐色 砂質シル ト しまりやや疎

黄掲色土ブロック(φ lcm)を 10%含 む。
6 10YR3/3 暗掲色 砂質シル ト しまりやや疎
7 10YR3/3 暗褐色 砂質シル ト しまりやや疎

責掲色土ブロ ンク(φ 2cm)を 5%含 む。
8 10YR2/3 黒褐色 砂質ンル ト しまり疎

SKl12(G5区 )

X=-52077「こ
望笙L‐923m tt     A「

SKl12
1 10YR2/1 黒色 シルト しまり密
2 10YR2/2 黒褐色 粘土質ンルト しまり中

褐色砂質土ブロック (φ 3cm)を 3%含む。

SKl18(G4匝⊆)

A  L=925m

黒掲色  ンル ト

炭化物 1%含む。

4 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や砂質 )

しまり中 責褐色地山砂質シル ト
プロックを50%含む。

SK104(C区 )

罠 ′チ

:綽終懃嫁炉|:軽
3 地山ブロック屑  しまり密
4 地山ブロック層  しまり密

5請紐光
ル
基迷φラ獄)完臭警紺。

6批性ち暑t多蓬φ毛警ザr20%合
む。

7最縁鍮〃
レ
主港と

～
ラリトを犠命鞣密

8靴晃功摺?摯譜
。

9ゞ武許亀ん
ル
皇適色

～
影リトを4[控令でゃ密

地山ブロックを全体に40%混 じる。
~寸

:と‐52000

しまりやや密

SKlll(G5区 )

SKlll
l 10YR2/1
2 10YR2/1

人
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A L=923m

SKl17(G3区 )

A L‐928m

３

　

　

　

　

９２

０ヾ
∞∞劇
‐――に一‐、′時

〇め∞∞ミ‐１１』キ‐、′時

人

AI

1 10YR2/1 黒色 シル ト しまり中
褐色砂プロック (φ 2～3cm)を 1%含 む。

2 10YPk4麗  掲色 砂
黒色 シル トとラミナ状に堆積する。

3 10YR17/1 黒色 粘土質シル ト
炭化物粒 (φ 5mm)を 1%含む。

泡
中

Ｒ２

り

‐‐８
‐ＯＹ
隣

Ｋ

SK103(A区動 > 掘り過

‐‐， 中ヽ∞∞銀＝井

I 撹乱

シル ト しまりやや密
粘土質シル ト しまり中

SKl17
1 10YR3/4 暗褐色 ンル ト しまり中

黄色土 (地山)ブ ロックを5%含 む。
2 10YR4/3 にぶい黄掲色 砂質粘上  しまり密

-208-
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SK105(C区こ)

10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまりやや密 砂質ンル ト (地山)ブロック15%(φ 5mm～ 3cm)を 含む。

10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまりやや密 砂質シル ト (地山)プロック (φ lmm)を 1%、

炭化物 (ゅ 1～ 5mm)を 2%含 む。土器微細片含む。
10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまりやや密 2層 に似るが、地山ブロツク (ゆ 5m函程度)が全体に15%入 る。

地山砂質シル トプロック層 砂質シル ト しまりやや疎 黒褐色土粒 (ゅ 5mm)を 30%含む。

5 10YR2/2 黒褐色 2層 に似るが、混入物少なく、白味が少ない。
6 10YR5/3 にぶい黄褐色 砂質シル ト しまりやや疎 地山砂質ンル トプロック層
7 10YR4/6 褐色 砂  しまり中 駿化 し、赤みが強い。
8 10YR5/3 にぶい黄褐色 粘土質シル ト しまり密 地山粘質ンル トブロック層
9 10YR5洛  にぶい黄褐色 砂質ンル ト しまり疎 地山砂質シル トブロック層
10 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中 地山ブロック5%含 む。
11 10YR2氾  黒褐色 粘土質シル ト しまり中 地山ブロック15%含 む。
12 10YR2/2 黒掲色 シル ト しまり中 地山ブロック (φ 3cm)を 斑状に15%含む。

13 10YR2カ  黒褐色 粘土質シル ト しまり中 地山ブロックを5%含 む。腐食 した柱。

14 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり疎 腐食 した柱。
15 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり中 黒味あ り。
16 10YR5/3 にぶい黄掲色 砂質シル ト 黒褐色土ブロック2%含 む。
17 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり中 砂ブロック (ゅ 3cm)を 班状に含む。

V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

側面図② (横桟)

側面図③
C L=925m

N】11

板材

C―Ct

l 10YR2/2 黒褐色 シル ト
2 25GY2/1 黒色 粘土  しまり中 井戸枠内の埋土。

下位に褐鉄層がlcmほ ど形成 されている。
3 10YR3/2 黒褐色 シル ト しまり密

黄褐色粘土 との混土。井戸の掘 り方。

o   l:40  1m

井戸枠模式図

平面図

断面図

側面図① (縦板)

L‐925m

L=925m

L‐925m

ビ 与聰

夢:99[劉  SK刊 05

■■|…礫
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SK106 (E2区 E)

106
10YR2カ 黒褐色 粘土質ンル ト しまり中
黄褐色土プロック3%、 礫 (ゅ 1∝m)3%含 む。
10YR2/1 黒色 粘土質ンル ト しまり中
10YR1 7/1 黒色 シル ト しまり中
25Y2/1 黒色 粘土  しまり中
植物質の物質を含む。
ЮYR2/1 黒色 粘上  しまり中
グライ化 した土層。

SK108(E2区 )

中中嘘勅柳仲
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韓韓む。＜地雛魏”

ル

ル
含

卜

む

ま

シ

シ

％

ル
含

し

０

シ

％

鶏鋭冽難抑粧
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X549銚

SK109
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中

炭化物1%(層 の上位に多い)、
責褐色土ブロック3%含 む。

2 10YR2/1 黒色 粘土質ンル ト しま り中
灰黄掲色上の地山ブロック1%含 む。

3 10YR6れ  にぶい黄橙色 砂  しまり中
地山起源の土。黒色土層が層状 に入る。

4 25Y2/1 黒色 粘土  しまり密
5 10YR5/6 黄掲色 砂  しまり密
6 言己録なし

SK107 (E2区 E)

A   L=926m

湧水 レベル

遺物出土状況

ｏＯ∞∞ｍ
・１１に一ｍ判

X548酢 X518酢

>>

〇〇∞∞『，‐‐に一的判

※数字は遺物掲載No

1203・ 1204…常滑窯産陶器
1442～ 1446 木製品

■■日…礫

>

SK107
1 10YR2/2 黒褐色 シルト しまり中 黄褐色土プロック3%、 炭化物1%を 含む。かわらけ多く出土。
2 10YR3/4 暗褐色 ンルト しまり中 黄掲色土プロック3%含む。
3 10YR2/1 黒色 粘上 しまり中
4 10YR2/1 黒色 粘上 しまり中 褐色土プロック3%含む。遺物多量に含む。
5 10YR2カ  黒褐色 粘土 しまりやや疎

人

掘 り過ぎ
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SKl10(Fl区 )

湧水のため中断

L‐926m▽

SKl10
1 75YR2/2 黒褐色 シル ト しまり密 Ⅱ層相当
2 10YR2/2 黒褐色 砂質シル ト しまり疎 褐色粘土ブロック(φ 2～ 3cm)を 15%含 む。

二認¥髭握層雹
色
砂警し舟卜

し
こまケ中

縄
岳僣ご是皆生夢督テデ†材ζ典 8哲 10%含む。

5 25Y3/2 黒褐色 砂質シル ト しまり疎
黒色粘質土プロック(φ 3～ 4cm)、 掲色粘土ブロック (φ 2cm)を 5%含 む。

6 10YR2/2 黒褐色 粘上  しまり疎
7 10YR3お  暗褐色 砂  しまり疎

V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

SKl14(G5区⊆)

A  L=923m

SKl14
1 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

褐色砂ブロック (φ 10cm)を 30%含む。
2 10YR2/1 黒色 シル ト しまり中

3鶴綴
口
捨絶社φ電盤

'ド

%譜
ぅゃ朝

褐色砂 を層状に含む。
4 10YR3/1 黒褐色 粘土質シル ト しまり中

褐色砂質土 を層状 に含む。

‐
…礫

①

湧水 レベル

ー
1   湧水で不明   |

人

‐９。‐

襲
業

SKl16(G2区 )

人

X549誹

※数字 は遺物掲載No

本製容器
(1454)

木製品
(掲載1453)

A  L‐ 925m

SKl15
1 75YR2/2 黒褐色 ンルト しまり中

炭化物プロック (φ l～ 2cm)3%含 む。酸化鉄分3%含む。
2 10YR2/1 黒色 シルト しまりやや疎

3てきと説
口
塗色(9:″【Cmと 釣令鷲

b。

植物質を多く含む。
4 10YR17/1 黒色 ンルト しまりやや密

5倶鼻う1望堰「鶏I砦多輝セまりやや疎
暗灰責色砂 (地山)ブロック (φ 5～7cm)を30%含 む。

L=913m

湧水 レベル

ー

l16
10YR5/8 黄掲色 砂質シル ト しまり疎 黒褐色粘質土を層状に含む。

10YR2/2 黒掲色 シル ト しまり中 褐色砂粒 (φ 3～ 5tllla)を 3%含む。

10YR2/3 黒褐色 粘土質ンル ト しまりやや疎
褐色土プロック (φ lcm)を 1%含む。植物質の層。
10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり疎
75YR4/6 褐色 砂 しまり密 酸化して赤化する。硬くしまった層。
10YR2/1 黒色 ンルト しまり疎 配色粘質土ブロツクを (ひ 3～4cm)を3%含 む。

第 101図 SKl10。 114～ 116
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SKl19(G4区こ)

1 10YR2/2 黒tBJ色  ンルト しまり中
2 5Y2/1 黒色 シルト しまり中 グライ化層。

■ |― 礫

SK120(G4区 )

A   L‐925m

SK121
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中
2 10YR3/4 暗褐色 粘土  しまり中 P1319

SK122 (G4区こ)

L‐923m

Ｅ
め
劇
ｏ
Ｉ
コ
　
　
ｍ

SK120
1 5Y2/1 黒色 粘土
2 5Y5/1 灰色色 砂

人引

(

しまり中 礫 (φ 10～20cm)混 入。灰色粘土層を含む。
しまり中 褐色±10%含 む。

人

『　　・＜‐＜・上△ヽクヽ
　」躙

島＼正三正三正三正三
=正

三互互
=三===茅

~

SK122
1 10YR2/71 黒色 シルト しまり中 円礫 (φ Ю～20cm)を 含む。

-212-
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V 南日詰小路口H遺1跡

SK123(G4区 )

A   L=92 5m               A'

1

SK1231鎚警口予舞%娼留猛卜隷霧憲。

‐ …礫

Ⅲ媚

黒褐色 シルト しまり中 ―礫 (φ Ю～20cm)を 20%含む―。効
脇
１０Ｙ

Ｋ

SK124(G4区 )

ｍ
　
　
Ｆ
ｌｌ
Ｏ
中
あ

と

SK125(G4区 )

S(125
1 5Y2/1 黒色色 粘上 しまり疎 腐食した植物等を多量に含む。

SK126

!        :酵飢

SK126(G4厘こ)

A L=92.lm

T

聖

ベルトー}Bl

第 103図  SK123～ 126

-213-



SK127(G4区⊆)

X=‐520許

SK128(G4区 )

SK128
1 10YR2/1 黒色 シルト しまりやや疎
2 10YR3/4 暗褐色 砂質シルト しまり疎

礫 (φ 5年 10Cm)を 30%含む。
SK127

SK127
1 10YRン 2 黒褐色 シル ト しまり中 炭化物、土器片 を5%含む。
2 10YR2/1 黒色 ンル ト しまり中 黒色粘質土 を含む。
3 10YR5/4 にぶい黄褐色 砂  しまり中
4 10YR3/3 暗褐色 粘土 しまり中
5 10Y路/2 黒褐色 ンル ト しまり中
6 10YR4/6 褐色 砂  しまり中
7 10YR3/4 暗褐色 砂質シル ト しまり中
8 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中 P1337
9 10YR5/4 にぶい責褐色 砂  しまり中 P1337

‐ 理
(SK127・ 123)

SZ1 01(G4区 )目

業 52043

寸め∞∞劇渕に一下時 人人

型型

SZ101
1 10YR2/3 黒褐色 ンルト しまり中 褐色土粒5%含 む。壷を逆位に埋設する。

o              l :20 lm

(SZ1 01)
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SD105(D区 )SD101 ・ 102(B匝こ)

数字は遺物掲載No

SD101

SD101 102
1 10YR2/1 黒色 シル ト (や や砂質) しまりやや密

地山ブロック (ゅ 5mm～ lcm)を 2%含 む。歯が出土。
2 10YR2/1 黒色 シル ト しまりやや密

地山ブロック (φ ～lcm)を 20%含む。
3 Ⅲc層 起源 砂質シル ト しまりやや密

黒色土粒 (ゅ lmm)を 1%、 炭化物を1%含む。
4 10YR2/1 黒色 シル ト (や や砂質)

黒色上下層に厚 く (4cm)入る。
5 Ⅲb層起源 シル ト (や や砂質) しまり中

黒t99色上をやや層状に10%含 む。

V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

C  L‐920m

Al

り過 ぎ

1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密 地山ブロック (φ ～5mm)を 2%含 む。白っぱい。
2 シル ト しまりやや密  1層 に似るが、黒味強 く、地山ブロック (φ ～lcm)を 1%含む。
3 地山ブロック層 しまりやや疎 黒色シル ト (φ ～5cm)を 斑状に40%含む。
4 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト しまり中 地山ブロックを含まないきれいな層。
5 地山ブロックやや少ない (鉤 %)。
6 3層 に類似。
7 10YR2/1 黒色 シル ト しまり中 地山ブロックが全体に5%含 む。
8 10YR2/1 黒色 シル ト (や や粘質) しまり中 地山ブロックを全体に斑状に10%含 む。
9 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト しまり中 4層 に似るが、地山ブロック (ゅ ～lcm)を 1%含む。
10 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト しまりやや密 地山砂 との混土。地山砂やや細長 く入る。
115層 に類似。
12 10YR2/1 黒色 シル ト しまりやや密 地山ブロックを20%含む。
13シ ル ト しまり中 黒褐色シル トを30%含む。
14 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり密 地山を全体に40%含む。
15 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり密  14層 に似るが、黒色土ブロック (φ ～5cm)を 2%含 む。
16 10YR3/3 暗褐色 シル ト しまりやや密 地山がやや汚れた感 じ。

BI

0      1 '80     2nュ  0      1 :40     1rn

(SD101・ 102・ 105平面図)(SD101・ 102・ 105断面図 )

SD103。 104 (D区⊆)

0     1 : loo  2m

―

(SD103・ 104平面図 )

調査区外

‐ 礫

‐〉．府十ｐヽ∞∞Ｎ＝井

σ
一

ｍＣ
一

SD103
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト質粘土  しまり中

グレー味強い。基本層序 I層 より黒 く、これに切 られる。
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト質粘土  しまり中

1層 に地山ブロック (φ ～5mm)を 3%含 む。
3 10YR17/1 黒色 ンル ト しまり中

地山 (砂質シル ト)ブロック (φ ～5mm)を 2%含 む。
4 地山砂質ブロック層 砂質シル ト しまり中

黒色上が全体に30%混 じる。
5 10YR2/1 黒色 ンル ト しまりやや密

地山ブロック (φ l～2mm)を 1%含む。
6 10YR2/1 黒色 シル ト しまりやや密

5層 に似るが、地山ブロック (ゅ ～5mm)が 多い。3%程度。
7 砂質ンル ト 4層に似る。

SD104
1 10YR2/1 黒色 ンル ト しまりやや密

白っぽい地山ブロック (φ ～lcm)を 1%含む。遺物含む層。
2 10YR2/1 黒色 ンル ト しまりやや密

白味少ない。1層 より黒い層。混入物なし。
3 10YR2/1 黒色 ンル ト (やや砂質) しまりやや密

地山砂がラミナ状に30%入る。
4 10YR2/1 黒色 シル ト しまりやや密

地山ブロック (ゅ ～2cm)を ゃゃ細長 く15%含 む。
5 10YR2/1 黒色 ンル ト しまりやや密

4層 に似るが、ブロック丸み強い。
6 地山シル ト (砂質ブロック)層  ンル ト しまりやや密

黒褐色ブロック (φ ～2cm)を 斑状に15%含む。

男 105図  SD101-105

D  L=924m

AI   B   L‐ 92 2m                                    BI

掘「君                    4 SD103掘

"過

ぎ
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SD106(A区 )

A L‐938m

SD106
1 10YR3/2 黒褐色 シル ト しまり密

酸化鉄不規則に入る。
2 10YR2/1 黒色 シル ト しまり密

酸化鉄筋状に入る。
3 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり密
4 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまりやや密

酸化鉄筋状に不規則に入る。

SD107(D区 )

L‐930m

SD107
1 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり密 白色粒子含む。
2 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり密 白色粒子上層に多 く含む。
3 10YR2/1 黒色 粘土質シル ト しまり密

炭化物 (φ lcm)を 7%、 焼土粒 (1～5m m)を 1%含む。
4 25YR4/1 赤灰色 粘土質シル ト しまり密

グライ化 した地山粘土ブロック層。やや汚れる。
5 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり密

グライ化 した地山ブロックを証状 (lmm～ 3cm)を 20%含む。
6 10YR2/1 黒色 粘土質ンル ト しまり密

炭化物 (φ lmm)を 5%、 粘土ブロック (φ lcm)を 5%、
地山ブロック (ゅ lcm)を 1%含む。

7 10YR2/1 黒色 粘土質ンル ト しまり密
炭化物 (φ lmm)を 5%、 地山ブロック(φ lCm)を 10%含む。

8 10YR3/1 黒褐色 砂質シル ト しまりやや疎
黒褐色粘質ンル トを全体に含む。

B  L‐939m

SD108(C区 )

A  L‐ 91 3m         A'

3   1    4

B  L=917m

SD108
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密

地山ブロック (φ lmm)1%含 む。
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密

地山ブロックをマーブル状に10%含 む。
3 地山砂質シル トプロック層 しまりやや密
4 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密

地山砂質シル トブロック層 と黒褐色土 (10YR2/21の 混土。
5 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密

地山ブロック (φ ～5mm)を 3%含 む。
6 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密 4層 に似る。

5

SD109(C区 )

SD109
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や秒質) しまりやや密

地山ブロック (φ ～lcm)を 斑状に含む。
2 地山ブロック層 黒褐色シル ト (10YR/21を 20%含む。
3 10YR2/2 黒褐色 シル ト (や や秒質) しまりやや密

地山ブロック (ゅ 5mm)を Ю%含む。

人

ｏ２
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SDl10(C・ F3区こ)

調査 区外
A' C L‐ 923m

V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

C.

ｏ
め
卜

樫

井

A L‐ 922m

B L‐923m

o      l :80    2m

(平面図 )

BI

o    l:40   1m

(断面図)

調
査
区
外

X‐‐520井

SDl10 A‐A、 3-B
l 10YR2//2 黒褐色 ンル ト しまりやや密

地山をブロック状 (φ 5～ 15mm)を 7%、 マーブル状に薄 く5%含 む。
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密

地山プロックをマープル状 に10%含む。
3 地山粘質シル トブロックと地山砂質ブロック しまり中

黒褐色シル トプロック (ゅ 5mm～2cm)を 斑状 に40%含む。
4 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまりやや密

地山粘質シル トブロックを20%、 黒褐色シル トプロック (φ ～2cm)を 斑状に5%入る。

5 ンル ト しまりやや密 地山粘質シル トブロック20%、

黒褐色シル トブロック (φ 2cm)を斑状に含む。

SDl10 C― C'

1 10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまり密 褐色砂 ブロック (φ lcm)を 3%含 む。

SDlll

A L‐926m エ

(El区 )

堆 54897

SDl12(El区 )

A L‐92 6m      Al

申

B L‐933m

C L‐927m

SDl12
1 10YR2/2 黒褐色 ンル ト しまり密

土器片 を含む。炭化物粒 (ゅ 2～3mm)を 1%含 む。
2 黒色 シル ト しまり中
3 10YR3/3 暗褐色 粘土質シル ト しまりやや密

褐色砂質土ブロック (ひ 2～3cm)を 10%含 む。

ぼ
一

可̈
CI

漸
過ぎ

B L‐927m

SDlll
l ЮYR2/3 黒褐色 粘上質シル ト

褐色砂質土プロック (φ 2～3cm)
2 10YR2/3 黒褐色 粘土質シル ト

褐色砂質土 (10YR4麗 )の rFL土。

密
曽
む。中

］崎脚
を

ｗおぉ劇‐‐‐隣ｉ時　譴

第 107図 SD相 0～ 112
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SDl13
無

X51浮

(El区 )

人

SDl14(Fl区 )

Xとも1926件
A  L‐927m

A  L‐ 92 6m    A:

ー
1

SDl13
1湛絶 蒲争ク好島と,をシ甚曇ゴ患ぅ

掘 り過 ぎ

Ⅲ層

SDl14
里

′

〕器独景ヨッ歩:議鼈li;:ど4:i

SDl15(F2区 )

SDl15

】揺彫畳霧♀量糧|シ影イ
トし笠言率守褐警生紗増弓協倉静2～勒 5%含む。

B ぼ
一

L925m

SDl16(G6区 ) 区２ＧЩ
　
▲
八

２ＤＳ

『∇２

だ
一

B  と‐9219m   BI

I

■

マ
1

ワ
‐‐６

‐ＯＹ
鵠
１

0      1:80    2m

(平面図)

m

(断面図)

黒色 シルト しまり中 酸化鉄分を3%合きち

ψ 120

う
範罐 §暮農i鋒靖Fし勢華準像Tの

1%含鍵

-218-
第 108図  SDl13～ 116・ 120



V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

SDl17・ 118・ 119(G5区 )

ダ  翌118
~‖

[桂‐5206

B  L=923m ぼ
一

Ｗ
ｌＯＹ
ｌＯＹ

Ｄ

SDl19

,一杭位置

黒色 シルト しまり密 褐色砂ブロック (ゅ icm)を 3%含む。
黒色 ンルト しまり中 褐色砂 (10YR4/4)の 混土

SDl18
1 10YR2/1

SDl19
1 10YR2/1

色
　
　
色

里
【　
　
黒

シルト しまり密 褐色砂ブロック (φ lcm)を 3%含む。

シルト しまり中 褐色砂ブロック (φ 2cm)を 3%含む。

SD121(G2区 )

人

…調 121

1 10YR2/1 黒色 シル ト しまりやや密
褐色土粒 (φ 3Hlm)を 1%含む。

‐
…礫

0      1 :80    2m

(平面図)

0      1 :40     1m

(断面図 )

A L=92 9m   A'

I

SD125・ 126(G4区⊆)

SD125                             /
1 5Y2/1 黒色色 粘上  しまり中 小礫 木片を含む。
2 5Y4れ  暗オリープ色 砂 地山起源の上
3 5Y2/2 オリープ黒色色 粘土  しまり中
4 5Y4/4 暗オリープ色 砂 地山起源の上

SD126
1 10YR2/3 黒掲色 ンル ト しまり中 酸化鉄を含む。褐色±3%含 む。

B  L‐936m

盛土

I

C と‐92 3m     CI

予

SD126

BI

L‐936m

X=-520業

第 109図  SDl17～ 119'121・ 125。 126
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SD122・ 123 (G3区⊆)

調査区外

A L‐925m

調査区外

SD122 123
1 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中 黄掲色土地山ブロックを10%、 炭化物1%含む。
2 10YR2/2 黒褐色 シル ト しまり中
3 10YR4/2 灰責褐色 粗砂  しまり中
4 10YR2/2 黒掲色 シル ト しまり中
5 10YR5/3 にぶい黄褐色 細砂  しまり中
6 10YR3/4 暗褐色 シル ト しまり中 褐色土ブロック3%含 む。
7 10YR3/3 暗褐色 シル ト しまり中 褐色土ブロック3%含 む。
8 10YR3/2 黒掲色 シル ト しまり中 褐色土ブロック5%、 炭化物を1%含む。
9 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり中
Ю 10YR3/2 黒褐色 砂質シル ト しまり中 褐色土 (10YR4/6)と の混土。

B  と言923m

SD122

SD123

0      1 :80    2m

(平面図 )

10[劉  SD122・ 123

3

SD122 Bお '

1 10YR2/2 黒掲色 ンル ト しまり中
褐色土ブロック3%含 む。

2 10YR2/2 黒褐色 粘土質シル ト しまり中
褐色土ブロック3%含 む。

3 10YR4/4 褐色 砂質シル ト しまり中

C  L=925m

SD122 C― Ci

l 10YR3/2 黒掲色 シル ト しまり中
2 10YR3/2 黒褐色 ンル ト しまり中

褐色土ブロック10%含 む。
10YR/2 黒褐色 シル ト しまり中
10YR3/3 暗褐色 ンル ト しまり中
10YR4/6 褐色 細砂  しまり中
10YR3/2 黒褐色 砂  しまり中
褐色土 (10YR741と の混土

0      1 :40     1m

(断面図 )

め∽∞∞∞
‐ＩＩに一‐、夕時

O P1212
0P1213

-220-
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SD124。 127(G4区E)

磁器

シル ト しまり中 炭化物粒
粘土質シル ト しまりやや疎
粘土質ンル ト しまり疎 礫

V 南日詰小路口H遺跡

(ゅ 2～3mm)を 1%含 む。酸化鉄分を3%含 む。

粘土塊 (ゅ 5～20cm)を 5%含 む。
(ゆ 20～ 30cm)を 5%含む。陶磁器類を多 く合む。

人

SD127
1 10YR2/1
2 10YR2/1
3 10YR2/1

色
色
色

黒
黒
黒

SD124
1 10YR2/3 黒褐色 シル ト しまり中

炭化物 1%を 含む。
2 10YR3/4 暗褐色 粘土 しまり中

黄褐色土 を5%含 む。

0      1 :40     1m

(断面図 )

第 111図 SD124・ 刊27
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2 出期

筆‖筆
◆     1004

第 112図|―縄文土器、石器
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V 南 日詰小路口Ⅱ遺跡

S1101

S1103 (刊 )

)       1 :3      10cm

第 113図 土師器 (刊 )
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SI刊 03 (2)

祗

粥

2 出土遺物

0        1 :3      10cm

″

1017

勒

‰

-224-
第 114図 土師器 (2)



V i菊 H tti小 路 |I Ⅱ IF跡

SI司 01

//

当
1027

E区

‐ ０３。

1029
10cm
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第 115図 須恵器、石製品



2 出土遺物

Pl1 91

SK127

第 116図 かわらけ
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P1266

V 南 日詰小路口Ⅱ遺跡

轟鞠サ

郷
刊207

1208

式
1209

緯了

第 117図 国産陶器 :常滑 (1)
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2 出土遺物

SZ1 01

1212a

1212b

-228-

第 118図 国産陶器 :常滑 (2)



V 南 日詰小路口Ⅱ追跡

岡Ю
＼ _土主元

SKl刊 5

m

SK127 SD104

SDl18

1220

SD123

E3区

SKl刊 5

Gtt T80

く―力堤 割

1251

0        1 :3      10cm
1232

第 119図 国産陶器 :渥美・須恵器系、中国産磁器 :白 磁・青白磁、中世の磁器

-229-



2 出土遺物

SK1 21

デ
イ・・` 1■

1.,

SD127(1)

1303

1310 1311

-230-
第 120図 近世・近代の陶磁器 (1)



0        1 :3      10cm

V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

第 121図 近世 。近代の陶磁器 (2)
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SK126

0
SK124

Qプの
1317

2 出土遺物

1322

刊324

(ヽ(1lttitt::::と

?:告:||::!!|!!!|!

杵____生年生___型野
m

第 122図 近世・近代の陶磁器 (3)
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1349

V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

1336

SD127(2)

景

丈

1337

1342

ヽ

一

― /

-233-
第 123図 近世 。近代の陶磁器 (4)



2 出土遺物

SD127(3)

1350

1353                司354

0        1 :3      10cm
|

-234-
第 124図 近世・近代の陶磁器 (5)
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V 南日詰小路口Ⅱ遺跡
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第 125図 石製品、金属製品、ガラス製品

-235-



-98Z―

∽
バ
ユ
ｏ
ａ

（ユ
）

糾

ユ
Ю
ｏ
図
　
排
泄
日日

（
ユ
）

ユ
ヽ
ω
Ю ド

性
に
悟

―

              ~―

一
       __:主み_     _三

f~

崎露Ttt τ



―と8Z―

―∪ 轟D

糾

ユ
Ю
Ｎ
図
　
排
泄
部

（
Ю
）

‐い
―ｌ

υ

―血 ‐ら
四

ユ
ヽ
ω
０

Ｏ
　
　
　
　
Ｐ
　
一
い
　
　
〕
Ｏ
ω
ｂ
ｐ

阿
日
日
日
日
日
日
辟
日
日
日
日
日
日
」

＼孝イ
IT:

∽
バ
ユ
０
９

（Ю
）

瑠摯Ⅱ□鍋ヤ聖日単 A



影

‐４４‐ 岡
――
‐
―
□
図
日
閣
団
同
国
川
固
―‐―‐円
岡
阿
阿
廻
Ｇ

一

同

Ｈ

Ｈ

Ｈ

＝

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

＝

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

ＩＩ

Ｈ

＝

Ｈ

＝

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｕ

２

口
日
日
日
国
日
日
日
Ｈ
日
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
□
回
口
ｒ‐
Ｈ
円
日
Ｈ
日
口
日
日
Ｈ
日
日
日
〕

４４

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一崇

0        1 :3      10cm
|

第 128図 木製品 (3)

-238-



SK107 (2)

V 南日詰小路口Ⅱ遺跡

0        1 :3      10cm

―凸

―効
1446

※1445・ 1446

0     1 :4   10cln

第 129図
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V 南日詰小路口Ⅱ遺跡
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2 出土遺物
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V 南 日詰小路口Ⅱ遺跡
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V 南日詰小路口亘遺跡
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2 出土遺物
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Ⅵ 総 括

遺跡が I・ Ⅱ遺跡に分かれているために、業務上、各遺跡の調査成果を分けて報告 した。 しか し、I・

Ⅱ遺跡は、調査成果からも、地形的にも性格的にも連続する遺跡である。ここでは、 I・ Ⅱ遺跡 を併

せて、今回の主な調査成果となった12世紀 と、近世から近代の遺構・遺物についてまとめる。

1 12世紀の遺構と遺物

(1)遺 構

建物跡・井戸跡・溝跡・道路状遺構・土器埋設遺構などがある。

a 建物跡

3棟確認された。掘立柱建物跡である。いずれも部分的な調査で平面形式は不明だが、 S B 102・

103建物跡については、柱間2.5m、 柱穴の規模は径67～ 68cm、 77～ 82cmと 大きく、礎盤を伴 ってい

た柱穴もある。大型建物の可能性がある。

b 井戸跡

E2区付近で 6基がまとまって分布 していた。井戸跡の特徴は、平面形は円形で、径1.63～ ■43m、

深さ1.16m。 断面形状は部分的に袋状の膨みをもつ ものもあるが、概ね円筒形や逆台形状である。内

部構造は、枠などの施設を伴わない掘 り方だけの井戸跡である。比爪館跡でも類似する規模・形状の

当該期の井戸跡が見つかってお り、後世に削平を受けたことを考慮 しても、本来の掘 り方は、それほ

ど深 くはなかったものと推測される。遺物の出土状況は個々の井戸跡で異なる。 S K107・ 116井戸跡

では、陶磁器類や木製品など比較的多 くの遺物が出上 している。

c 土器埋設遺構

常滑窯産の陶器の甕が倒立で埋設されていた S Z101土器埋設遺構がある。掘 り方の大 きさは、0.87

×0.82mの 円形基調で、確認できた掘 り方の深 さは013mで ある。後世の削平を受けた影響が考えら

れる。遺構の性格 としては墓媛の可能性 も考えられるが、詳細は不明である。

d 溝跡

Q区で確認された S D36溝跡は、南東隅でほぼ直角に折れ曲がる大きな溝跡である。溝内部の詳細

な区割は不明だが、S D37・ 43溝跡などの小規模な溝跡や、 S K26'27井戸跡、土壁が廃棄されてい

た S K28土坑などが、溝内部域から確認されていることから、 S D36溝跡は12世紀の屋敷地の区画溝

の一部と推測される。また、その東側にはS D34溝跡がある。北側の始点は不明だが、南側は低地に

向かって消滅 してお り、長さ105m以上、幅5.37m以上 と推測される、概ね南北方向に走る大 きな溝

跡である (註 1)。 時期は12世紀 と推測されるが、 S D36滞跡 と同時に機能 していたか否かは不明で

ある。なお、 S D35溝跡の埋土中からは、橋脚痕と思われる大型の柱材が出土している。

e 道路状遺構

S D36溝跡の南辺に沿って畝間状の遺構が確認された。波板状凹凸といわれるものである。個々の

畝間の大 きさには差があるが、長さ12～ 2.3m、 幅02～ 06mの掘 り方が、 S D36溝跡の南側に沿っ

て約 8mの範囲で続いている。深さは約 4～ 10cmで 、掘 り方内は礫混 じりの黒褐色土が充填 され、

堅 く締まっていた。類似する遺構は、矢巾町徳丹城跡や平泉町無量光院跡の調査で確認されてお り(註

2)、 遺構の状態 と類例から、当該遺構 (S X01)は 道路状遺構 と判断される。時期を判断で きる出

土遺物はないが、 S D36溝跡 と同時期に存在 した可能性がある。道路状遺構の用途 (作 られた 目的)
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1 12世紀の遺構と遺物

としては、①路面舗装のための路面下基礎部 (路床)、 ②泥淳等の修冶、③重量を運ぶ修羅を動かす

ための枕木の痕跡、などが想定されているが、S X01道路状遺構が確認された場所は南東側の低地に

向かって落ち込んでいく場所に相当することから、②の可能性を考えておきたい (註 3)。

(2)遺 物

かわらけ 。国産陶器 。中国産陶磁器・石製品 。木製品・土製品・植物遺体などがある。

a かわらけ

種別では、ロクロかわらけ大小・手づ くねかわらけ大小・柱状高台・内折れかわらけがある。溝跡

からの出土量が多い。一定の基準で選別された掲載遺物199点から導かれる内訳は、12世紀中の細分

を無視すれば、ロクロかわらけ大 (52点 :26%)、 ロクロかわらけ小 (77点 :380/0)、 手づ くねかわら

け大 (32点 :160/0)、 手づ くねかわらけ小 (27点 ■4%)、 柱状高台 (8点 :40/O)、 内折れかわらけ (3点 :

20/0)である。ロクロの比率が高い傾向がうかがえる。ただし、器壁の薄い手づ くねかわらけと器壁

の厚いロクロかわらけでは、単純に残存率から算出した比率が、本来の組成の状況を反映しているか

は不確かである。当遺跡出土のかわらけは、概ね色調は赤みが強 く、胎土は砂礫の混入物が多い。個々

のかわらけを見ると、製作段階の粘土紐の痕跡を残 した状態の手づ くねかわらけがあ り、また、燈明

皿としての使用の痕跡を残すかわらけもある。

b 国産陶器

種別には常滑窯産・渥美窯産・水沼窯産・須恵器系陶器がある。すべて破片資料である。常滑窯産

の器種は奏・壺 (三筋文壼 )。 片口鉢がある。渥美窯産の器種は甕・壺 。片口鉢がある。水沼窯産の

器種は縦耳付 きの壼である。須恵器系陶器の器種は、甕・壷である。内訳の比率は、12世紀中の細分

を無視すれば常滑窯産 (440/0)。 渥美窯産 (39%)・ 須恵器系 (150/0)、 水沼窯産 (2%)で ある。個々

の資料では、内面に漆・金が付着 していた片口鉢がある。当外地に於いて手工業者が活動 していたこ

とを示す資料 と思われる。また、倒立で埋設されていたと推測される常滑窯産の甕がある。

c 中国産陶磁器

種別には白磁・青磁・青白磁、陶器がある。時期の細分を無視すれば、内訳の比率は白磁 (的%)・ 青

磁 (7%)。 青白磁 (140/0)で ある。白磁の器種は壼・碗・皿などがあり、四耳壼・水注など壼類の比率

が高い (白磁78%)。 青磁の器種は碗である。青白磁の器種には合子がある。時期は12世紀後半を主体と

するが、少量ながら12世紀前半の遺物もある。注目される個々の遺物では小壼の蓋が完形品で出土した。

d 石製品

石製品には砥石・碁石がある。

e 木製品

漆器椀・折敷・形代・ちゅう木・下駄・容器・木錘・用途不明の本製品などがある。多 くは破片資

料で完形品は稀であ り、器種 も推測の域 を出ないものもある。溝跡・井戸跡からの出上が多い。漆

器椀は内外面黒漆で、材はケヤキである。法量を復元できるものでは口径 16 7cm、 器高5.8cm、 底径

7.2cmで ある。形代は一端に括れがあ り、小 さな二か所の穿孔がある。ちゅう木とした資料はやや大

きく、異なる用途も考えられるかもしれない。下駄は連歯で材はケヤキである。容器はロクロ使用の

痕跡 と、黒漆の痕跡が残る。木錘 としたものは腐蝕が著 しい。用途不明の木製品がある (註 4)。 橋

脚痕と推測される柱材は、マツ属複維管亜属で、断面形が人角形に整形されている。

f 土製品

土製品には土壁がある。木舞が確認できた資料はない。

g 植物遺体

モモ・ トチノキ 。オニグルミ・アサ・カナムグラなどが出上 した。
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2 近世 か ら近代 にか けての屋敷地

今回の調査では、近世から近代にかけての遺構・遺物を確認した。特にH・ G区を中心に確認され

た遺構・遺物は、いわゆる小路口屋敷に関連する遺構 。遺物と推定される。ここでは、確認された遺

構 。遺物、その他の諸記録から、当地にあったとされる屋敷についてまとめておきたい。

(1)遺 構

近世から近代にかけての遺構 としては、柱穴からなる建物跡・柱列跡、溝跡、土坑などの遺構があ

り、特にH4区、G4区でまとまって確認された遺構群は、屋敷地を構成する諸施設と推定される。

a 建物跡・柱列跡

H3・ G4区で確認された柱穴は約150個 である。そのなかで建物跡・柱列は12棟が想定された。

調査区の制約もあり全体構成を把握できていないが、区画溝と同方向に軸線があるものが多い。柱穴

には、礎盤や根がため石が確認できたものもあり、規模の大きな建物 もあったことが想定される。

b 土坑

土坑は、円形基調の ものが多いが、 H3・ G4区 では方形基調の土坑が多い。 S K120。 121・

124。 125土坑などで、用途などは不明だが、遺構の状態から当該時期に属すると推定される。近世以

降に属する方形基調の上坑のなかで、特殊な用途を類推させるものとして S K32土坑がある。土坑の

大きさは、265× 148× 0.42m以上である。上部は削平されている。木枠の大 きさは、1,9× 10× 03m、

側板の厚さ0.06m、 底板は厚 さ003mで、幅03m前後の板 4枚を並べて、下部中央に横木を渡 して留

めていた。側板 と底板は、要所を鉄釘で留めていた。掘 り方内に木枠を伴い、木枠内に炭化材 (粉炭)

がびっしり詰まっていたことに特徴がある。炭化材の樹種はマツ複維管束亜属である。また、炭化物

中に混 じって、焼けた小型の魚骨片、小型の漆器椀の一部と推測される漆膜片が出土 した。今回の調

査成果から用途は断言 しかねるが、類似する木枠を伴う土坑の調査事例などから次のことが指摘でき

る。①木枠を伴う方形基調の土坑は近世の民家の付属施設と考えられる (註 5)。 ②木枠自体は民俗

事例から、近世農家に広範に使用されていた民具の範疇で考えられる(註 6)。 ③当該資料については、

地下に炭化材を収蔵することにより、除湿・脱臭などの効果を意図した施設の可能性が考えられる。

なお、近世の小路国家は、19世紀中頃に麹屋を営んでいた記録が残されており、その生産工程に関わ

る施設の可能性も考えられたが、直接的に結び付けることができる証拠は得られていない (註 7)。

c 溝跡

S D24・ 118。 119。 125'127溝 跡などが該当する。特にS D24。 127溝跡は、屋敷地の北側から西

側を区画していた一連の溝跡と推測される。比較的遺存状態の良い部分で判断すると、断面が逆台形

状で底部幅087mである。出土遺物が多く、溝跡と近接して多くの遺構が見つかっていることから、

建物などの施設に比較的近い地点を調査したのだと考えられる。

d 屋敦地の土地利用

屋敷地の北側から西側にかけて巡るS D24・ 127溝跡が確認された。屋敷地への入口や通路などは

明確に把握できていない。面的に調査できていないため十分に把握できていないが、想定される区画

の北東側に遺構・出土遺物が集中しており、南側では遺構・遺物の密度が低い。このことから、周囲

を溝に囲まれた敷地内の土地利用は、北側に建物、南狽Iに庭のような空間があったと推定される。

(2)遺   物

陶磁器類・石製品・金属製品・銭貨・ガラス製品・木製品・動物遺体・オ直物遺体が出上している。
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2 近世から近代にかけての屋敷地

a 陶磁器

陶器・磁器がある。年代観 としては江戸時代から明治時代にかけて、およそ17世紀から20世紀であ

る。主体は19世紀後半にあるように思われる。溝跡の調査が一部に留まったことを考えると、かつて

の屋敦には、膨大な量の陶磁器・木製品など食器類が保有されていたと推測される。

b 石製品

硯がある。裏面に「赤石組第三部 大沼喜悦」の線刻がある。「赤石村」の存在 した1889～ 1953年

頃のものか。大沼喜悦氏は、大正から昭和 (20世紀初頭)に生存 した人物 らしい (聞 き取 り調査 )。

c 金属製品

鉄製品と銭貨がある。鉄製品はスコップである。銭貨は、寛永通賓 (新寛永 :初鋳年1697年 )。 明

治の一銭銅貨 (1873～ 1888年 )がある。

d ガラス製品

ガラス製品には、コップ・コルク栓の瓶・ランプなどがある。いずれも破片資料である。

e 木製品

木製品には、漆器椀・樽などがある。漆器椀の材はブナ属である。内面赤漆・外面黒漆である。

f 動物遺体

動物遺体には、焼けた魚骨がある。 S K32土坑内の炭化材中から出上 した骨片である。

s 植物遺体

植物遺体には、マツボックリがある。かつて屋敷地内に大 きな松の木があったとする記録の傍証で

ある。

(3)文書 ・絵 図 ・地籍図・航空写真

小路口屋敷を類推する関連資料 として、文書、絵図、地籍図、航空写真などがある。これらの資料

を手がか りとして小路口屋敷のおおよその変遷をたどってみたい。

a 文書―小路国家文書・喜右衛問・麹屋・小路回の松一

『紫波町史 第 1巻』に久の記載がある。長文になる力羽 1用する。「同家は、鎌倉時代以来の存在が

確認される旧家であ り、この時代 (江戸時代 ?)の 中期には「持高二百石余、手廻三十九人、馬十二

疋」という豪農であった。それが、天明期以降になると、大凶作の影響を受けてそのまま経営を維持

することが困難な状態 となった。このため、次第に土地を手放すようになり、弘化三年 (1846年 )の
検地時には八十七石余を残すのみとなった。その同家が、麹屋の経営に着手 したのは嘉永五年 (1852

年)の ことであった。すなわち、この年の十月、金三分二朱と銭三十二貫文ほどを投 じて新規に麹室

を設置している」 (P786)。

また、『紫波町史 第 3巻』 (註 8)に よれば、天明 3年 (1783年 )に、同年の飢饉による影響で、

分家「中之坊」へ物品を分け与え (小路国家文書 )、 寛政 2年 (1790年 )よ り肝入役を勤めていた (月ヽ

路口家文書「御村諸用書留帳」)。 また、天保 9年 (1838年 )の毛見帳に「肝煎 喜右衛門 (小路国家

当主)」 の名が見え、弘化 3年 (1846年 )の御検地時には、小路口において八十七石余を所持 してい

た (「御検地名寄帳」)。

以上、『紫波町史』に提示されている諸記録の内容を総括すると、「鎌倉時代以来の存在」については、

根拠資料は示されていないが、確実なところでは、18世紀末頃の文書記録が存在 し、19世紀中頃の文

書及び絵図の記録が存在 し、19世紀中頃に麹屋を営んでいたことがわかる。

F紫波郡誌』大正15年 (1926年 )の「第七章 名蹟誌 二 天然記念物」の「小路口の松」 (P384)

の項に「赤石村大字南 日詰大沼喜右衛門なるもの 元ゝ宅地内にあ り、周囲七尺高さ三十尺、十三枝あ

り、五百年前のものなりと謂って居る。慶応元年藩主利恭来 り覧て金三両及び F古松園』の額を賜は
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る。」の記載がある。藩主利恭は南部藩16代藩主で、就任は明治元年 (1868年 )と されている。「かつて」

(慶応元年 (1865年 ):19世紀後半頃)屋敷地内には大きな松の木があったとされている。その松の木

がいつ頃まで当屋敷に在ったかは不明だが、今回の調査では、 S D 127溝跡埋土から、マツボックリ

が出上 してお り、かつて当地に松の木があったことの修証になろう。また、「元宅地内」の記載から、

『紫波郡誌』刊行の1926年 (20世紀前半)に、屋敷地は空 き屋または廃屋なっていた可能性がある。

b 絵図

弘化 3年 (1846年 )の絵図「志和郡南 日詰村小絵図拾七枚之内ぬ印 小路口」(紫波町教育委員会所蔵 )

に「四十一 喜右衛門 屋敷 (絵 )」 の記載がある。当該個所は小路口屋敷地付近に相当する。

c 地籍図

「岩手県陸中国紫波郡南 日詰村第十地割字小路口絵図面」の地籍図に「六十一番 ―等 宅地」、そ

の東側に「六十四呑 墓地」の記載がある。小路口屋敷付近に相当すると思われる地点である。範囲・

形状は、絵図に記 された範囲とほぼ一致する。地籍図の作成年代は不明だが、絵図に「紫波郡南 日詰

村」とあることから、明治19年 (1886年 )か ら明治22年 (1889年 )の 間、おおむね19世紀後半に作成

されたものと推測される (註 9)。

d 航空写真

昭和23年 (1948年 )の航空写真 (航空写真 a)に屋敷地の跡が見える。19世紀後半作成と推測され

る地籍図の「宅地」とほぼ同じ場所の範囲が屋敷地の範囲として撮影されている。19世紀中頃から20

世紀中頃までの約100年 間は小路口付近の景観は大 きく変わっていないと推測される。大規模開発が

なかったためと推測される。そして、1970年の航空写真 (航空写真 b)には、規模を縮小 した屋敷地

の範囲が撮影されている (註 10)。

e 聞き取りから

「現在の土地の旧持主大沼家は、本家でないため、旧いことは不明である。本家は盛岡方面に移っ

てお り、新幹線の建設まで屋敷に住人が居て、年寄 (姑)が一人住まいであった。屋敷地は昭和40年

より前の耕地整理の際に周囲の堀部分が埋められ、建物を縮小 して建て直 して生活 していた。新幹線

の建設時にその屋敷 も取 り壊 され、その際に住人は盛岡市の山岸に移った。山岸では、姑はすでに亡

くなってお り、現在は嫁が一人住まいなので、古いことはわからないと思う (O・ K氏70歳 前後)。

屋敷の住人は、戦時中に満州に行ってお り、戦後に日本に戻ってきた (O・ K氏60代 )。 かつて立派

な松の木があ り、すばらしい庭園があつた (O・ I氏80代 )。 新幹線建設までは屋敷に住人は居 り、

生活 していた。大沼家 (本家)では名前に代々「喜」の字が引き継がれてきた。江戸時代の記録には、

小路口喜右衛門の名が見える。硯に名が記された「大沼喜悦」氏は、大正末期から昭和前期に生 きて

いた方で、詳しい生年月日などは不明である。喜悦氏は、大沼家の長男として生まれ、屋敷に住んで

いたが、家は継がなかったらしい (O・ D氏60代 )。

(4)歴 史 的 変 遷

小路国家の屋敷の存続年代は、諸資料から17世紀から昭和までと判断される。その主体は19世紀中

頃から後半であろう。そして、19世紀末 (明治前半)か ら20世紀前半 (戦前)の 間に一度、空き家ま

たは廃屋 となった可能性がある。戦後は、かつての屋敷地の規模が縮小 されたようである。堀が埋め

られたのは、昭和38年 (1963年)頃の農地整備の際と推定され、屋敷が最終的に廃絶された年代は、

昭和57年 (1982年 )の新幹線工事の際と推測される。調査成果と残 された諸記録から、小路口屋敷の

およその変遷をまとめると次のようになる。

18世紀後半 (1790年 )、 同村の肝入役を勤めていた (『紫波町史』文書)。

19世紀中頃 (1846年 )、 同村で87石余を所持 していた (『紫波町史』文書 )。
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19世紀中頃

19世紀中頃

19世紀中頃

19世紀後半、

20世紀前半

20世紀中頃

20世紀後半

20世紀後半

(1846年 )、 屋敷地の記録が残されている (「絵図面」)。

(1852年 )、 麹屋を営んでいた (F紫波町史』文書 )。

(1865年 )、 敷地内に大きな松の木があった (『紫波郡誌』)。

屋敷地・墓地の記録が残されている (「 地籍図」)。

(1928年 )、 「大沼喜右衛門なるもの 元ゝ宅地」の記録がある (『紫波郡誌ど)。

(1948年 )、 地籍図とほぼ同じ範囲で屋敷地が撮影されている (航空写真 a)。

(1970年 )、 縮小 した屋敷地の範囲が撮影されている (航空写真 b)。

(1975年 )、 東北新幹線建設に伴い、住人は移転 し、建物は廃絶された (「大銀遺跡」)。

と め

(1)遺跡の位置 と立地

南日詰小路口 I・ Ⅱ遺跡は、比爪館跡との北上川との間に位置する遺跡で、日詰館跡の南東側、五

郎沼の東狽1に位置する遺跡である。比爪館跡は北上川の東側に形成された段丘の端部に位置してお り、

その東側と南側に広がる低地に12世紀の遺跡が分布している。比爪館跡の立地は、地形的にも選択さ

れたものであつたことがわかる。

(2)検出された遺構

検出された遺構は、古代の竪穴住居跡 (9世紀)、 12世紀の建物跡、溝跡、井戸跡、道路状遺構、

土器埋設遺構、近世から近代の屋敷地に伴う建物跡、溝跡や土坑などである。

(3)遺 構 の 占 地

調査した範囲では、検出された遺構の分布に疎密がある。現在は一帯が水田化して西から東に向かっ

て緩く傾斜しているように見えるが、かつては随所に沢が入り込み、微高地が点在していた地形であっ

たと推測される。遺構はかつての微高地につくられたものと推測される。なお、検出された遺構は、

後世の改変により全般に削平されていることが確認された。

(4)出 土 遺 物

12世紀の遺物としては、かわらけ 。国産陶器・中国産磁器・石製品・木製品・土製品などが出土 し

た。なかでも手づくねかわらけの皿、白磁の壷、常滑窯産の甕からなる、いわゆる平泉セットが出土

したことは平泉との密接な関係を示している (註 11)。 加えて、破片資料ではあるが、水沼窯産の壺や、

白磁水注、小壼の蓋、青白磁の合子片等、比爪館跡や平泉遺跡群と比べても、遜色無い希少な遺物が

出土している。このことは、平泉藤原氏の一族比爪氏とその政治拠点であった「比爪」の地について

考えるうえでの貴重な資料である。量は少ないが、12世紀前半の遺物が散見されることも注目される。

また、小路口屋敷の跡地に関連して近世から近代の陶磁器類や木製品などの遺物が出土した。

(5)お  わ り に

今回の調査で、比爪館跡の東側に広がる12世紀の遺跡群の内容の一端を垣間見ることができた。南

日詰小路口 I・ I遺跡は、古代・12世紀 。近世から近代の遺跡であることがわかった。また、縄文時

代や中世の遺物も出土していることから、当該期の遺構の存在も想定される。今後は、周辺の遺跡群

の調査成果と合わせて、当該地域の各時代の様相について検討していくことが課題である (註 12)。
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言主

(1)S D34の地点は、弘化 3年の絵図及び19世紀後半の地籍図では、日と記されている範囲と推定される。

(2)無量光院跡第4次調査の「畝状遺構」 (平泉町教育委員会1995)。 徳丹城跡第54次調査の「畝状小溝群」 (矢巾町教育委

員会2003)。

(3)徳丹城跡第54次調査の「畝状小溝群」については、「(5)中世 近世道路状遺構の変遷」で、「今回、拳大の礫を含む

固い土が含まれていた状況が確認された。 (中略)いずれも軟弱上の入れ替え工法と観られる。小溝群が、竪穴住居跡等

が在って黒ボク上が厚い個所に限つて施工されているのは、万年的な泥淳をこの工法によつて解消させる効果を期待し

たからであろうし、場合によつては枕木を設置して板材を渡し、部分的な木道を築いていた可能性も考えられる」(P

60)と している (矢巾町教育委員会2003)。 徳丹城で同様の痕跡が見られた場所は、道路全域ではなく、堅穴住居跡の埋

土上で、遺構が重複して地盤が比較的脆弱と思われる個所である。

(4)No1453は 、『日本の美術12 Nol15 平城宮跡』第79図「紙の文書を巻きつける題鎖 丸い軸の頭に平らな見出しを書

く部分がついている。 (中略)長 さ385セ ンチ。」として写真掲載されている資料に形状が類似する。当資料の用途につ

いては検討の余地があるように思われる。

(5)木枠の箱を埋設した土坑の類例に平泉町の泉屋遺跡16SK19がある。径185× 145cm、 確認面からの深さ14cmほ どの方形

基調の掘り方に木枠が埋設されており、礎石民家内に設置された収糸内用の施設と報告されている (岩文振第339集 )。 また、

掘り方の規模・形状が類似する土坑の類例に南日詰遺跡のS X01竪 穴遺構がある。時期はS B01建物跡と同時期の近世と

報告されている。建物に近接して、建物と同じ長軸方向をもって設置されていることが特徴である (岩文振第463集 )。

(6)類似する木枠の類例に農家で穀物貯蔵などに用いられる「ひろ」「セェロJ「キッツ」などがある (『図録民具の基礎知

識』ほか)。 S K32土坑出上の木枠の構造も類似 しており、木枠の構造は、その系統上のあると推測される。

(7)麹づくりの際に使用する類似の木箱では酸化防止のために鉄釘は使用しないとのことである(聞 き取り調査より)。 よつ

て木箱は、近世には広く使用されていたとしても、本遺構の木枠を直接麹づくりに関連づけることは難しい。にごり酒

を清酒にする工程でも炭の使用が考えられるが、本遺構については明確な根拠がない。

(8)『紫波町史 第 3巻』には、小路国家文書及び小路国家の喜右衛門についての次の文書が収められている (掲載順)。

・毛分帳 (南 日詰の小路国家所蔵 天保 9年 (1838))

・最終検地における個別別持高 南日詰村 (岩手県立図書館蔵 弘化 3年 (1846))

・高ノロ林書上帳 (南 日詰の小路国家所蔵 嘉永 4年 (1851))

・夫伝馬継立帳 (南 日詰の小路国家所蔵 安政 4年 (1857))

※安政 2年 (1855)・ 同5年 (1858)・ 同6年 (1859)。 文久 2年 (1862)の 帳書もあり。

・小路国家「糀室新規普請諸入用留帳」 (南 日詰の小路国家所蔵 嘉永 5年 (1852))

・小路国家「糀村々江諸借書抜帳 (抜粋)」 (南 日詰の小路口家所蔵 嘉永 6年 (1853))

・小路国家「米出入糀仕込米飯料米書留帳」 (南 日詰の小路国家所蔵 安政6年 (1859))

・小路口奈「万書留帳」(南 日詰の小路口家所蔵 天明3年 (1783))

・小路国家「借用手形」(南 日詰の小路国家所蔵 寛政4年 (1792))

・小路口家「御村諸用書留帳」 (南 日詰の小路国家所蔵 寛政 2年 (1790))

・寺請状之事 (南 日詰の小路国家所蔵 天保 9年 (1838))

・岩手県管轄地誌 (岩手県立博物館所蔵 明治10年 (1877))

(9)「行政区画変遷・石高一覧」 (『 日本歴史地名体系 第3巻 岩手県の地名』平凡社)。

(10)「 大銀遺跡」の調査範囲には、縮小した屋敷 (報告書掲載第2図 と航空写真b参照)が含まれているが、報告では、この

屋敷に関する調査所見は得られていない (岩手県文化財調査報告書35集 )。

(11)八 重樫忠郎2001「東北における中世初期陶磁器の分布」 (『都市・平泉一成立とその構成― (研究発表要旨、古代末、

中世初期陶磁器集成)』 掲載)、 人重樫忠郎2002「 平泉藤原氏の支配領域」 (『平泉の世紀』掲載)。

(12)『吾妻鏡』には、三つの「館」力澪己載されている。「平泉館」「衣河館」「比爪館Jである (羽柴2006)。 その意味で平泉

研究において比爪館の存在は大きい。しかし、「平泉館Jと 推定される柳之御所跡が、現在国指定史跡として文化財保護

法のなかで価値付けされていることに比べると、比爪館の評価は大きく異なっている。比爪館及びその周辺を含めた「12

世紀の比爪」について、確かな評価をしていくために、今後さらなる調査・研究の蓄積が必要である。

引用 ・参 考 文献

岩手県教育委員会紫波郡部会 1926『紫波郡誌』

紫 波 町 1972『紫波町史』第 1巻

紫 波 町 1972『紫波町史』第2巻

坪井清足編 1975『 日本の美術12 Nol15 平城宮跡』至文堂

宮本馨太郎編1979『図録民具の基礎知識』柏書房

岩手県教育委員会 1979『東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書 Ill』 岩手県文化財調査報告書35集

紫 波 町 1988『紫波町史』第3巻
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岩手県文化振興事業国埋蔵文化財センター 1989『南日詰遺跡発掘調査報告書』岩文振第136集

有限会社平凡社地方資料センター編集 1990『 日本歴史地名体系 第 3巻 岩手県の地名』平凡社

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 1991『比爪館跡発掘調査報告書』岩文振第151集

紫波町教育委員会 1992 Flヒ爪館跡第 9・ 10次発掘調査報告書』紫波町文化財調査報告書第24集

紫波町教育委員会 1992『紫波町の遺跡 町内遺跡詳細分布調査報告書 I』 岩手県紫波町文化財調査報告書第26集

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 1995『柳之御所跡』岩文振第228集

平泉町教育委員会 1995『平泉遺跡群発掘調査報告書 無量光院跡第 4次』岩手県平泉町文化財調査辛R告書第47集

永原慶二編 1995『常滑焼と中世社会』月ヽ学館

日本考古学協会2001年度盛岡大会実行委員会 2001 日本考古学協会2001年 度盛岡大会研究発表資料集『都市・平泉一成立と

その構成― (研究発表要旨、古代末、中世初期陶磁器集成)』

名久井文明 。名久井芳江著 2001『山と生きる 内間木安蔵家のくらし」一芦舎

盛岡市遺跡の学び館 2002『岩手・斯波の平泉文化』

入間田宣夫・本澤慎輔編 2002 F平泉の世界』高志書院

紫波町教育委員会 2002 Flヒ 爪館跡第11次～第18次発掘調査報告書―赤石小学校施設関連工事―』

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 2003『泉屋遺跡第16・ 19・ 21次発掘調査報告書』岩文振第339集

岩手県教育委員会 2003『柳之御所遺跡』岩手県文化財調査報告書第117集

矢巾町教育委員会 2003『徳丹城跡第54・ 55・ 56次発掘調査』矢巾町教育委員会

紫波町教育委員会 2004『比爪館跡第 8次・19～ 22次発掘調査報告書』岩手県紫波町文化財調査報告

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 2004『下構造跡発掘調査報告書』岩文振第446集

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 2004『南日詰遺跡発掘調査報告書』岩文振第463集

川井村文化財調査委員会編 2004『 )|1井村北上山地民俗誌 上巻』,|1井村教育委員会

羽柴直人 2006「比爪館をめぐる諸問題」岩手考古学会第35回研究大会資料集

紫波町教育委員会 2007『北日詰東ノ坊 I遺跡発掘調査報告書』岩手県紫波町文化財調査報告書2007

岩手県教育委員会 2008『岩手県内遺跡発掘調査報告書 (平成18年度)』 岩手県文化財調査報告書第126集
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0       1 : 700    20m

(網掛けは昭和50年度 大銀遺跡の調査範囲)

第 140図 近世から近代にかけての屋致地の周辺図
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Ⅶ 分 析 。鑑 定

1 木製品樹種 同定 (紫波 町南 日詰小路 口 I・ Ⅱ遺跡 出土材の樹種 )

高橋利彦 (木工舎「ゆい」)

(1)試   料

試料は古代 (12世紀)と 近世のものとされる土坑・溝跡・柱穴などから検出された木製品・加工材

で、古代の材51点、近世の材24点 と炭化材 3点の計78点である (表 1・ 2)。

遺跡は北上川の西側に形成された低地上 (標高92～ 93m)に立地している。近世から近代にかけ

て存続した記録が残る屋敷地跡を囲う溝跡・掘立柱建物跡などや、平安時代末期 (12世紀)の集落と

みられる建物跡や溝跡・井戸跡などが検出されている。遺跡の西側には『吾妻鏡』に記載のある12世

紀の樋爪氏の居館と推定されている「比八館跡」がある。

(2)方 法

材のプレパラー トの作製には、調査担当者の立ち会いの下で筆者が遺物から採取 した材片を用いた。

剃刀の刃を用い試料の横断面・放射断面・接線断面 3面の徒手切片を作製 し、これをガムクロラール

で封入 したプレパラー トを生物顕微鏡で観察 し同定した。炭化材は3断面を走査型電子顕微鏡 (加速

電圧15kV)で観察 し同定した。併せて各分類群 1点の顕微鏡写真図版を作成 した (図版 1～ 4)。 な

お、作製 したプレパラー トと残った炭化材片はすべて木工舎「ゆい」に保管されている。

(3)結   果

試料は以下の10分類群に同定された。試料の主な解剖学的特徴や一般的な性質は次のようなもので

ある。なお、学名と配列は「日本の野生植物 木本 I・ Ⅱ」 (佐竹ほか 1989)に したがい、県内での

自然分布については「岩手県植物誌」 (岩手植物の会 1970)を 参照 した。また、一般的性質などにつ

いては「木の事典 第 1・ 2・ 4・ 6。 7巻」 (平井 1979,1980)も 参考にした。

・マツ属複維管東亜属 (Pinus subgen.Diploxylon sp.)マ ツ科 1702,1751,1752,1753,1754,1755,

1756,1757,1919,1920

早材部から晩材部への移行は緩やかで、晩材部の幅は広い。樹脂細胞はなく樹脂道が認められる。

放射組織は仮道管と柔細胞、エピセリウム細胞よりなり、仮道管内壁には顕考な鋸歯状の突出が認め

られる。分野壁孔は窓状。放射組織は単列、1-15細胞高のものと樹脂道をもつ紡錘状のものがある。

複維管束亜属 (二葉松類)は国内に3種あり、県内にはクロマツ (Pinus thunbergii)と アカマツ

(P.densinOra)が 自生する。クロマツは沿岸部に点生するものの、全域で普通にみられるのはアカマ

ツである。材は重硬で、強度は大 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ある。

・スギ (Cryptomeria japonica)ス ギ科 No 711,721,726,1708,1710,1718,1719,1720,1736,1737,

1740,1742,1743,1744
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1 木製品樹種同定

早材部から晩材部への移行はやや急で、晩材部の幅は比較的広い。樹脂細胞はほぼ晩材部に限って

認められ樹脂道はない。放射組織は柔細胞のみよりなる。分野壁孔はスギ型で分野あた り2-4個 。

放射組織は単列、 1-15細胞高。

スギは本州・四国・九州に自生する常緑高木で、また各地で植裁・植林される。国内では現在、植

林面積第一位の重要樹種であり、長寿の木としても知られる。県内でも各地でみられる。材は軽軟で

割裂性は大きく、加工は容易、保存性は中程度である。建築・土木・樽桶類・舟材など各種の用途が

ある。                 ´

・ ヒノキ属 (Chamaecyparis sp)ヒ ノキ科 No 1707,1733

早材部から晩材部への移行は緩やかで、樹脂細胞は晩材部に限って認められ、樹脂道はない。放射

組織は柔細胞のみよりなる。分野壁子しはヒノキ型で分野あたり1-4個。放射組織は単列、 1-15細

胞高。

ヒノキ属にはヒノキ (Chamaecyparis obtusa)と サワラ (C pisttra)の 2種があるが、県内には

サワラのみが自生する。サワラは県中部以南に自生 し、また植裁される高木で多 くの園芸品種がある。

材は軽軟で割裂性は大 きく、加工も容易、強度的にはヒノキに劣るが耐水性が高いため、樽や桶にす

るほか各種の用途がある。

・アスナロ (Th�opsis dolabrata)ヒ ノキ科 No.701,702,708,713,714,719,722,723,734,737,739,

1701,1709, 1729,1730,1735,1738,1739,1745a,1745b

早材部から晩材部への移行は緩やかで、晩材部の幅は狭 く、樹脂細胞はあるが樹脂道はない。放射

組織は柔細胞のみよりなる。分野壁了しは小型のヒノキ型～スギ型で分野あたり1-6個。放射組織は

単列、 1-15細胞高であるが 5細胞高程度の低いものが多い。

アスナロは本州・四国 。九州に自生する日本特産の常緑高木で時に植裁される。北海道 (渡島半島

以南)。 本州北部には変種 ヒノキアスナロ (ヒ バ)(T.dolabrata var.hond江 )がある。材はやや軽軟

で保存性は高い。建築・土木・家具・器具材など各種の用途が知られている。

・ブナ属 (Fagus sp)ブ ナ科 No 1712,1713,1714,1715

散孔材で管孔は単独または放射方向に2-3個 が複合、横断面では多角形、分布密度は高い。道管

はほぼ単穿孔をもつが、晩材部では段 (bar)数 が10前後の階段穿孔をもつものもある。放射組織は

同性～異性、単列・数細胞高のものから複合組織まである。柔組織は短接線状、散在状。年輪界は明瞭。

ブナ属はブナ (Fagus crenata)と イヌブナ (F.japonica)の 2種がある。ブナは北海道南西部 (黒

松内低地帯以南),本州・四国 。九州に、イヌブナは本州 (本県以南)・ 四国・九州の主として太平洋

側に分布する。ブナの材はやや重硬で、強度は大きいが加工はそれほど困難ではなく、耐朽性は低い。

木地・器具・家具・薪炭材などの用途があったが、最近では各種の用途に用いられている。

・コナラ属コナラ亜属コナラ節 (Quercus subgen Quercus sect Prinus sp.)ブ ナ科 No.715,1748,

1749,1921

環孔材で孔圏部は 1-3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、ともに単独で配列する。道管は単穿孔

をもち、壁孔は交互状に配列、放射組織 との間では柵状となる。放射組織は同性、単列、 1-20細胞
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Ⅶ 分析・鑑定

高のものと複合組織がある。柔組織は短接線状、周囲状。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 (ド ングリ)が開花の年に熟すグループで、カシ

ワ (Quercus dentata)、 ミズナラ (Q.crispula)、 コナラ (Q.serrata)、 ナラガシワ (Q.aliena)と い

くつかの変・品種がある。県内には4種 とも自生するが、遺跡のある平野部に普通なのはコナラであ

る。コナラは樹高20mになる落葉高木で、古 くから薪炭材として利用され、植裁されることも多かっ

た。材は重硬で、加工は困難、器具・機械・樽材などの用途があり、薪炭材 としては同属のクヌギに

次ぐ優良材である。           ´

・クリ (Castanea crenata)ブナ科 No.704,705,706,707,709,710,729,731,742,1758

環孔材で孔圏部は 1～多列、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

道管は単独、横断面では楕円形～円形、小道管は単独および2-3個 が斜 (放射)方向に複合、横断

面では角張った楕円形～多角形。道管は単穿孔をもち、壁孔は交互状に配列、放射組織 との間では柵

状～網 目状 となる。放射組織は同性、単列、1-15細胞高。柔組織は周囲状、短接線状。年輪界は明瞭。

クリは北海道南西部から九州の山野に自生 し、また植裁される落葉高木である。県内各地で普通に

みられる。材はやや重硬で、強度は大きく、耐朽性が高い。土木・建築・器具 。家具・薪炭材、猾木

などに用いられる。

・ケヤキ (ZelkOva serrata)ニ レ科 No 716,717,718,725,730,1716,1721,1722,1734

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、塊状に複合 し接線・斜方向

の紋様をなす。大道管は横断面では円形～楕円形、単独。小道管は横断面では多角形で複合管孔をな

す。道管は単穿孔をもち、壁了しは交互状に配列、小道管内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織

は異性、 1-10細胞幅、 1-60細胞高で、しばしば結晶を含む。柔組織は周囲状。年輪界は明瞭。

ケヤキは本州・四国 。九州の谷沿いの肥沃地などに自生 し、また屋敷林や並木として植裁される落

葉高木で、時に樹高50mに もなる。材はやや重硬で、強度は大きいが、加工は困難でなく、耐朽性が

高 く、木理が美 しい。建築・造作・器具・家具・機械・彫刻・薪炭材など各種の用途に用いられ、国

産広葉樹材の中で最良のものの一つにあげられる。

。モクレン属 (Magnolia sp.)モ クレン科 No.1703,1704,1706,1717

散孔材で管壁は薄 く、横断面では角張った精円形～多角形、単独および2-4個 が放射方向に複合

する。道管は単穿了しをもち、壁孔は階段状～対列状に配列、放射組織 との間では網目状～階段状 とな

る。放射組織は異性、 1-2細胞幅、 1-40糸田胞高。柔組織はターミナル状。年輪界は明瞭。

モクレン属 は国内に 6種あ り、県内には高木性のホオノキ (Magnolia obovata)・ コブシ (M.

praecocissima)と 低木のタムシバ (M.salicifoha)が 自生する。ホオノキの材は軽軟で、割裂性が大きく、

加工はきわめて容易で欠点が少ないことから、器具・建築 。家具・建具材などのほか、指物・木地・

下駄歯・刃物鞘など特殊な用途も知られている。コブンの材はホオノキに似るがやや硬 く、ホオノキ

に準 じた使われ方をする。

・ ミズキ属 (Swida sp.)ミ ズキ科 No.720

散孔材で管壁は薄 く、横断面では角張った楕円形、単独で配列する。道管は階段穿孔をもち、段は

多数、壁孔は対列～交互状に配列する。放射組織は異性、 1-5細胞幅、 1-30細胞高。柔組織は散
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1 木製品樹種同定

在状。年輪界はやや不明瞭。

ミズキ属にはクマノミズキ (Swida macrophylla)と ミズキ (S,controversa)が ある。クマノミズ

キは本州・四国・九州に、 ミズキは北海道か ら九州の丘陵地 。平地に普通にみ られる落葉高木である。

ミズキの材はやや重硬で、加工は容易、旋作・木地・器具・薪炭材などに用い られる。クマノミズキ

の材はミズキより硬 く、細工物にはあまり適 さない。

以上の同定結果を検出遺構や推定 されている用途などとともに一覧表で示す (表 1・ 2)。

(4)考   察

同定対象とされた試料からは上記の10分類群が認められたが、通覧するとアスナロ (20点)と スギ

(14点)が多 く、複維管束亜属 (10点 )・ クリ (10点 )。 ケヤキ (9点)がこれに次いでいる。試料数

は限られているものの、用途ごとの用材には偏 りがみられ、樹種が選択されていたことが窺える。ま

た、古代 と近世では用材に違いもある (表 3)。

漆器は椀11点、板 2点、容器 1点が検討された。うち4点が近世、他は古代 とされている。近世の

椀 4点 はいずれもブナ属に、古代の椀 と容器 8点はすべてケヤキに同定された。板はアスナロ製であつ

た。本遺跡の南方約 8kmに位置する石鳥谷町島岡Ⅱ遺跡でも近世 とされる漆塗椀はブナ属に同定さ

れている (高橋 2003a)。 一方、古代 (12c)と されるものでは平泉町柳之御所遺跡などケヤキの例が

多 く知られている (能城 1995,高橋 1995。 2003bな ど)。 椀の用材は、これまで県内各地の追跡から

の報告例が最 も多いケヤキと第 2位のブナ属であり、また、ケヤキが近世試料の中には認められない

のもこれまでの傾向 (高橋 2003c)と 同様であった。一方、板材は折敷など板状の木製品と同じアス

ナロ製であった。漆器といつても到 り物と板で材料の使い分けが行われていたことの表れであろう。

曲物は蓋と底板計 7点が検討された。いずれも古代とされるもので、スギ (4点 )と アスナロ (3点 )

に同定された。類例は平泉町志羅山遺跡第73次調査検出の曲物・曲物?がスギ (2点 )と アスナロ (2

点)に同定されている例 (高橋 2001)な ど、各地・各時代の遺物で知られている。

この曲物 と上記の漆塗板や折敷・形代など残存厚 lcm以下の薄板は、用途不明のものを含め19点

が検討された。すべて古代のものとされ、用材はアスナロ (10点 )、 スギ (8点 )、 ヒノキ属 (1点 )

であった。また、近世の薄板 (残存厚 lcm前後)に もヒノキ属 (樽蓋?)と スギ (桶樽側板)が用い

られている。いずれも木理が通直で害」裂性に優れる針葉樹であ り、「割技法」で薄板を作っていた時

代の用材を示 していると考えている。こうした技法と用材は現在まで受け継がれている (石村 1997,

岩井 1994)。

これに対 し、近世の (半)地下遺構 S K32か ら検出された木枠 (用途は不明)の部材は、検討され

た 7点すべてが複維管束亜属に同定された。添付資料によると、この木枠は幅21～ 30cm、 厚さ3～

6cm、 長さ100お よび210cmの長尺・幅広の厚板で構成されている大型の「箱」である。複維管束亜属 (現

生種の自然分布からアカマツと考える)は、枝が一カ所から四方に伸びる樹形をとるため節が集中す

る。節は割れにくいため、マツ材は「割技法」では製板が難 しく、製板用縦挽鋸の発達が十分ではな

かった古代 (吉川 1976)に は、ある程度以上の長さの幅広板 としては利用 しにくかった材料である。

上述の薄板 とこの厚板の用材の違いは、時代 とともに発達 してきた利器の違いを反映していると思う。

下駄には一木作 りの連歯下駄と台に別材の歯をつける差歯下駄があるが、対象となったのは連歯下

駄が古代と近代のもの各 1点 と、差歯下駄の歯が古代のもの 1点の計 3点であった。用材は差歯がア

スナロ、連歯下駄の古代のものはケヤキ、近世のものはクリであった。県内での出土例をみると、ア
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Ⅶ 分析・鑑定

スナロなどの軟質材は差歯下駄の割合が高 く、ケヤキ・クリを含む硬質材は連歯下駄の割合が高い傾

向にあるとの指摘 (高橋 2003c)を 補強する結果が得られた。

古代の井戸枠は同一遺構から検出された側板 2点、組材 4点が検討された。組材は角材を「ほぞ組」

にした横桟で、これに支えられた縦板が側板であるが、組材はクリ、側板はアスナロに同定された。

側板の一部 しか検討 していないため確言はできないが、角材 と板で材料の使い分けが行われていたよ

うである。
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1 木製品樹種同定

表‖ 南日詰小路口 I遺跡出土材の樹種

試料番号  掲載番号 検 出 遺 構 な ど 用  途 時  期 類分

1701

1702

1703

1704

1706

1707

1708

1709

1710

上712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1729

1730

1733

1734

1735

1736

1737

上738

1739

1740

1742

17弼

1744

1745a

1745b

1748

1749

1751

1752

1753

1754

文755

1756

1757

1758

701

723

7%

725

726

727

732

734

733

731

728

729

730

721

735

708

722

720

702

703

706

709

713

704

705

710

712

7上 1

707

715

719

714

716

717a

717b

．
　

７． ８

SK06埋 上下位4層

SD17 2層 No 17

SD上7 2層No3

SD17 2層 No5

SD17 2層 No4

SD17 2層 Nol

SD24 2層 No 40

SD24 1)雷 No 32

SD24 2層 No 31

SD24 2層 No 21

SD24 2層 No 15

SD24 2層 No 23

SD24 2層 No 24

L区南側落ち込み 黒褐色土層

SD/ 2層 No 41

SD34北側底面

T56Ⅱ 層黒褐色土層

T88底面?

SD34底 面No 17

SD34底 面No 19

SD34底 面No 20

SD34底 面No2上

SD34 Jヒ 側底面

SD34北 側底面

SD34中 央2層 ～底面

SD34北 ベルト2層 ～底面

SD34北 ベルト2層 ～底面

SD34北ベルト2層 ～底面

SD34底 面下(砂層)

SD35ベ ルト南側黒褐色土

SD39北 ベルト2層 ～底面

SD35ベ ルト埋土下位(砂礫層)

SD35ベ ルト埋上下位(砂礫層)

SD35ベ ルト坦上下位(砂礫層)

SD35ベ ルト坦上下位(砂礫層)

SD34底 面No 22

SD34底面No 23

SK32木枠(底板横木)

SK32木粋(底板:西側よりNoり

SK32木杵(底板:西側よりNo2)

SK32木枠(底板:西側よりNo3)

SK32木枠(底板:西側)

SK32木枠(底板:西側よりNo4)

SK32埋±2層

SD35埋 ±7層 ～底面

部材

抗

抗

抗

杭

樽蓋?

桶樽の側板

棒状木製品

把手

漆塗椀

漆塗椀

漆塗椀

漆塗椀

漆塗椀

抗

曲物蓋P

不明

部材

漆塗椀

漆塗椀

曲物蓋

折敷?

形代

漆塗椀

由物蓋

杓子

形代

下駄差歯

曲物底板

折敷P

部材?

曲物底板

ちゅう木

漆塗板材

漆塗板材

部材

部材

木枠

木枠

木枠

木枠

木枠

木枠

木枠?

柱根

古代o2cl

近世

近世

近世

近世

近世

近世

近世

近世

近世

近世

近世

近世

古代(12cl

近世

古代(12o

古代(12o

古代(12cl

古代o2o

古代o2o

古代o2o

古代o2cl

古代o2c)

古代o2c)

古代o2c)

古代(12c)

古代(12c)

古代o2c)

古代(12c)

古代(12c)

古代(12c)

古代(12c)

古代(12c)

古代(12c)

古代(12c)

古代(12o

古代(12o

近世

近世

近世

近世

近世

近世

近世

古代(12c)

アスナロ

マツ属複維管束亜属

モクレン属

モクレン属

モクレン属

ヒノキ属

スギ

アスナロ

スギ

ブナ属

ブナ属

ブナ属

ブナ属

ケヤキ

モクレン属

スギ

スギ

スギ

ケヤキ

ケヤキ

アスナロ

アスナロ

ヒノキ属

ケヤキ

アスナロ

スギ

スギ

アスナロ

アスナロ

スギ

スギ

スギ

スギ

アスナロ

アスナロ

ヨナラ属コナラ亜属コナラ節

コナラ属 ヨナラ亜属コナラ節

マツ属複維管束亜属

マツ属複維管束亜属

マツ属複維管束亜属

マツ属複維管束亜属

マツ属複維管束亜属

マツ属複維管束亜属

マツ属複維管束亜属

クリ
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Ⅶ 分析・鑑定

表2 南日詰小路口Ⅱ遺跡出土材の樹種

試料番号  掲載番号 検 出 遺 構 な ど 用  途 時 期

701

702

704

705

706

707

708

709

7上 0

711

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

725

726

729

730

731

734

737

739

742

1919

1920

1921

1431    SK105 Nol

1432    SK105 No2

1436    SK105 No5

1435      SK105 1ヾ o ll

1433      SK105 No17

1434       SK105 No18

1437   SK106西半埋±4層

1446   SK107南半埋±5層 No 10

1445   SK107南半埋±5層 No ll

1442   SK107南半埋±5層 No 17

1443   SK107南半埋±5層 No 19

1447   SK107南半埋±4層

1444   SK107南半埋±5層No 16

1439   SK107南半埋土

1441   SK107南半坦土中位黒褐色土

1440   SK107南半埋土中位黒褐色土

1438   SK106南半坦±4層 Nol

1448    SKl13 2層

1449   SKl15 2層

1453    SKl15埋 ±3層

1451    SK■ 54層

1455   SKl16西半埋土

1452   SKl15北半埋±3層

1450   SKl15北半坦±3層

1454    SKl16 3層

1も7   SK125北 半坦±1層

―      P1236

-       P1332

-      P12701)詈

―      P1286

-     SK32

井戸枠租I板)

井戸枠租!板)

井戸枠(組材)

井戸枠(組材)

井戸枠(組材)

井戸枠(組材)

板材

部材

部材

曲物蓋?

折敷?

部材

棒状木製品

漆塗抗

漆塗椀

漆塗椀

板状木製品

杵?

曲物底板P

不明木製品

板状木製品

連歯下駄

不明木製品

木錘

漆塗容器

連歯下駄

柱根

礎板

部材?

柱根

炭

炭

炭

古代(12o

古代(12o

古代(12o

古代(12o

古代o2o

古代o2c)

古代(12o

古代(12o

古代(12o

古代(12o

古代(12o

古代o2c)

古代o2o

古代(12cl

古代(12o

古代(12o

古代(12o

古代(12cl

古代o2c)

古代o2c)

古代o2o

古代(12o

古代(12o

古代(12o

古代(12o

近世

近世

古代(12c)

近世

近世

近世

近世

近世

アスナロ

アスナロ

クリ

クリ

クリ

クリ

アスナロ

クリ

クリ

スギ

アスナロ

アスナロ

コナラ属コナラ亜属 コナラ節

ケヤキ

ケヤキ

ケヤキ

アスナロ

ミズキ属

スギ

アスナロ

アスナロ

ケヤキ

スギ

クリ

ケヤキ

クリ

アスナロ

アスナロ

アスナロ

クリ

マツ属複維管束亜属

マツ属複維管束亜属

ヨナラ属 コナラ正属ヨナラ節

Ｋ

　

Ｋ

表3 南日詰小路口 IoⅡ 遺跡出土材の主な用途別樹種

?の付いたものも各用途に含めた

用  途

分類群 時期=

漆  器  井戸粋――‐
通

古   近  古   古

炭

　

近

一
　

古

駄
一差一歯

近

下
一 露

曲物

古

そ の 他

古  近

計  合 計

近

杭

近

木粋

近

/1ヽ

古

Ю

‐４

２

２０

４

４

１０

９

４

１

Ю

２

１

３

４

１

２

‐２

１

‐７

　

３

８

９

複維管束正属

スギ

ヒノキ属

アスナロ

ブナ属

ヨナラ節

クリ

ケヤキ

モクレン属

ミズキ属

硲

１〇

一
１

1古:古代 (12c)近 :近世
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1 木製品樹種同定

図版 3
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図版 1 1 マツ属複維管束亜属 配1702

2  スギ  h726

3.ヒ ノキ属 陥1707

図版 2 4.ア スナロ 配702

5.ブナ属 配1715

6.コ ナラ属 コナラ亜属 コナラ節 配715

図版 3 7.ク リ No1758

8.ケ ヤキ No1716

9.モ クレン属 No1706

図版 4 10.ミ ズキ属 血720

a:横断面 x40 b:放射断面 x100 ci接線断面 x100

Ⅶ 分析・鑑定

図版 4
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2 種実同定

2 種  実  同 定 (南 日詰小路口 I・ Ⅱ遺跡出土種実遺体の同定調査)

パリノ・サーヴェイ株式会社

は じ め に

岩手県紫波郡紫波町南日詰小路口 I・ I遺跡では、平安時代中頃とされる竪穴住居跡や、12世紀頃

とされる井戸跡、建物跡、溝跡などの遺構や、かわらけ、陶磁器などの多量の遺物が出土しているこ

とから、比爪館跡の東側の地域で樋爪氏に関連する集落が形成されていたことが指摘されている。今

回の分析調査では、溝跡や土坑より出上した種実遺体の同定を実施し、周辺植生と植物利用に関わる

資料を作成する。

(1)試 料

試料は、 S K32土坑 (No.1804)よ り出上 した種実遺体 1個、 S D34溝跡 (No.1812,1813,1815,1817)

よ り出土 した種 実遺体12個 と、南 日詰小 路 口 Ⅱ遺跡 の S K105土 坑 (No 802)、 S Kl15土 坑

(No.812,815,816)、 S Kl16土坑 (No.819)よ り出土 した種実遺体 5個の計18イ固である。 S K32土坑は

近世、他は古代 とされ、 S K 105,115,116土 坑は井戸跡の可能性が指摘されている。

(2)分 析 方 法

種実遺体を双眼実体顕微鏡下で観察 し、現生標本および石川 (1994)、 中山ほか (2000)等 との対

照から、種類と部位を同定する。

(3)結   果

結果を表 1に示す。木本 3分類群 (落葉広葉樹のオニグルミ、モモ、トチノキ)8個、草本 4分類群 (ア

サ、カナムグラ、サナエタデ近似種、ヤナギタデ近似種)10個 、計18個の種実が同定され、栽培種の

モモの核 4個 (No.1804,1812,802,815)と アサの果実 2個 (No.1813)が確認された。以下に、形態的

特徴等を記す。

・オニグルミ (」uglans mandshurica Maxim,var sachalinensis(Miyabe et Kudo)Kitamura)ク ル

ミ科クルミ属

核が検出された。灰褐色、No.816は頂部が炭化 してお り黒色。核は頂部が尖る広卵体。大きさは、

No.1817は長さ39,81mm、 幅29.lmm、 厚さ283mmo No.816,819は 、縦に 1周する縫合線に沿って割れ

た半分で、No.816は長さ31.58mm、 幅32.07mm、 No.819イま長さ3158mm、 幅26.14mm。 核は硬 く緻密で、

表面には縦方向の浅い彫紋が走 り、ごつごつ している。内部には子葉が入る2つの大きな窪みと隔壁

がある。

・モモ (Prunus persica Batsch)バ ラ科サクラ属

核 (内果皮)が検出された。灰褐色、やや偏平な広楕円体。大 きさは、No。 1804は 表面が摩耗 し

てお り、長 さ20.48mm、 幅13.29mm、 厚 さ10.84mmo No.1812は 長 さ27.02mm、 幅21.01mm、 厚 さ

1558mmo No.802は 長さ28.18mm、 幅21.36mm、 厚さ16.41mmo No.815は 長さ31.16mm、 幅21.55mm、

厚さ15,78mm。 内呆皮の頂部は尖 り、基部は切形で中央部に湾入 した磨がある。 1本の明瞭な縦の縫

合線上が発達 し、背面正中線上に細い縦隆条が、腹面正中線には浅い縦溝とその両側に幅の狭い帯状

部がある。内果度は厚 く硬 く、表面は縦に流れる不規則な線状の深い窪みがあり、全体 として粗いし

わ状にみえる。
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Ⅶ 分析・鑑定

・ トチノキ (Aesculus turbinata BIume)ト チノキ科 トチノキ属

種子が検出された。長さ21.62mrn、 径2767mmの偏球体で、表面にはほぼ赤道面を蛇行 して一周す

る特徴的なカーブを境に、不規則な流理状模様がある光沢の強い黒色の上部と、粗面で光沢のない灰

褐色の下部の着点に別れる。

・アサ (Cannabis saiva L.)ク ワ科アサ属

果実が検出された。灰褐色、長さ4mm、 幅 3mm、 厚さ2mm程度の歪な広倒卵体。基部は切形、

頂部に径 lmm程度の楕円形の突起がある。果皮表面は粗面で葉脈状網目模様がある。

・カナムグラ (Humulus japonicus Sieb.et Zucc.)ク ワ科カラハナソウ属

核が検出された。暗灰褐色、径 4mm、 厚 さlmm程度の側面観は円形、上面観は両凸レンズ形。

基部はやや尖る。頂部は切形で、淡責褐色、径 lmm程度のハー ト形の隣点がある。表面は粗面。

・サナエタデ近似種 (Polygonum cf lapathifolium L)タ デ科タデ属

果実が検出された。黒褐色、径 2mm程度の偏平な円状二面体。頂部はやや尖 り、2花柱を欠損する。

基部には灰掲色の薯があり、先が 2つ に分かれ反 り返る果長よりやや長い花被の脈が伸びる。果皮表

面は平滑で光沢があり、両面中央はやや凹む。

・ヤナギタデ近似種 (Polygonum ct hydropiper L.)タ デ科タデ属

果実が検出された。黒褐色、長さ2.5mm、 径1.5mm程度の背面正中線上に鈍稜のある広卵体。頂部

は尖 り、花柱を欠損する。基部は切形で灰褐色の薯がある。呆皮表面には明瞭な網目模様がある。

(4)考   察

古代 とされるS D34溝跡、 S K 105土 坑、 S Kl15土坑と、近世とされるS K32土坑からはモモの核

が確認され、 S D34溝跡からはアサの果実が確認された。モモとアサは栽培のために持ち込まれた渡

来種 とされ、モモは観賞用の他、果実や核の中にある仁 (種子)な どが食用、薬用等に、アサは果実

が食用や油料に、繊維が衣料や縄用に利用されることから、当時の本遺跡周辺域で利用されていたこ

とが推定される。

栽培種以外の分類群のうち、 S D34溝跡、 S Kl15土坑、 S Kl16土坑から確認されたオニグルミ、

S Kl15土坑から確認された トチノキは、渓流沿いの肥沃地などに渓畔林を形成する落葉高木である

ことから、本遺跡周辺域の河畔林に由来すると考えられる。オニグルミは核内部の子葉が生食可能、

トチノキは種子があく抜きすれば食用可能な有用植物で、長期保存可能で収量も多いことから、古 く

から植物質食糧 として利用され、遺跡出土例 も多い (渡辺,1975な ど)。 本遺跡で出土 した種実には、

人間による直接の利用痕跡は認められない完形個体 も確認されるが、 S Kl15出 土オニグルミ核の破

片は頂部が炭化 していることから、中の子葉を取 り出すために加熱 した痕跡の可能性がある。すなわ

ち当時の本遺跡周辺域の森林より採取 し、集落内で食用利用されたことが想定される。

なお、 S D34溝跡から確認された草本のカナムグラ、サナエタデ (近似種 )、 ヤナギタデ (近似種 )

は、明るく開けた場所に生育する、いわゆる人里植物に属する分類群であることから、調査地周辺域

の草地環境に由来すると考えられる。

引用文献

石川 茂雄 1994 原色日本植物種子写真図鑑石川茂雄図鑑刊行委員会,328p

中山 至大・井之口希秀 。南谷 忠志 2000 日本植物種子図鑑東北大学出版会,642p

渡辺  誠 1975 縄文時代の植物食雄山閣出版,18ゐ
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2 種実同定

図版1種実遺体

lcm

ー(1-4)

2mm

ー (5,6)

2mm

(7,3)

1 オニグルミ核 (No 1817,MHS I SD34溝 跡 ) 2オ ニグルミ核 (No 819,MHSI SKl16土坑 )

3モ モ 核 (No.802,MHS I SK105土坑 )   4ト チノキ 種 子 (No 812,MHSI SKl15土坑 )

5ア サ 果実 (No 1813,MHS I SD34溝 跡)  6カ ナムグラ 核 (No 1813;MHS I SD34溝 跡 )

7サ ナエタデ近似 種 果実 (No_1815;MHS I SD34溝 跡 )

8ヤナギタデ近似種 果実(No 1815,MHS I SD34溝跡)

la

表1 種実同定結果

絆
血

融
配

這動名ヽ 送 柑  名
扁
白 位 分類符 部  位 状  態 れ]数

計測値(mm)
術  考

長 さ
一馬 厚 さ

MHSI SK32 土 坑 2層 炭化 1/1居 ド位 近 1性 モ モ 核 完 形 1 表面P_N耗

h/11S I SD34 滞 跡 前側2円 ～底Li 古代 モ モ 核 完形 1 2702 1558

955 MHSI SD34 満 l llミ

1木 面No 19

木製 IⅢ

「IN0 46内 の 1

古 代 ア サ 果実 先形 2

カナムグラ 核 完 形 3

1815 MHSI SD34 滞働〔
床面N019
木製品N046内 の土

サナエタデ近似TI 果実 ti二

'Iシ

3

ヤナギ タデ近似 /1t 果実 完 形 2

957 MHSI SD34 溝 跡 北側2層 ～底面 オニクルミ 核 完形

802 1521 MHSI SK105 上 坑 前半埋上下位黒褐土 古 代 モ モ 核 完形 2818 2136 1641

K/1HS I SK 5 に坑 北半埋 ±3層 古 代 トチノキ 極 子 完 形 2 2767

1525 lヽHS I SK 5 上坑 北半 lll上 3層 古 代 モ モ 完 形 3 2155 1578

4ヽHS I SK 5 土 坑 北半 ll士±3層 古 代 オニグルミ 核 |卜分 3 頂吉卜炭化

1526 MHSI SK 6 土 坑 西半埋 ±3層 オニクルミ 核 半分 58 2614
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Ⅶ 分析・鑑定

3 放 射 性炭 素 年代 測 定 (南 日言胡 路ヽ口 I・ Ⅱ遺跡における放射性炭素年代 )

(株)加速器分析研究所

(1)測 定 対 象 試 料

南 日詰小路口 I・ I遺跡は、岩手県紫波郡紫波町南 日詰宇小路口26-2ほ か (北緯39° 31′  51〃 、

東経141°  10′  12″ )に所在する。北上川右岸の低地に立地 し、標高は92～ 93mである。南 日詰小

路口 I遺跡の測定対象試料は、S D34溝跡出土木炭 (1896:IAAA-92068)、 S D36滞跡出土木炭 (1915:

IAAA 92069)、 S K32土坑 出土木炭 (1920:IAAA 92070)、 S D35溝跡 出土木片 (1758:IAAA―

92071)、 南 日詰小路口Ⅱ遺跡の測定対象試料は S K107土坑出土木炭 (496:IAAA-92072)、 S1103

住居跡出土木炭 (498:IAAA 92073)、 S Kl15土坑出土木炭 (504:IAAA-92074)、 S D122溝跡出

土木炭 (507:IAAA-92075)、 S K127土坑出土木炭 (51● IAAA-92076)、 S K 105土 坑出土木片 (70ユ

IAAA-92077)、 合計10′点である。

(2)測 定 の 意 義

遺構・遺物の前後関係、集落の継続機関を明らかにする。

(3)化 学 処 理 工 程

1)メ ス・ピンセットを使い、根・土等の表面的な不純物を取 り除 く。

2)酸処理、アルカリ処理、酸処理 (☆AA:Acid Alkali Acid)に より内面的な不純物を取 り除く。

最初の酸処理ではlNの塩酸 (80℃ )を用いて数時間処理する。その後、超純水で中性になるまで

希釈する。アルカリ処理ではlNの水酸化ナ トリウム水溶液 (80℃ )を用いて数時間処理する。なお、

AAA処理において、アルカリ濃度がlN未満の場合、表中にAaAと 記載する。その後、超純水で中

性になるまで希釈する。最後の酸処理ではlNの塩酸 (80℃ )を用いて数時間処理 した後、超純水

で中性になるまで希釈 し、90℃ で乾燥する。希釈の際には、遠心分離機を使用する。

3)試料を酸化銅と共に石英管に詰め、真空下で封 じ切 り、500℃ で30分、850℃ で 2時間加熱する。

4)液体窒素とエタノール・ ドライアイスの温度差を利用 し、真空ラインで二酸化炭素 (C02)を精

製する。

5)精製した二酸化炭素から鉄を触媒として炭素のみを抽出 (水素で還元)し、グラフアイ トを作製

する。

6)グラフアイ トを内径 lmmの カソー ドに詰め、それをホイールにはめ込み、加速器に装着する。

(4)測 定 方 法

測定機器は、3MVタ ンデム加速器をベースとした14C―AMS専用装置 (NEC Pelletron 9SDH-2)を

使用する。測定では、米国国立標準局 (NIST)か ら提供されたシュウ酸 (HOxⅡ )を標準試料 とする。

この標準試料 とバックグラウンド試料の測定も同時に実施する。

(5)算 出 方 法

1)年代値の算出には、Libbyの 半減期 (5568年 )を使用する (Stuiver and Polach 1977)。

2)14C年代 (Libby Age i yrBP)イ よ、過去の大気中14C濃度が一定であったと仮定 して測定され、

1950年 を基準年 (OyrBP)と して遡る年代である。この値は、δ13Cに よって補正された値である。
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3 放射性戊素年代測定

14C年代 と誤差は、 1桁 目を四捨五入 して10年単位で表示 される。また、14C年代の誤差 (± lσ )

は、試料の14C年代がその誤差範囲に入る確率が682%であることを意味する。

3)∂ 13Cは 、試料炭素の13C濃度 (13C/12C)を測定 し、基準試料か らのずれを示 した値である。

同位体比は、いずれも基準値からのずれを千分偏差 (%。)で表される。測定には質量分析計あるい

は加速器を用いる。加速器により13C/12Cを 測定 した場合には表中に (AMS)と 注記する。

4)pMC(percent Modern Carbon)は 、標準現代炭素に対する試料炭素の14C濃度の割合である。

5)暦年較正年代 とは、年代が既知の試料の14C濃度を元に描かれた較正曲線 と照らし合わせ、過去

の14C濃度変化などを補正 し、実年代に近づけた値である。暦年較正年代は、14C年代に対応する

較正曲線上の暦年代範囲であり、 1標準偏差 (lσ =6820/0)あ るいは2標準偏差 (2σ =9540/0)

で表示される。暦年較正プログラムに入力される値は、下一桁を四捨五入 しない14C年代値である。

なお、較正曲線および較正プログラムは、データの蓄積によって更新される。また、プログラムの

種類によっても結果が異なるため、年代の活用にあたってはその種類とバージョンを確認する必要

がある。ここでは、暦年較正年代の計算に、IntCa104デ ータベース (Reimer et a1 2004)を 用い、

OxCalv4.1較 正プログラム (Bronk Ramsey 1995 Bronk Ramsey 2001 Bronk Ramsey,van der

Plicht and Weninger 2001)を 使用 した。

(6)測 定 結 果

南 日詰小路口 I遺跡出土試料の14C年代は、 S D34溝 跡出上の1896が900± 30yrBP、 S D36溝 跡

出上の1915が910± 30yrBP、 S K32土 坑出上の1920が270± 30yrBP、 S D35溝 跡出土の1758が920±

30yrBPである。 S D34～ 36の試料はいずれも古代に相当する年代値で、暦年較正年代 (lσ )は 11

世紀後半から12世紀頃の範囲を示す。 S K32の試料の暦年較正年代 (lσ )は 16世紀から18世紀で、

17世紀頃の確率が高 くなっている。

南日詰小路口Ⅱ遺跡出土試料の14C年代は、 S K107土坑出上の496が 860± 30yrBP、 S1103住居跡

出土の498が 1190± 30yrBP、 S Kl15土坑出上の504が920± 30yrBP、 S D122溝跡出上の507が890±

30yrBP、 S K127土坑出上の511が890± 30yrBP、 S K 105土 坑出上の701が910± 30yrBPである。いず

れも古代の年代値で、暦年較正年代 (lσ )は、 S1103の 試料が8世紀末から9世紀頃、 S K 105、 S

K l15、 S K 127、 S D 122の 試料が11世紀後半から12世紀頃、 S K 107の 試料が12世紀後半から13世紀

前葉頃の範囲を示 している。

炭素含有率はすべて600/O前 後を越える十分な値で、化学処理、測定上の問題は認められない。

参考文献

Stuiverふ正 and Polach H A 1977 Discussion:Reporting of 14C data,Radiocarbon 19,355-363

Bronk Ramsey C 1995 Radiocarbon calibration and analysis of stratigraphyi the OxCal Program,RadiocarbOn 37(2),425-

430

Bronk Ramsey C 2001 Development of the radiocarbon calibration prOgram,Radiocarbon 43(2A),355-363

Bronk Ramsey C,van der Phcht」 and Weninger B 2001'Wiggle h/1atchingf radiocarbon dates,Radiocarbon 43(2A),381

389

Reirner,PJ et a1 2004 1ntCa104 terrestrial radiocarbon age calbration,0-26cal kyr BP,Radiocarbon 46,1029-1058
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測定番号 試料名 採取場所 試料形態 処理方法
∂13C (%。 )

(AMS)

δ13C補正あ り

LibbyAge (yrBP) pMC(%)

IAAA-92068 SD34溝跡 2層～底面 木炭 AAA -2554■ 067 900± 30 8936■ 034

IAAA-92069 1915 SD36溝跡 南側 トレンチ 木炭 AAA -2552■ 056 910± 30 8934こL033

IAAA-92070 1920 SK32土坑 2層 No2 木炭 AAA -2650± 054 270■ 30 9671■ 036

I′ AゝA-92071 1758 SD35溝跡 埋±7層 ～底面 木片 AAA -2701± 049 920± 30 8922± 033

IAAA-92072 496 SK107土坑 北半埋±5層 木炭 AAA -2■50■ 0紹Э 860± 30 89 88Ξ L 0 34

IAA△ -92073 498 S1103住居跡 煙道部 木炭 AAA -2775■ 051 1,190■ 30 8625■ 035

IAAA-92074 SKl15土坑 北半5層 木炭 AAA -2586■ 053 920■ 30 8919■ 033

IAAAつ 2075 507 SD122溝跡 南側埋±1層 木炭 AAA -2580± 036 890± 30 8946■ 033

IAAA-92076 SK127土坑 東半埋±1層 木炭 AAA -2590■ 050 890± 30 8953=034

IAAA-92077 SK105土坑 埋土Nol 木片 AAA -2604■ 056 910± 30 8924こヒ033

[■ 33143315〕

Ⅶ 分析・鑑定

測定番号
δ13C補正なし 暦年較正用

(yrBP)
lσ 暦年代範囲 2σ 暦年代範囲

Age(IBP) pMC(%)

IAAA-92068 910± 30 8926■ 031 903■ 30

1046AD 1094AD(353%)

1120AD l141AD(138%)

1148AD l177AD(191%)

1039AD 1210AD(954%)

IAAA-92069 910± 30 8924■ 031 905± 29

1045AD 1095AD(373%)

1120AD l141AD(1470/O)

1147AD l171AD(162%)

1039AD 1208AD(954%)

IAAAつ 2070 290■ 30 9641± 034 268■ 30

1526AD 1556AD(246%)

1632AD 1665AD(420%)

1788AD■ 791AD(17%)

1515AD■ 598AD(393%)

1617AD 1670AD(478%)

1781AD■ 799AD(75%)

1947AD■ 952AD(08%)

IAAA-92071 950± 30 8886■ 031 915■ 29

1045AD 1096AD(414%)

1120AD l141AD(171%)

1148AD l160AD(96%)

1031AD l186AD(945%)

1201AD 1206AD(09%)

IAAA-92072 800± 30 9052■ 031 857± 30

1160AD 1219AD(682%) 1050AD 1083AD(86%)

1125AD l136AD(20%)

1151AD■ 258AD(847%)

IAAA-92073 1230■ 30 8577■ 034 1,187± 32

780AD 792AD(84%)

806AD 885AD(598%)

719AD 742AD(310/o)

769AD 900AD(865%)

918AD 950AD(58%)

IAAA 92074 930■ 30 8904■ 032 918± 30
1044AD■ 101AD(422%)

1119AD l159AD(260%)

1029AD‐1185AD(954%)

IAAA-92075 910± 30 8932■ 032 894と 29

1049AD 1084AD(268%)

1124AD l137AD(87%)

1151AD l188AD(278%)

1198AD 1207AD(49%)

1040AD ll10AD(384%)

1116AD 1215AD(570%)

IAAA-92076 900± 30 8937■ 032 887± 30

1052AD■ 080AD(203%)

1129AD l132AD(18%)

1153AD■ 210AD(4610/O)

1041AD■ 109AD(327%)

1116AD 1219AD(627%)

IAAA‐92077 930± 30 8905■ 031 914■ 29

1045AD 1095AD

l120AD l141AD

l148AD l161AD

411%)

170%)

100%)

1032AD■ 186AD(943%)

1201AD 1206AD(11%)

[参考値 ]
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3 放紺隆炭素年代測定
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国産陶器

中国産磁器

写真図版 2 国産陶器、中国産磁器

-280-



電線

期

彩

盈携

航空写真 (遺跡直上から)
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写真図版56 国産陶器 :須恵器系 (2)、 中国産陶磁器、中世の陶磁器
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写真図版59 木製品 (2)
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写真図版60 木製品 (3)
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写真図版62 木製品 (5)
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写真図版63 土製品、動物遺体、植物遺体
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写真図版64 A区
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写真図版65 B区
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C区西恨J(東 から)

写真図版66 C区



南
日
詰
小
路
口
Ⅱ
遣
跡

基本土層 D区西 (南 から)

,浄
||二 !|

芸ゝ
■
一
i二:ギ

t

４
∫
∴
●

D区全景 (東 から) 基本上層 D区東 (西 から)

D区東側 (西 から)

写真図版67 D区
-345-



141T●「■■:… ff:iririェと二|:‐1 1葺式|:〔

=―

携盈ri鶏工i:‐ i

す
・
:″lr irrif一

r.(1鯨
fk浮鐘際象織 :サイI厖株‐!ド …甘‐i∵ liぱi単麗麹魏鶏義最f塩鶏

注1ふ建麓逸込贔と||:       墓焼
■‐|と ||

基韓蔦達基|ギ翼
輩言

=1111111'1与

■ギ:「

  |ェ_ェー1111 =i上 li=粋IT靱
蘊 ||:―

!ll ili∵峯1琴irイ:鶏羊

ri｀ |(韓耳T賓
=li蝉

.I―:蝉 ::轟 i・鞠 ―:

|ギ
|=|―111■ |

E5区全景 (東 から)

■
】

ｒ
″
■

賞を
■子:

: 推

i!ヤ平
い

E3区全景 (西 から)

El区東恨1(東から)

-346-

写真図版68 E区

E2区全景 (西 から)



市
Ｈ
詰
小
路
日
Π
世
跡

・一
　

″

‘一ｉ
・・・一一一

・　

一

ギ
一

ｐ
・一

一■
・　
　
察
一

41Ⅲ !

翰
F2区全景 (北 から)

F3区全景 (南 から)

-347-

F4区全景 (南 から)

写真図版69 F区
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写真図版72 G5。 G6区
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写真図版74 SH03(1)
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写真図版78 柱穴 (2)
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写真図版80 SK101-104

SK104凶 FF面  (司しから)



南
日
詰
小
路
回
Ⅱ
遺
跡

一
、

一　

■
、
　

●

．
ヽ

■ヽ
ざ

一
■

SK105検出 (南 から) SK105井戸枠 1 (東 から)

(F衛から) SK105井戸枠 2 (東 から)

SK105井戸枠 1 (南から) SK105チ F戸了オキ3 (,箱 から)

SK105テ 31屈  (F萄から) SK105井戸枠 4 (東 力】ら)

写真図版81 SK105
-359-



南
日
詰
小
路
口
Ⅱ
遣
跡

SK106完掘 (東から)

SK107凶 FF面  (F笥 から)

SK107遺物 1 (南 から) SK107遺申勿2 (南 力】ら)

SK108完掘 (南 から) SK108四千F面  (F菊 から)

-360-

ξ己:表 区〕‖阪82 SK106″ヤ108



南
日
詰
小
路
口
Ⅱ
遺
跡

SK109チ引屈 (F巧 から) SK109凶 FF団  (F蜀 から)

SKl10完IFH(東 から) SKl10凶 FF面  (ラ種から)

SKl10礫 (東から)

・  ■■と

'      
イ・

SKlll完掘・断面 (東から)

SKl12デ ]】屈 (南 から) SKl12出 FF面  (F荀 から)

写真図版83 SK109～ 112

-361-



南
日
詰
小
路
口
Ⅱ
遺
跡

SKl13完掘 (西から)

SKl14完掘 (西から)

SKl15;剪屈 (F荀 から) SKl15凶「I面  (F荀 から)

SKl15遺物 1 (F萄から) SKl15遺 4勿 2 (南 から)

-362-

写真図版84 SKl13′ヤ 115



南
日
詰
小
路
口
Ⅱ
遣
跡

SKl16閣 FF罰 1 (,飛 力ゝら)

SKl17凶 FF面  0表 力】ら)

SKl16完 1屈  (西力うら)

SKl16四 FF罰 2 (I煮 から)

SKl18完掘 (南から) SKl18四千F面  (F笥 から)

写婁:[剰月反85 SKl16´ヤ118

-363-



=|||キ
ヨ

SK120完 掘 (南 か ら)

■麟

甥

一

ｒ
ｒ

SK120追 物 (南 から)

v_― ~_‐点一~心

    地k
Jぃド   ⌒    奮

SK121完 掘 (南 力ゝら)

SKH19断 面 (南 か ら)

||:1頷
基 必 ｉ

一．＃

】

！
　
　
　

　
　
　

　
　

・

一

一

一

　

　

　

　

・

　

　

　

一

辞
一

守 ■宝

ilナ■|

〔1峯

||―||| ・ !ィ

ー
11・1!

″14

Ⅲ:=欝
■,■ ―■イ|

―玖    ||

=ち
|||||

■F■|■ダ
,i(|||:イ

■iil!子■|=■ ■■■■liilllll

SK121断 歴百(南 力)ら
)

1     
鶏鰯麟|==  

輝

笠!.1エー
SK122凶千正百 (F荀 力ゝら)

一傘

■

　

一
　

　

一

■
，

一．ｉ

-361-

写真図版86 SKl19～ 刊22
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写真図版88 SK127・ 128、
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写真図版97 縄文土器、石器、土師器 (1)
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写真図版100 国産陶器 :常滑 (2)
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写真図版101 国産陶器 :渥美、須恵器系、中国産磁器、中世の磁器
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写真図版102 近世 。近代の陶磁器 (1)
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写真図版103 近世 。近代の陶磁器 (2)
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写真図版104 近世 。近代の陶磁器 (3)
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写真図版105 近世・近代の陶磁器 (4)
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写真図版106 近世 。近代の陶磁器
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写真図版107 石製品、金属製品、ガラス製品
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写真図版109 木製品 (2)
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写真図版110 木製品 (3)
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写真図版111 木製品 (4)
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写真図版112 土製品、動物遺体、植物遺体
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ふ りが な

所収遺跡名

ふりがな

所 在 地

コ ー ド 】ヒ糸皐 東経
調査期間 調査面積 調査原因

市町村 遺跡番号

南 日詰小路口

I遺跡

岩手県紫波郡

紫波町南日詰

字小路口26-

2ほか

03321 LE43-1123 39握走

31分

53オ少

141度

10分

12秒

200904.08

2009,1117

5,8251N 経営体育成

基盤整備事

業南 日詰地

区に伴う緊
急発掘調査

南 日詰小路口

Ⅱ遺跡

1ほか

03321 LE43-1131 39月壺

31分

52ん少

141度

10分

5秒

20090408

20091117

6.461至百 経営体育成

基盤整備事

業南日詰地

区に伴う緊

急発掘調査

所収遺跡名 種 房U 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

南日詰小路口

I遺跡

集落跡 12世紀

近 世

建物跡   12棟
土坑・井戸跡41基

溝跡    43条
道路状遺構  1基
屋敷地関連の遺構

かわらけ      20箱
国産陶器      30点
中国産磁器     30点
木製品       31点
近世陶磁器     1箱

12世 紀の大溝跡・区

画溝などの遺構、か

わ らけ、国産陶器・

中国産磁器、木製品

などの遺物が多数確

認された。

南 日詰小路口

Ⅱ遺跡

集落跡 古 代

12世紀

近 世

竪穴住居跡 3棟
建物跡   13棟
土坑・井戸跡21基

溝跡    27条
土器埋設遺構 1基

屋敷地関連の遺構

かわらけ

国産陶器

中国産磁器

木製品

近世陶磁器

箱

点

点

点

箱

１

２０

４

２５

３

12世紀 の区画溝・建

物跡・井戸跡 な どの

遺構、かわ らけ、国

産陶器・中国産磁器、

木製品などの遺物が

多数確認された。

要 約 南日詰小路口I・ Ⅱ遺跡は、『吾妻鏡』に記載される、12世紀の平泉藤原氏の一族比八 (樋八)

氏の居館「比八館」と推定される比爪館跡の南東側約06km付近に位置する。

今回の調査では、I・ Ⅱ遺跡から12世紀の遺構・遺物が数多く確認された。 I・ Ⅱ遺跡は、比爪

氏に関連する12世紀の重要な遺跡であるとともに、比爪館とその東側一帯に分布する遺跡群から

なる12世紀の「比爪」の様子を知るうえで貴重な調査事例である。
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