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序文

農業基盤整備事業は、ほ場整備事業のみならず各種の農道整備事業等も含めて

多岐にわたっております。 また、ここ数年は事業対象地が平野部から山間部へ

とかなり移行してきた結果、特にほ場整備事業に関してはすでにその最盛期を越

えたとさえ言われてきている状況です。

しかしながら、このような開発事業に伴って新たに発見される埋蔵文化財は、

必ずしもその開発事業の量の寡多には関係がなく、あくまでも各々の土地の属性

によるものですから、事業量に比例して減少していく性格のものではありません。

埋蔵文化財は現状のままで保存するのが大前提で、調査さえすれば破壊しても

よいというわけでは本来はないのですが、種々の公共事業を進めていくこともわ

れわれの社会生活にとっては必要なことであります。そのために毎年関係機関の

あいだで協議を重ねながら工法上どうしても破壊が避けられないところに限って

は発掘調査を実施して記録保存を図るという方法が定着してきています。

十年前と今年度とを比較してみると、総事業面積は約 2%増でそれほど極端な

増加ではありませんが、事業計画地内において確認された埋蔵文化財は、遺跡面

積にしても、実際に調査を実施した面積にしても、 2倍に増加しました。様々な

問題を抱えながらも、相互の事業が円滑に進められるように最大限の努力を重ね

てきている現状です。

以下にご報告する発掘調査結果はいずれも再三にわたる協議の結果、どうして

も現状保存が不可能であった遺跡の記録であり、願わくばこの成果が広く歴史学

習の場において活用されますことを切望致します。

最後に、文化財保護法の精神を尊重され、協議から発掘調査に至るまで．多大

のご理解とご協力をいただいた農林水産部の各関係機関の方々、また現地での調

査に当たっては各々の土地改良区を始め地元のかたがたの温かいご助力を頂きま

したことにたいして、末筆ながら深甚の謝意を表します。

平成 3年3月

三重県埋蔵文化財センター

所長 中林昭
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例 言

l . 本書は平成 2年度農業基盤整備事業地域内における埋蔵文化財の発掘調査結

果をまとめたものである。

2. 調査にかかる費用は、その一部を国庫補助金を得て県教育委員会が、他は県

農林水産部の負担による。

3. 調査体制は下記によった。

調在主体 三重県教育委員会

調在担当 三重県埋蔵文化財センター

調査協力 三重県農林水産部農村整備課、耕地課、畜産課

各農林事務所

各土地改良区

各市町村教育委員会

財団法人三重県農業開発公社

4. 各遺跡の整理・報文執筆作成は基本的に調査担当者が当たった。文末にその

執筆者名を記した。

5. 本書で用いた遺構表示略記号は下記により、図面における方位は特に断らな

い限りは磁北である。

SB: 竪穴住居・掘立柱建物、 SD:溝・堀、 SE:井戸、 SK:土坑、

SF: 焼成坑、 SA:柱列・柵．塀、 sx:墓• その他

6 . 本書に使用した航空写真（一部）、事業計画図面は農林水産部の提供による。

7. スキャニングによるデーター取り込みのため若干のひずみが生じています。

各図の縮尺率は、スケールバーを参照ください。
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ー 前 戸

L調査に至る経緯

平成 2年度県営ほ場整備等の事業計画地内におけ

る埋蔵文化財の事前調査を、 平成元年 9月に寄せ

られた回答に基づいて実施した。

事業計画予定地は全部で47地区、総面積にして

700haにおよぶものであった。 11月から翌年 1月ま

での約 3ヶ月間、分布調査（第 1次調査）を実施し

た。その結果、平成 2年 1月から 2月の間に合計52

ヶ所約9,600rrfの試掘調査（第 2次調査）を実施し、

それぞれの遺跡範囲の暫定的な確定を行った。現状

保存が必要な遺跡の範囲を農林水産部へ通知して盛

り土対応等による設計変更を要請した。都合 3回に

わたる協議の結果、最終的に17遺跡、 33,000rrfの本

調査と19遺跡、 7,400対の立会調在に絞られた。

2. 本年度の調査

4月中旬に農村整備課と発掘調査の年間計画を協

議し、上半期の調査を 5月連休あけから開始するこ

とにした。本調査では橋門遺跡（長法寺4号墳を含

む）、打田遺跡、北野遺跡、浮田B遺跡、高賀遺跡

（浮田C遺跡）、オ良遺跡、沢田遺跡、間田遺跡、

畔垣内A遺跡、小倉遺跡が対象となった。別所遺跡、

三行城跡、河崎遺跡の立会調査も併行して行なうこ

とになった。

特に話題を呼んだのは北野遺跡で、 7世紀後半か

ら8世紀前半代を中心とする土師器の焼成坑が46基

検出され、伊勢神宮や斎宮との関連で注目すべき遺

跡が一つ増えたことと、畔垣内A遺跡では 5世紀末

の焼失竪穴住居が検出され、削平を免れた床面に蓋

で密閉された須恵器杯が置かれており、中に当時の

食物と推定される固形物が蒸焼き状態で残存してい

たことである。その分析を現在依頼中で、結果につ

いては、可能ならば機を改めて紹介したい。

また、高賀遺跡では 4世紀から 5世紀にかけての古

式土師器を伴う幅15~16m の溝が検出されたが、そ

こからは扉等の建築部材をはじめ多量の木製品も出

土した。これらの木製品は該時期の貴重な資料にな

るであろう。

8月下旬から下半期の調査に入り、本調査として

は上ノ垣外遺跡、伊勢寺遺跡、八幡遺跡（北家城遺

跡）、森脇遺跡（第 3次）、伊賀国府推定地遺跡、

また嬉野町教育委員会の調査協力を得て弥五郎垣内

遺跡がそれぞれ開始された。更に、蓑村大塚遺跡、

中里遺跡、御所裏遺跡、天白遺跡、西の垣内遺跡、

小倉遺跡、間田遺跡、印代東方遺跡、出晴遺跡、宮

山遺跡、堂の前遺跡の立会調査を相前後して実施し

た。

森脇遺跡は昭和63年度から継続する第三次調査で

ある。ここは一部を上野市教育委員会が昭和63年、

平成元年に調査しているほか、未採択の農免道路部

分が未調査のままである。過去の調査では、古墳時

代から奈良時代の遺構が顕著で、中でも遺跡内に残

る伝承地「あはれその森」に接して検出された奈良時

代の掘立柱建物の一部は現地保存の方策を取ったほ

どである。

今年度は古墳時代から奈良時代のほかに、平安時

代後期から鎌倉時代にかけての建物が確認され、遺

構の時代幅が広がった。奈良時代の建物は柱掘形の

一辺が70cm前後という、地方官術にふさわしく立派

なもので、まとまりのある建物群が特定できる可能

性がある。土馬、円面硯、墨書土器などの出土遺物

を加味すると、伊賀郡術候補地の一つに掲げ得る遺

跡であろう。

伊賀国府推定地遺跡の調査は国町川の東、外山地

区の全域にトレンチ及びグリット調査区を設定した

遺跡名 調査期間 現地説明会 参加者数

橋門遺跡 2年 5月7日-7月3日 7月10日 18人

北野遺跡 5 月 7 日 ~7 月 31 日 7月7日 150人

打田遺跡 5月28日--7月31日 7月22日 40人

浮田遺跡 5月7日----6月20日 7月 1日 100人

畦垣内遺跡 5月7日---7月27日 6月30日 30人

森脇遺跡 8月23日-3年 1月29日 1月26日 120人

伊賀国府遺跡 9 月 5 日 ~3 年 3 月 1 日 1月19日 300人

第 1表現地説明会一覧
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事業名 I管轄

県

圃
桑名農政

公

害
同 西員弁 39.5 向外遺跡

防
井瀬陸遺跡

除 精好遺跡

農道 免路 同
藤原西部

L =960m 
I1 期

県

圃

四

日

市

農

林

□□ ~ 崖ご:~事業中止：掘せず置

員弁郡藤原町野尻

同 大貝戸字向外 19200.0 麦刈り後試掘・盛土対応

同 字井瀬陸 116000.0 I 麦刈り後試掘• 盛土対応

員弁郡北勢町奥村字精好 40000.0 事業地内盛土対応

四；／：：：［1 / 6/0[0|[:i~4 [/:  l:：：: ：:：i::0:i: 

大里 22.5 
西野々遺跡 I津市大里山室町西野々

河崎遺跡 津市大里睦合町河崎

工事可

立会調査 75吋

県
津

穴倉川沿岸 12.4 安芸郡安濃町大字神田

L I杉谷遺跡 一志郡白山町藤字杉谷 I工事可

セリ谷遺跡一志郡白山町藤セリ谷 工事可

15.4 I西の垣内 同南家城字西の垣内 立会調在 240吋

遺跡 5000.0 

八幡遺跡 同 北家城字八幡 18800.0 本調査1600叫立会調齢80rrf
-・--・・-------・・・・・--・・-,---・-----・・----・・・・・・-,・-----------・・・-・・・---・----・------・・・---・・-------・----・・・--・----・-------・・・--・----・-------・・--・・----・------・・・・・---・----・・--・・・・・・・・・--・・・---・・-・・・・-

14.0 I 
弥五郎垣内 —志郡婚野町弥五郎垣内 30300.0 I本調在2100nl(嬉野町教委）

天白遺跡 一志郡婚野町天白 32700.0 立会調査 900rrf

家城

農 中郷

圃
林

久居11期l 5.0 久居市大鳥町向広-------------------------------------_______ J ____________ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.0 藤倉遺跡 久居市稲葉町藤倉 工事可

藤倉北遺跡 久居市稲葉町藤倉 2400.0 盛土対応
笑里中宵部］―― 104 +東浦遺跡---安芸蔀笑里村宵長野 ----- —工事可 ----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

安芸郡河芸町三行 工事可

23.0 I三行城址 I安芸郡河芸町三行 工事可

安芸郡河芸町三行 1640.0 立会調査 200面
-----------------------
芸濃北部|

----------------------r―---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.0 r安芸郡芸濃町椋本

久居

河芸北部

農免
同 大里 L =500m I l津市大里町室町

道路

L =3000m 芸濃町椋本～中縄
灌漑

同 中勢 L =4000m 安濃町安濃～津市高茶屋
排水

L =lOOOm 河芸町三行～上野

広域 I 中勢 I 赤坂遺跡 安芸郡芸濃町岡本字赤坂 3000.0 
本調査1100吋

農道 （協力 津市教委、芸濃町教委）

本郷遺跡 多気郡明和町本郷 107500.0 平成 3年度送り

簑村大塚遺跡 同 簑村 21600.0 立会調査 70吋

県

圃

松

阪

農

林

明星 I 19.s I北野遺跡 同 北野 496800.0 本調査 3500吋

池田A/B遺跡同 簑村 工事可

東浦遺跡 同 本郷 工事可-----------------------,----------------------,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大足遺跡 松阪市大足町 15000.0 工事対応

坂内川 角出遺跡 松阪市大足町 3800.0 工事対応

左岸 I 31.7 Iハサマ遺跡 松阪市大足町 900.0 工事対応

打田遺跡 松阪市岡本町 5300.0 本調査 2130rrf

第 2表 農業基盤整備事業地内遺跡一覧
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事業名 管轄 地区 面積 ha 遺跡名 所在地 遺跡面積 措 置

堀坂川 5.7 伊勢寺遺跡 松阪市伊勢寺町 400000.0 
呵.--―---------------------------------------一

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

西黒部 50.4 松阪市高須町
松 -----------------------··-················~· ------------------------------------------------------------------------------・・・・・-・・・・--------------------------------------------------------------

県 機殿 14.2 松阪市保津町-----------------------------------------------------------------------------------------・- ------------------------------------------------------------------------------

阪 八幡沖 14.9 松阪市笹川町／西野町
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

農 九十九戸遺跡 多気郡多気町荒蒔 工事可
圃 荒蒔 7.5 袖木元遺跡 多気郡多気町荒蒔 工事可

林
上ノ垣外遺跡 多気郡多気町荒蒔 6400.0 本調査 2130nf 

-------------------------------------------------------------------・--------一-------—-一―----------------------------
------------------------------------------------------- ---------------------

丹生 16.9 下村 B遺跡 多気郡勢和村丹生 工事可

i 林

村松 27.3 伊勢市村松町

県
----------幽・----------------------------------・・・・・・・・・・・・・---・・・-・--・ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中川 10.0 森前遺跡 度会郡度会町麻加江 工事可
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -----.. -----. ------. ------. ------------------------------

圃 一之瀬 24.0 御所裏遺跡 度会郡度会町脇江 17650.0 立会調査 120rrl 
-------------------------. ・------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

磯部西部 4.3 志摩郡磯部町

畜環 同 度会 1.1 中里遺跡 度会郡大宮町永会 10000.0 立会調査 200吋

農免 同
磯部浜島

L =150m 志摩郡磯部町穴川
11 期

河合 8.0 小倉遺跡 阿山郡阿山町馬場字小倉 8500.0 
---------------------------------------------------------・ 幽---------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------

印代東方遺跡 上野市印代・西条• 土橋 128000.0 立会調査 2220対

上野北部 47.0 
出晴遺跡 上野市一之宮 10000.0 立会調査 300rrl 

間田遺跡 上野市服部町字間田 15000.0 本調査 440rrl 

国府推定地 上野市坂之下～外山 範囲確認調査 3000rrf 

上 -----------------------
~ 一-------------------

-----------------------・------------------------------------------------. ・・・----・・----・・--------------------------------------------------------------
県

上野東部
宮山遺跡 上野市上友生字宮山 15000.0 立会調在 2000rrf 

15.0 
堂之前遺跡 同 字堂之前 2800.0 立会調査 650吋

野 ----------------------------------------------------------------・・-・・ 幽・-----------------------------------------------------------・・・・-・ -------------------------------------------------・・----.. -・ 

上野南部
森脇遺跡 上野市市部字森脇 本調在4000rrf

40.0 澤田遺跡 同 字澤田 11000.0 本調査2355rrf、立会調査175吋
農 第二

才良遺跡 上野市オ良 80000.0 本調査 2010nf、立会調査2290nf
-----------------------------------------------------------------------. -----. ----. ----------. -----. ・・---. ・・・---. ・-・ -------. -幽.--------------------------------------------------------------------

圃
林 上野南部

38.0 
浮田 B遺跡 上野市市上神戸 70000.0 本調査1600nf、立会調査910吋

第三 高賀遺跡 上野上神戸 12000.0 本調査2200rrf、立会調査1050rrf
---------------------------. ----------. --------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------. ------. 囀・・-----・

柘植川沿岸 15.0 畔垣内遺跡 阿山郡伊賀町南出 本調査2000吋
-------------------------------------------------------------------・-------------------------------------------. -----------------------------・ 雫—..------------------------------------------------. 

上 津 12.0 北山遺跡 名賀郡青山町北出 工事可
-------------------------------------------------------------------・--------------------------------------------------------------------------------------------------幽.-------疇-------------------

赤目 5.0 中村遺跡 名張市中村 工事可
-----------. -------------------------------------------------------・ ― ------------------------------------------------------・·-幽~幽---------

--------------------------------........ ・・--.. ・・・・-------

滝之原 14.0 名張市滝之原

i 道

上
大山田

L =890m 
阿山郡大山田村下阿波

南部W期 同 富永
野 呵• 一――-------------------

--------------------------------------------・------------------------------------------ ----
------・・・・---------

-----------------------------------------------------------

農
上野南部

L =600m 上野市上林・古郡
11 期

林 -------------------------------------------------------------------・-----------------------------------------------------------------幽~ — -----一-----------------------------------------------------
上野南部 L =459m 上野市下神戸•上林

! 道

上
伊賀

L =2500m 上野市西高倉

I L =1900m 上野市長田
--------------------------------------------

-----------------------鼻.. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

伊賀 I1期 L =1550m 名張市上小波田・滝之原

県圃 尾鷲農林 紀伊長島 19.0 紀伊長島町前山

揮発油
尾鷲農林

赤羽 紀伊長島町島地

税農道
... 響...響・・・・・・・・・・・・・・・・ ---------------------囀・・・・・・・・・-・・・・----・---・・ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

赤羽 II期 L =190m 紀伊長島町島地

一般
尾鷲農林 古里11期 北牟婁郡紀伊長島町古里

農道

県 i 
市木 16.0 

南牟婁郡御浜町コウロ

市木地内及び
---. ----------. ------・・ ----------------------------. -----. --------—ヨー -----. ---------------------------------------------------------------. ----------------------------------------.. ---....... ---

圃 相野谷 3.4 南牟婁紀宝町平生井地内

一般
熊野農林 志原 L =200m 南牟婁郡御浜町志原地内

農道

基盤
熊野農林 育生 3.9 熊野市育生町地内

総合

（本表作成には、本年度研修生小川専哉氏の協力を得た。）
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ほか、川西の坂の下地区では昨年度の成果に基づき

15m Xl5mの面的調査区を3ヶ所設定し、同時に東

条地区までの間に東西トレンチを入れた。

外山地区では山ぎわの一番高い所にも遺構のある

ことが判明し、緑釉陶器も出土した。また荷札と考

えられる木簡が出土したことは大きな成果であった。

坂の下地区では昨年度に検出された一辺lmを越え

る大型の柱穴につながる位置に更に4間分同様の柱

穴が検出されるなど、今後の調査の指針となる成果

を得たことは確かな前進であった。しかしこの種の

遺跡では中枢部を把握するまでに10年前後の歳月を

要するのが通例で、ほ場整備と発掘調査のあり方に

ついて十二分の配慮と方策が求められている。

3. 今後の課題

県営ほ場整備等の事業が進行する中で、我々が直

面している大きな課題の一つを以下に述べたい。

事業の進展はかつての農村の景観を一変させた。

畦路も字界も目印になってきた立木も、時には山さ

えも既に姿を消した。変わって直線道路と排水溝、

規格整然とした田畑が広がっている。一方我々の手

元にある遺跡地図は旧態依然として古い景観をとど

めている。現状保存をしてきた周知の遺跡は今どの

辺りに眠っているのか、 10年後に再び開発事業が典っ

た場合如何に対処し得るか、ふとそんな不安が頭を

よぎる。

盛り土対応等で現状保存したはずの遺跡の箇所が

きちんと新しい地形図面上にマークされ、試掘調査

の記録と同時に保管される必要がある。そのために

は毎年の最終的な施工図面上に遺跡の範囲を逐ー落

し直す作業を進めなければならず、必要な図面を年

度毎に確実に入手するシステムの確立も急がねばな

らない。 （田阪仁）

第 1図

17ケ所の試掘範囲には遺構遺物を認めず。

第 2図
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第 7図東浦遺跡（美里村） (1 : 2,000) 第9図東浦遺跡（明和町） (1 : 2,000) 

6ヶ所の試掘坑内に遺構・遺物を認めず。

第10図 大足・ハサマ・角出遺跡 (1 : 5,000) 

第11図下村B遺跡

事業を平成3年度送り。 顕著な遺構・遺物を認めず。
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第12図下出川原遺跡 (1 : 2,000) 第13図森前遺跡 (1 : 5,000) 

顕著な遺構・遺物を認めず。

第14図中村遺跡 (1 : 2,000) 

試掘坑内では顕著な遺構・遺物を認めず。

第15図北山遺跡 (1 : 5,000) 

試掘坑内では顕著な遺構・遺物を認めず。
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本調査遺跡分布地図

A
 

1 . 橋門遺跡

2. 小倉遺跡

3. 畦垣内A遺跡

4. 伊賀国府推定地

5. 間田遺跡

6. 森脇•沢田・オ良遺跡

7 . 浮田・高賀遺跡

8. 八幡遺跡

9. 弥五郎垣内遺跡

10. 伊勢寺遺跡

11. 打田遺跡

12. 北野遺跡

13. 上ノ垣外遺跡
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熊野灘

゜
75km 

-8-



Il 鈴鹿市三宅町籍付．ち良窪ふ4号墳

1 • 位置と環境

橋門遺跡・長法寺 4号墳 (l、2) は、鈴鹿市の

南西部、三宅町橋門に所在する。関町の錫杖ヶ岳に

端を発する中ノ川下流域左岸の標高約19mの河岸段

丘上に位置する。

当遺跡の周辺には、数多くの遺跡が確認されてい

る。弥生時代の小山遺跡 (13) 、弥生～古墳時代の

西川原遺跡 (9) 、古墳時代の新地A・B遺跡 (8)

一色A・B遺跡 (7) 、狐谷遺跡 (12) 、金提遺跡

(14) 、帰虎遺跡 (19) がある。古墳時代以降のも

のとしては、当遺跡の北では古墳～鎌倉時代の奥北

代遺跡 (31) 、長広A・B遺跡 (33) 、長畑遺跡

(34) などがあり、南では古墳～中世にかけての遺

跡として、東代A・B遺跡 (30)、口玉野A・B遺

跡 (28) 、奥玉野A・B遺跡 (29) などがある。特

に中世城跡として、長法寺城跡 (20) 、三宅城跡

(23) 、三宅西城跡 (11) が当遺跡の南北にある。

昭和60年に始まった県営ほ場整備事業に伴い、寺

門遺跡 (15) 、西垣内遺跡 (16) 、桑名垣内遺跡

(18) 、加和良神社遺跡 (21) 、敷田遺跡 (24) 、

別所遺跡 (25) などが調査されている。なかでも寺

門遺跡では古墳時代の竪穴焼失家屋、西条遺跡 (10)

第17図遺構位置図 1 : 50,000 (国土地理院亀山、椋本、鈴鹿、白子 1 : 25,000から）
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塚腰遺跡 (43) などがある。古墳～奈良平安時代以

降になると各所に遺跡が出現するが、なかでも三宅

町より東方へ 4kmの郡山町の丘陵上に所在する末野

A・B・C遺跡 (44) 、西高山A・B・C遺跡 (45)

などの郡山遺跡群からは、奈良時代を中心として平

安～鎌倉時代の掘立柱建物群が多数確認さており、

奄芸郡術跡という推定もなされている。また、中ノ

川左岸の丘陵をへだて、北へ 4kmの所には伊勢国府

の所在地と推定される同市国府町がある。

このように各時代を通じて、多数の遺跡が確認さ

れているが、特にこの地域における特徴的な遺跡は

古墳時代の窯跡であろう。東西に連なる丘陵を利用

して、徳居町～安芸郡河芸町には、伊勢国須恵器生

産の一大拠点であった徳居古窯跡群 (28)が点在し、

稲生町には稲生古窯跡群 (41) がある。徳居古窯跡

群は、すでに破壊されたものや記録のみのものも多

く、本格的な調究研究が待たれる。

これら須恵器の供給源とあわせて、古墳群の存在

2 . 遺

調査区は昭和61年度の調査区の西どなりにあたる。

周囲はすべてほ場整備が完了していて、水田面との

比高差は約2.5mである。以前は畑地であったが、

現状は荒れ地である。なお、今回の調杏区と、前回

のそれとは、図面上で最大約 6mの隔たりがある。

当遺跡の基本層序は第 1層：暗灰褐色砂質土（表

土）、第 2層：黄褐色砂質土（床土）、第 3層：暗

褐色砂質土（遺物包含層）、第 4層：黄褐色砂質土

（地山）である。第 4層はところどころにレキの混

入がみられ、調杏区の東方ほど砂質が強くなる傾向

がみられた。地山までの深さは40cm~60cmである。

A. 古墳時代の遺構

(1) 長法寺 4号墳

〔墳丘〕 現状は東西約10m、南北約7.8mの楕円形

で裾部がかなり削平されていた。特に東部と南部の

削平はかなりひどく、南部から南西部にかけて検出

できた墳丘基部や周溝は確認できなかった。

しかし、一部検出できた周溝および墳丘基部から

推定すると、径約16mの円墳であったと思われる。

-10-

も注目されるであろう。当遺跡の北には、長法寺 l

号墳 (17) 、今回の調査区には、長法寺 4号墳、東

には加和良 l号墳.2号墳 (22) があり、これらは

県営ほ場整備事業に伴い調査されている。特に加和

良 1号墳は、複数の主体部と豊富な副葬品が確認さ

れている。

また当遺跡をとり巻く古墳群として、八野古墳群

(5) 、西野古墳群 (4) 、保子里古墳群 (3) 愛

宕山古墳群 (6) 、北東に奥北代古墳群 (33) 池ノ

杭古墳群 (36) 、鎌谷古墳群 (37) 、一本松古墳群

(38) 、蛇谷古墳群 (39) 、野田口古墳群 (40) が

中ノ川左岸に存在している。右岸では別所古墳群

(26) 、徳居古墳群 (27) が存在している。

中ノ川は、北方を流れる鈴鹿川に比べて流域も狭

く、当遺跡のある三宅町付近が古墳分布の最上限と

されている。さらに近年までは中ノ川中、下流域に

は条理制に伴う地割りが残存しており、この地域が
註①

古代政治文化の先進地であったことがうかがえる。

構

墳丘の比高は約2.7mであるが、墳頂部では20cm

の表土下に50cm程の厚さでレキ混り砂土があり、そ

れは墳丘西側に掘られた盗掘坑の埋土でもあった。

盗掘坑からは、須恵器片に混じって黒色土器、山茶

碗が出土した。

また、現存する墳丘の裾部には後世の土取りのた

めか幅約1.3m、深さ約50cmの溝状の掘り込みがあ

り中から現代のビン、アルミ製品が見つかった。

検出された周溝はかなり削平を受けていた箇所も

あるが、最大幅 4m、最深部40cmを測る。隣接して

検出した長法寺10号墳の周溝とは重複しない。

葺石・埴輪の存在は墳丘削平のため不明である。

［内部構造］

主体部は 2基あったと考えられる。いずれも東西

方向に長軸を持ち、南北に並んで置かれてたようで

ある。以下では、北側主体部を第1主体部、南側主

体部を第 2主体部として記述する。

第 1主体部は墳丘の北側斜面で確認された。削平

されて原形をとどめていないので、あえて図示しな

かった。直刀一振が刃部を上にした状態で出土した



| l lー



が、その周辺のみがほぽ現位置を保っていると思わ

れる。周辺には粘土の塊がほぽ同じレベルで散乱し

ており木棺を被覆した粘土の一部であると思われ

る。

第 2主体部は墳丘のほぽ中央部に位置する。墳頂

下約1.9mで検出した。西側と中央部に盗掘坑、東

側は土取り削平のため全体の形状規模は不明である

が、長さ 4m以上、幅は1.8m程、検出面からの深

さは20cm程である。棺床はほぽ平らでU字形に凹み、

北側は不明であるが南側の棺側にはり付けたと思わ

れる厚さ5cm程の粘土がゆる＜内弯していることか

ら、割竹形木棺が据えられていた可能性がある。

現存の棺の長さは 2m強、幅は60cm弱であり、棺

上部を被覆した粘土の存在の有無は不明である。副

葬品は総じて少量で、須恵器壺、川原石製の玉、鉄

刀、刀子であった。なお、当主体部直下に径70~80

cm、深さ 5cm程の焼土坑が見られた。これが古墳築

造に関係するものか否かは不明である。

土＿

@ 1,-

卜

00  
Oo 

:,•o • 

＠ 

こつ
~a 
SK3 

長法寺10号墳

~ マ ゜
10m 

第20図遺構平面図 (1 : 200) 
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註②

(2) 長法寺10号墳

調査区の西半分、長法寺 4号墳の南西に接する形

で検出された。墳丘北西部分は、地山面がかなりの

レキ層であったため、検出が不可能であったが、推

定径約16mの円墳である。墳丘部はかなりの削平を

うけており、墳丘基部より 30~40cm程の盛り上がり

が認められる程度である。墳丘上では何度も精査を

行ったが、東端部をのぞいて、後世の遺構はさほど

多く見られなかった。周溝についても前述したレキ

層のため、東西に分割された形で検出された。 西

側周溝SDl は幅約1.2~2 m、深さは約80cm~lm

で、北端は地山面レキ層のため検出不能、南端はまっ

すぐに調査区外に延びる。調査区南端より約 6mの

部分は、古墳の墳丘には沿わず、また溝全域より須

恵器片、鉄刀片も出土しているが、同時に山茶椀、

陶器片なども出土している。これらのことから当遺

構は、周溝を後世に掘り直して作られたものと考え

られる。

東側周溝SD2は、墳丘東側に沿う形で検出され

た。 幅3-4m、最深部50-60cm程で底部は船底状

を呈す。北部は前述したようにレキ層のため検出不

能、南部は調杏区南端より約lmで終わっている。

埋土は暗褐色砂質土で多量の須恵器甕片が出土して

いる。

~I~ 可 20.00 
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第21図長法寺 4号墳調査前 (1 : 100) o 
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② 攪乱 ⑦褐色粘質土

③ 黄褐色 ⑧ 黄褐色暗灰土混

④ 黄褐色黒色士混 ⑨ 黒色粘質土

⑤ 明青灰色粘質土 ⑩ 暗褐色黄褐土混

5 rn 

第22図長法寺 4号墳調査後 (1 : 100) 

-14-



(3) 土坑

SK 1 調査区西端のほぽ中央

部で検出された。

南北約3m、東西1.2m以上の長

円形を呈し、深さ20cm程である。

埋士は暗褐色砂質土で、埋土中よ

り古墳時代の須恵器の杯身、杯蓋

が出土した。

SK 2 調杏区南西端で検出さ

れた。南半が調査区外であるため

全体の規模は不明であるが、最大

幅6m程、深さ1.3m程の不定形で

あり、埋土は黒褐色砂質土であっ

た。出土遺物は還元不足の須恵器

杯身、杯蓋片、須恵器甕片である。

SK 3 長法寺10号墳の墳丘上

で検出された。径50cm程の不正円

形を呈し、深さ50cm。埋土は、赤

褐色の焼土でわずかに黒色の炭化

物が混入している。埋土中より還

元焼成不足の須恵器甕片、土師器

甕片が出土している。当遺構の成

立が古墳築造前のものであるか否

か、また古墳築造前ならば直接古

墳築造に関係するものか否かは不

明である。

SK 5 調在区北端のほぽ中央

部、長法寺 4号墳の西隣で検出さ

れた。北半分は、撹乱により壊さ

れていると考えられるが、南半分

は、一辺約 4mの隅丸方形を呈し、

深さは20~30cm程である。埋土は

暗褐色砂質土であり、埋土中より

磋の体部が出土している。

B. 鎌倉時代初頭の遺構

(1)掘立柱建物

SBl ピットを確認し得なかっ

た部分もあるが、桁行 3間 (6.6

m) 、梁行 2間 (5m) の総柱建

物である。

）入
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④ 褐色粘土青灰色粘土混入

⑤ 暗黄褐色青灰白粘土混入

⑥ 暗黄褐色黒色粉混入

⑦ 黄褐色土黒色土混入（墳丘盛土）

⑧ 明青灰色粘質土（焼土混入）

⑨焼土

⑩ 暗褐色粘質土

⑪ 褐色粘質土

)'・ …焼土
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第23図長法寺 4号墳第 2主体部 (1 : 30) 
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19,800m 

土層断面図 (1 : 30) 
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断面図 (1 : 30) 
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SK6 
土層 ° t 
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F
 

・S02 

① 暗褐色粘質土 ② 暗褐色黄褐色プロック混入

③ 暗灰色粘質土 ④黒褐色粘質土
E F 

⑤黒色土 丙 OOm ―
・SK6 

①褐色粘質土 ②暗褐色粘質土

③黒色暗褐色 ④暗褐色黒色土混入粘質土

混入粘質土 SX1 土層断面図 (1 : 30) 
::・:.,.-: ・・焼士

・SXl 

① 暗褐色 ②黒褐色土炭混入

③ 炭化土

z
 

ー J --
19,600m 

S81,S82実測図 (1 : 100) 4m 

第24図土層断面図、遺構実測図

梁行の柱間がやや不ぞろいである。柱掘

形は50~60cmの円形または長円形である。

当遺構は調査区の東南隅で検出されたため、

実際の規模はもっと拡大する可能性がある。

SB2 北西隅に l間分の張り出し部を持

つ桁行き 4間 (9m)梁行 2間 (3.9m) の

総柱建物である。柱掘形は50~60cmの円形

または長円形である。当遺構もまた調査区

東端で検出されたため、規模が拡大する可

能性がある。なお、当遺構とSBlの建物方

向はほとんど同じである。

(2) 土坑

-16-



SK 4 前述したSK2の東に接しており、長法寺

10号墳の墳丘を切る形で検出された。最大幅 7m深

さ1.3mで、埋土は暗褐色砂質土であった。出土遺

物としてはほとんどが土師器皿、山皿、山茶碗であ

り、中でも体部と底部外面の 2ヵ所に墨書された山

茶椀 (82) が注目される。

SK 6 長法寺10号墳および東周溝SD2を切る形

で検出された。長辺lOm 、幅2.5~3.5m 、深さ 0.8

m~l.2m である。埋土は黒褐色砂質土で中に 5~

10cm程の河原石を多く含む。埋土中より多量の山茶

椀片、山皿片、土師器皿片等出土している。底部外

面に墨害のある山皿 (71) も出土している。

(3)溝

調査区東半分で計5条検出された。南北方向3条に、

東南方向2条がほぼ直行する形で交わっている。い

ずれも幅70cm~1.5m程で、深さは20~30cmである。

SD4から若干の山茶碗片、山皿片、土師器皿片が

出土したが、他からはごく微量の細片が出土したに

3. 遺

出土した遺物は、整理箱にして34箱である。時期

としては古墳時代と鎌倉時代のものが主流を占めて

おり、前者のものとして須恵器杯身・杯蓋．甕が、

後者として山茶碗• 山皿・土師器皿があげられる。

またそれ以外に弥生土器も出土している。以下に

それらを概述していく。

A、古墳時代の遺物

(1)長法寺 4号墳出土の遺物 後世の盗掘、土取

りによりかなりの削平をうけた当古墳では、その盗

掘坑や現在の墳丘裾部や墳丘盛土中からもたくさん

の遺物片が出土している。それらは多くが須恵器杯

身・杯蓋片・甕片•土師器片などの土器類や壁玉製

の管玉• 鉄鏃小片などの金属器といった古墳時代の

遺物である。その他に小片ではあるがロクロ土師器

椀の底部片や、灰釉椀の底部片が盗掘坑から出土し

ている。

以下では明らかに主体部から出土した遺物と、そ

れ以外から出土したものとに区別し報告したい。

a. 主体部出土遺物

-17-

すぎなかった。

C. 時期不明の遺構

(1)火葬墓

SXl 長法寺4号墳の周溝のすぐ南側で検出され

た。 lmXO. 7m程の隅丸長方形を呈し、深さは約40

cmである。埋土は褐色に黒色の炭が混入し、壁面の

一部が焼土化しており、床面にも厚さ2cm程炭がた

まっていた。床面に焼土は見られなかった。精査し

たが遺物は何も確認できなかった。

SX2 SXlの西方約7.5mの所で検出された。一辺

70cm程の隅丸 5角形を呈ししていることから数個が

重複しているものと思われる。切り合いは不明であ

る。 SXlでみられたような壁面の焼土はなく、暗褐

色の埋土に焼土、炭が混入し、床面にも焼土、炭が

うすく積もっていた。深さは約25cmである。やはり

遺物は何も確認できなかった。

物

第 1主体部 鉄刀 (18) は、切先を欠くが全長66cm、

刃部は長さ52.5cm、最大幅2.7cm、刀背部幅0.9cmで

ある。茎の前でおれている。茎は長さ13.5cm、最大

幅1.5cmである。刃部と茎の接点の関は刃側のみの

片方である。全体的に木質の付着は少ない。

第 2主体部須恵器壷 (12) 、鉄刀 (17) 、刀子

(19) 、チャート製の自然石でつくられた小玉 (20)

が出土している。

須恵器壷 口径13.8cm、器高19.8cmを測る。口縁

部を打ち欠いた状態で出土した。調査した範囲内か

らは打ち欠かれた破片は確認されなかった。

鉄刀 切先を欠くが、現在長100.5cmを測り、幅3.

6cm、刃背部幅0.9cmで、刃部の断面は二等辺三角形

をなす。刃部には鞘の木質が残っている所もある。

関は刃側のみの片方で、関の延長上に柄にふくれあ

がった錆がある。これは鍔の痕跡であると思われる。

茎は長さ15.3cm、幅2.4cm、厚さ0.6cmであり、 0.54

cmの目釘穴が確かめられた。

刀子現在長10.7cm、刃部最大幅2.2cmで、切先

に向って段々と細くなっている。関や茎の部分は欠
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損しているため不明である。

玉 長辺1.7cm、最大幅1.0cm、穿かれた穴の直径

は0.11cmである。チャート製であり、穴は片側より

穿孔されている。

りー。＂＂圏

,.,＇ 

C二》 b. 主体部外出土の遺物

須恵器杯蓋 (l-5) やや丸みをおびた天井部

15 cm 

と口縁部をわける稜が比較的明瞭で、口縁部がやや

外へひらくもの (1、 2) 、天井部が平坦になり天

井部と口縁部の境がゆる＜折れ、稜もさほど顕著で

ないもの (3、 4) 、天井部が丸く口縁部との境が

不明瞭な小型のもの (5) とがある。天井部は調整

が不明確な (5) を除きロクロヘラケズリをするも

のが大半を占める。その幅も天井部の2/3-1/2に

施したもの (1、 2) から1/3以下 (3、 4) とさ

まざまである。口縁部は端部にゆる＜内傾する面を

第25図 遺物実測図 持ちゆるい稜を持つ。 (5) は径の小ささより短頚
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壷の蓋であるかもしれない。

須恵器杯身 (6~10) 口径が小さく口縁部端面

が内傾し稜を持ち、受け部が上方に引き上げられ底

部が丸みをおびるもの (6,7) と口径が12.4cm~1

2.6cmで、口縁部端面は丸くおさめ、受け部も厚く

水平に引かれ底部は平坦になるもの (8~10) があ

る。小片のため判明できない (lo) を除き底部には

すべてロクロヘラケズリが施される。その幅は (6、

7) では底部の~/3~1/2に施されるのに対し (8 、

9) では1/2以下となる。

須恵器高杯 (11) 底部の一部に脚部の接合痕ら

しき粘土のもりあがりを確認したため、高杯である

と判断した。口縁部端面はゆる＜内傾し、あいまい

な稜を持つ。底部のロクロヘラケズリの幅も 1/3以

下である。胎土も荒く、全体的に作りの荒さが目立

つ。蓋となるものは確認していない。

須恵器漣 (13) 体部片のみ出土。体最大部の上

下に沈線を、その間に波状文を施す。器壁もうすく

全体的に丁寧な作りである。

土師器台付甕 (14、15) いわゆる S字状口縁部

甕の末期型である。体外面にはハケメを施し、内面

はヨコナデが施される口縁部片 (15) と外面はヨコ

ナデ、内面には指オサエのあとナデが施された台部

(15) がある。これらが同一個体のものかどうかは

不明である。

その他、石鏃、弥生土器壺底部 (l6) や、鉄鏃

片、壁玉製の管玉 5 個 (22~26) 、土玉 (21) が出

土している。

(2) 長法寺10号墳出土の遺物

墳丘は削平されていたため遺物は認められなかっ

たが、東側周溝より固まって出土した。

須恵器短頚壷 (41) 口縁部端面は内傾する面を

三27 二 29 二。一~
-~) .::;~ 

三、// 
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゜第26図遺物実測図 (1 : 4、32,38は1: 6) 

30cm 
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持ち中央部が浅く凹む。内面に自然釉が付着する。

須恵器長頚壷 (42) 口径14.7cm、口縁部内面に

自然釉が付着している。頸部のみの出土である。

須恵器甕 (37~40) 口径26.4cmを測るもの (37)

から20.0cmのもの (39) までさまざまである。頚部

に「＋」のヘラ記号をもつもの (37) や口縁部外面に

ヘラ状工具による連続刺突文、体部内面は同心円夕

タキを施した後ナデ消しているもの (38) などがあ

る。

なお、混入であると考えられるが、弥生土器壺．

甕の底部片も出土している。

また、後世に改作された西側周溝SDlより鉄片

が出土している。長さ20.3cm、幅3.3cmで断面は二

等辺三角形を呈する。鉄刀の一部と考えられるが古

墳時代のものであるかどうかは不明である。

(3) 土坑出土の遺物

SK 1 須恵器杯蓋 (27) は天井部が丸く天井部

と口縁部との境が不明瞭で器高が高いもので天井部

て三~43~====名4 ~5~46 ------~Jr 

＼二 ~8~ニ~49 "-ー~50
~ 

二こニロニ□~9~ ニd
て。ニニ胃二

こ二戸〈
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ロニこ／二6

“、 85 こ 7

第27図 遺物実測図 (1 : 4) 
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はロクロヘラケズリが施される。口縁部端面は丸く

おさまる。

須恵器杯身 (28) は底部がやや平坦で外面をロク

ロヘラケズリしているが、ケズリも粗くその部分も

底部の1/3弱である。口縁部はゆる＜内傾し丸くお

さめている。受部はおおむね外上方へのびるが端部

の稜はあまい。

SK2 須恵器杯蓋 (29) ば焼け歪が激しく器型

の詳細は不明である。天井部のロクロヘラケズリは

ほとんど施されない。口縁部は端部に内傾する面を

有し、ゆるい稜をつくる。

須恵器杯身は小型で底部が丸みをおび口縁部がゆ

る＜内傾し端部に内傾する面を持ち浅く凹む (30)

と、底部がやや平坦で口縁部を丸くおさめる (31)

がある。器面の調整は底部外面をロクロヘラケズリ

しているが、ケズリも粗く、その部分も底部の半分

~1/3弱である。受部はおおむね外上方または水平

にのびるが端部の稜はあまい。

須恵器甕 (29) は口径40.4cmを測る大型のもので

口縁部外面に 2条の丁寧な波状文を持つものである。

土師器台付甕 (33) は台部のみの出土である。底

部と台部の接合部にわずかにハケメが残り、台部内

面には指頭痕が残る。

SK3 土師器甕 (35.36) は、いずれも外面が

焼けている。頚部の屈折が強いもの (36) と弱いも

の (35) とに分けられる。

SK5 須恵器聡 (11) が出土した。体部最大部

の上方と下方に沈線を持つが波状文はみられない。

底部にはロクロヘラケズリが施されている。破片で

あるため詳細は不明である。

B. 鎌倉時代の遺物

(1) S K 6出土の遺物

土師器小皿 (43~53) 口径10cm以下、高さ 2cm 

以下のものとする。磨耗が激しく調整が判明しにく

いものもあるが、口縁部にはヨコナデ、他はナデが

施されるものが大半である。口縁部および底部の形

態により 4種に分類できる。

A1 ; 底部が平坦で、口縁部がやや内弯し、端部付

近でいったん肥厚し、上方へ尖るもの。 (43.44) 

A2; 底部が平坦で、口縁部がやや内弯し、そのまま

丸くなるもの。 (45~48) 

Bl; 底部が中央部に向い凹み、口縁部がやや内弯し

端部が尖りぎみになるもの。 (49.50) 

82; 底部が中央部に向い凹み、口縁部がやや内弯し

端部が丸くなるもの。 (51~53) 

土師器皿 (54、55) 口径10cm以上、器高 3cm以上

のものとする。口縁部の形態で 2種に分類できる。

A; 底部から口縁部にかけてやや内弯しながら延び

るもの。 (54) 

B; 口縁部の下に段を持つもの。 (55) 

山皿 (56~71) 器形によって 4 種に分けられる。

Al; ハリッケ高台を持ち、口縁部が外反または外反

ぎみに外へひらくもの。 (56~62) 

A2; ハリッケ高台を持ち、口縁部がまっすぐまたは

やや内弯ぎみにのびるもの。 (63~69) 

Bl; ハリッケ高台を持たず、口縁部がやや外反ぎみ

に外へひらくもの。 (71) 

82; ハリッケ高台を持たず、口縁部がまっすぐにの

びるもの。 (70) 

(71) の底部には「上」の墨書が見られる。法量は
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第28図遺物実測図 (1 : 4) 
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(56) 、 (65) の個体を除きほぽ同じである。

山茶椀 (72--79) 、どれも口縁部がゆるく外反し、

高台にモミガラ痕をもつものが大部分を占める。

法量によって 4種に分類できる。

A; 口径15.0cmの小型のもの (72)

Bl ; 口径16.0cm、器高5.0--5.lcmの中型で器高が高

いもの。 (73) 

82; 口径15.6--16.0cm、器高4.6--4.7cmの中型で器

高が低いもの。 (74, 75) 

C; 口径16.8--17.0cmの大型のもの (76--79)

鉢 (80、81) 山茶椀質の鉢である。口縁部がや

や内弯しながらのびるもの (80) と外反するもの

(81) がある。どちらも内面に自然釉がかかり、しつ

かりとしたハリッケ高台を持っている。

(2) その他の遺構から出土した遺物

SK4より山茶椀 (82,83) と、器種不明 (84) が

出土した。 (82) はBlに、 (83) はAに分類でき

る。 (82) の底部、体部には墨書がある。底部は

「七内」であると思われるが体部は判続できなかっ
註③

た。 SD4より山茶椀 (85) と山皿 (86) が、 SD

1より山皿 (87) が、 pi tより土師器皿 (88) が

出土している。 (85) はB2に、 (86,87) はBlに、

(88) はB2に分類できる。

C, 包含層出土の遺物

弥生中期壺の口縁部片 (89) 、ロクロ製土師器椀の

底部片 (90) 、須恵器杯身の底部片 (91) 、常滑甕

(92) 、土師器伊勢型鍋 (93) 、花菱文が施された

瓦質の火舎の一部と思われる破片 (94) も見られた。

4. 結 語

橋門遺跡は、古墳を破壊、削平したうえに形成さ

れた中世の集落跡である。今回の調査においても半

壊の長法寺 4号墳、全壊の長法寺10号墳が認められ

た。いずれも周溝を持ち規模は径約16mの円墳であ

る。

長法寺 4号墳は現状では主体部を 2基持ちいずれ

も半壊または全壊に近かった。また主体部より出土

した遺物も少なく、わずかに出土した杯身・杯蓋が

6C前半に比定できるためこの時期に築造されたも

のと考えられる。長法寺10号墳は僅かに墳丘の高ま

りがみられた程度であり、周溝内より須恵器甕が出

土したにとどまり明確な時期決定は困難であるが、
註④

6C代であると考えられる。昭和61年に行われた前

回の調査では円墳、方墳 2基の古墳の痕跡が確認さ

れている。明確な時期決定はなされていないものの、

規模が類似していることから本遺跡を含む周辺一帯

には古墳群が形成されていたものと考えられる。

中世の掘立柱建物は、今回の調査で 2棟確認され

た。これらは、建物方向がほぼ同じであり同時期に

存在した可能性がある。また前回の調査区で確認さ

（註）

① 位置と環境をまとめるに際して、参考とした文献は次のとおり

である。

•鈴鹿市教育委員会 「鈴鹿市史」第一巻 1980

れた掘立柱建物は、建物方向によって 3群に区別さ

れているが、今回確認された建物は、 II群のものと

建物方向がよく似ており同一の建物群になる可能性

がある。これら 2棟の建物の時期は、柱穴より出土

した遺物は細片のため明確な時期決定は困難である

が、鎌倉時代初頭のものと考えられる。また SBl 

西方の土坑SK6より一括出土した山茶椀は藤沢編

年の第II段階第 4型式に比定されるものが大部分を

占め山皿もやはり同編年の同型式のものが多い。

しかし、山皿 (49.50) では高台が欠落するといっ

た新しい要素の見られるものもある。これらのこと

から当遺構は12世紀中頃から13世紀初めまで存続し

たと考える。他の中世の遺構より出土した遺物につ

いても同様の時期と考えられる。またこの地区は、

地元の人たちに「す爾勒堂（ミロクドウ）」「サクロウ

ジ」と呼ばれているところから寺院関係の施設が存

在したとも考えられる。

以上のことから橋門遺跡は弥生時代から室町時代

にかけての複合遺跡であり、特に鎌倉時代が中心の

集落跡であるといえよう。 （堀田隆長）

•本堂弘之他 「三宅西城跡発掘調究報告」三重県教育委員会 1983 

• 中森成行 「郡山遺跡群発掘調査報告 I 」鈴鹿市教育委員会•鈴鹿

市遺跡調査会 1983 
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•三重県教育委員会 「三重県埋蔵文化財年報16~19」 1986~1989

• 三重県埋蔵文化財センター 「三重県埋蔵文化財センター年報 l」

1990 

② 「鈴鹿市遺跡地図』（鈴鹿市教育委員会・昭和62年）では長法寺

7号墳まで登録されており、昭和61年度の発掘調査で 2基確認さ

れているため、今回新発見されたものを10号墳とした。

③ 山茶椀 (82) の体部の墨書文字について、奈良国立文化財研究

所の館野和己氏より「さかつき」と判読できる可能性もあるとの御
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教示を得た。また、三重県埋蔵文化財センターの小坂宜広、小林秀

両氏からも御指導頂いた。

④ 出土遺物の時期決定に際しては、以下の文献を参考にした。

• 田辺昭三 「陶邑古窯止群 I」平安学園考古学クラプ 1966 

•藤沢良祐 「瀬戸古窯止群 I」瀬戸市歴史民俗資料館 「研究

紀要 I』 1982 



器種
地 区

遺構
法 量

特 徴 胎
残存・

士 色 調 焼成
整理番号 器高 ロ径 底径 その他 ゆがみ他

1 須恵杯蓋
1区

？ 13.0 ロクロ..時計まわり やや粗(1~20nmの小石） 灰白色 良 残％2-4 

2 須恵杯蓋
2区

？ 14.0 ロクロ・・時計まわり
やや粗(0.5~2()nmの小

灰白色 良 残％2-5 石）

3 須恵杯蓋
3区

3.9 12.8 ロクロ ケズリ反時計 やや粗(3~4mmの小石） 灰白色 良
天井部ほとん

1-2 ど

3、4区
4 須恵杯蓋 セクショソベルト ？ 12.2 ロクロ・・ケズリ反時計 密 灰白色 良 残％

3-2 

5 須恵杯蓋
4区

？ 10.9 ロクロ ・反時計 密(o.s~長石） 外断内 褐黒セ灰色ピ、色ア褐色灰色 良 残¼
盗掘坑2-2

6 須恵杯身
2区

？ 9.2 
ロクロ ケズリ時計ま

密(0.1-0.5の小石） 灰白色 良 残％2-6 わり

7 須恵杯身
1区

5.1 11.4 ロクロ 反時計まわり
かなり粗(2~5mmの小

暗灰色 良 残％
墳頂 1-5 石）

8 須恵杯身
4区

？ 12.6 ロクロ 時計まわり 密(0.5mmの長石含む） 灰白色 良 残％
盗掘坑2-1

9 須恵杯身
3区

4.1 12.4 ロクロ..反時計まわり 良（密） (1~3mmの石） 灰白色 良 残％1-3 

10 須恵杯身
2区

？ 12.4 密
灰白色

良 残％
墳すそ3-1 （一部暗灰色）

11 須恵高杯
3区

？ 12.8 ロクロ・・時計まわり
やや粗

灰白色 良好 残％1-4 （最大4mmの砂粒まじり）

12 須恵壷
第 1主体

19.8 13.8 
体中～ カキメ

白色砂粒を含む
暗青灰～

良好 完1 -1 中～下 こうしタタキ 明灰白色

13 須恵臆
2区 体中央

波状文 密
灰白色

良 残％
墳すそ3-3 10.3 （断面セピア色）

14 
土師 2区

？ (18.4) ？ 外ハケメ、 5本/1.lcm 
やや粗(1~2mmの長石

黄褐色 良
ゆがみ？

S字ガメ 墳すそ4-4 粒） 残％

15 
土師台付 3区

7.4 内…指押えの跡のこる
やや粗(1~3mmの長石

黄褐色 良 残½カメ台 4-2 粒）

16 弥生底部
4区

7.2 外内 磨底ラ耗部が付はけ近げナしいデの後へ やや粗(l-2mmの長石
黄褐色 良 底部のみ完

すそ4-1 粒）

17 鉄刀
第 1主体 長さ 幅

木質多く残る 先端部欠ソン6-2 66 2.7 

18 鉄刀
第 2主体

100.5 3.6 先端部欠ソン6-1 

19 刀子
第2主体

10.7 2.2 先端部のみ
7-3 

20 
チャート 第 2主体 高さ 径

片穴孔
灰白色

小玉 5-1 0.71 1. 7 黒色混入

21 土王
1区

0.7 0.7 黒色
墳頂 5-7

22 管玉
1区かくらん坑 高さ 径

片穴孔 壁玉製 深緑色5-3 2.2 0.97 

23 管玉
2区黄嶋粘賣土

2.3 0.99 ” ” 深緑色5-4 

24 管玉
2区賀褐貼賣土

2.2 1.00 ” ” 淡深緑色5-5 

25 管玉
2区墳頂

2.85 0.95 ” ” 深緑色5-6 

26 管玉
1区貰構色土

2.7 0.98 
” ” 深緑色5-1 

27 
古•須恵器 B-6 

SKl ？ 13.6 ヘラ記号
やや粗(2~0.面mのチョ

灰白色 良好 残30%杯蓋 21-5 ウ石粒等を含む）

28 
古•須恵器 B-5 

SKl 5.7 12.0 ロクロ…時計まわり
やや粗(1~3mmの小石

暗灰色 良好 完、ゆがみ小杯身 3-2 含む）

29 
古•須恵器 C-8 

SK2 4.3 13.8 
ロクロ回転不明

粗の（チ最ョ大ウ3石.5m粒m等、2を~含0む.Sm）m 暗灰色 良好 完、ゆがみ大
杯蓋 9-3 ハケ目のような工具痕

30 
古•須恵器 C-8 

SK2 ？ 9.8 ロクロ…反時計まわり
粗(2-0.5mmのチョウ

灰色 良好 残％杯身 9-2 石粒等を多く含む）

31 
古•須恵器 C-8 

SK2 5.3 12.2 ロクロ…反時計まわり 石や含やむ粗6m(1m~大2のmm小の石チ混ョるウ） 灰黄色 良好 残（ロ口縁90縁%部部ゆ60が%み) 杯身 2-2 

32 
古•須恵器 C-8 

SK2 ？ 40.4 羽3ク本状ク/9nn文キ(（0格).9子~状1.） ()nn,4本/1.1.14cm~(1.青加甑＂被） 5mやmやの密チ（最ョ大ウ5m石m等、を2.含s~むo）. 淡黄橙色 不良
ロ縁％残

カメ 8-1 肩部％残

第 3表遺物観察表 No.1 
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地 区 法 量
器種

整理番号
遺構

器高 ロ径 底径 その他
特 徴 胎 ± 色 調 焼成

残存・

ゆがみ他

33 
古•土師器 C-8 

SK2 11.2 体内あ部部り指タテ押ハえケ、痕粘(土4本接／合如m痕) やや粗(2~1mmのチョ
淡黄褐色 良好 台部¼残

台付カメの台 9-1 ゥ石を含む）

34 
古•須恵器 F-1 

SK5 
胴最大

ヘラケズリ•••左まわり 良好（密） 暗灰色 良好
隧 3-1 9.6 

35 
古•土師器 B-5 

SK3 ？ ？ 
粗 (4.5~0.Smmのチョ

黄橙色 良好
カメ 10-1 ウ石、セキエイを含む）

36 古•土師
D-5 

SK3 ？ ？ 
粗（最大4mm、1.s-0.s R R 橙暗褐褐色色～ 良好

％残
9-4 mmのチョウ石等を含む） 暗褐色 （口縁部釉残）

37 
古•須恵器 F-4 

SD2 ？ 25.6 ヘロラク記ロ号回転、不内部明に自然釉
密（径2mm以下のチョウ R…黄灰色

良好
頚部のみ20%

カメ 1-2 を含む） R・ 暗灰黄色 残

38 
古•須恵器 F-3 

SD2 ？ 26.1 外外リ面面ー景頸プ郁薔色のに• 体釉2 器本（自の•然沈最釉上線） 郁分に陪オ 密（径1mm以下のチョウ
褐灰色 良好 30%残

カメ 14-1 石を含む）

39 
古•須恵器 F-3 

SD2 ？ 20.0 
密（径1mm以下のチョウ

灰色 良好
30%残

カメ 5-1 石を含む） （頚部～肩部）

40 
古•須恵器 E-4 

SD2 ？ 22.6 
沈線2本施されている 密（径2mm以下のチョウ

黄灰色 良好
15%残

カメ 6-1 （頚部外面） 石を含む） （口径15%残）

41 
古•須恵器 E-4 

SD2 ？ 4.3 内部に自然釉
密（径1mm以下のチョウ

灰色 良好
残15%

短頚壷 1-3 石を含む） （口縁％残）

42 
古•須恵器 F-3 

SD2 ？ 14.7 
ロクロ回転不明 密（径0.5mm以下のチョ

褐灰色 良好
30%残

長頚壷 1 -1 内部自然釉が付着 ウ石を含む） （頚部のみ）

43 
土師器

16-3 SK6 1.9 9.0 
ロ縁部ナデ（内・外共）

おおむね密 赤褐色 良好
完形

小皿 他未調整 ゆがみ小

44 
土師器 H-4 

SK6 1.85 9.6 外内ロ縁部指ナおデさえ 並(1.5mm前後のチョウ
淡橙色 良好 80%残

小皿 19-5 ヨコナデ 石含む）

45 
土師器 G-6 

SK6 1. 75 (9.0) 外内ロ縁部指ナおデさえ やや粗(0.5~2.&nmチョ
淡黄橙色 良好 20%残

小皿 4-7 ヨコナデ ウ石、石エイを含む）

46 
土師器 G-6 

SK6 1.8 9.4 外内 指ナおデ、さえ口縁ヨコナデ
並(1.伽 m前後のチョウ

淡黄色～橙色 良好 70%残
小皿 4-8 石含む）

47 
土師器

12-4 SK6 1.5 9.2 剣離はげしく細部不明 密 淡橙色 並 30%残
小皿

48 
土師器 I -5 

SK6 1.85 9.2 外内ロ縁部指ナおデさえ後ナデ 密(O.Smm1i旦のチョウ石、
黄橙色 良好 30%残

小皿 16-4 ヨコナデ 金うんも含む）

49 
土師器

16-6 SK6 1. 75 9.4 剥離はげしく細部不明
粗むの岩）(7m石m、の小チ石ョ、ウ 3石~多0.く5m含m 外内 淡淡黄黄橙橙～淡色桃橙 良好

ほぼ完形

小皿 ロ縁部摩減

50 
土師器

4-5 SK6 1.7 9.0 外内ロ縁部未ナ調デ整ヨコナデ
密(0.5m叫呈うんも少量

淡黄色 良好 80%残
小皿 含む）

51 
土師器 G-6 

SK6 1. 7 9.25 
外指おさえ後ナデ 密（チョウ石の微粒子

淡黄橙色 並 細剥ほ離部ぽ完不は形げ明 しく
小皿 16-5 ロ縁部 ヨコナデ 含む）

52 
土師器

4-6 SK6 1.6 9.0 
外指おさえ

密 淡黄橙色 良好
ロ縁ゆがみ大

小皿 内ナデよこナデ 70%残

土師器 H-4 外内ロ縁指部なおさえ53 
小皿 19-4 

SK6 1.65 9.2 
でヨコナデ

やや密 淡黄橙色 良好 40%残

54 
土師器

16-2 SK6 3.3 14.2 
指おさえ後ヨコナデ おおもね密(4~2mmの

赤褐色 良好
75%残

皿 （内・外共） 小石含） ゆがみ中

55 
土師器 G-6 

SK6 3.2 14.9 外内 指指おおささええ後ヨコナデ m粗いm等以(6含-下2mむのm）チのョ白ウ色石岩、石石、え2 淡黄褐色 良好 60%残
皿 16-1 

G-6 ロ序クロ反時計まわり、糸 密(1mm以下のチョウ石 ロ縁50%残
56 山皿

12-2 
SK6 2.7 9.4 5.4 

切は つけ高台 を含む）
灰白色 良好

底部完形

G-6 怠モミガラ痕、はりつけ高 並(O.S-lmm以下の砂
57 山皿

4-3 
SK6 2.3 8.0 4.4 

粒を含む）
灰白色 良好 60%残

切底、自然釉

58 山皿
H-6 

SK6 2.3 8.4 4.0 貼付高台
やや密(O.~哺梢愛のチョ

灰白色 良好
ゆがみ大

17-6 ウ石、石エイを含む） ロ縁60%残

59 山皿
H-4 

SK6 2.5 8.2 3.6 
モミガラ痕、糸切底 並(0.5mm前後のチョウ

灰白色 良好 30%残
18-6 貼付高台 石を含む）

60 山皿
G-6 

SK6 2.6 8.6 3.8 
モミガラ痕貼付高台 やチを含やョむ粗ウ）石(0、.Sm3mmm~大l.の5m小m石の 黄灰色 良好 70%残17-2 自然釉

61 山皿
G-6 

SK6 2.6 8.9 4.2 
自然釉、糸切底、貼付 ややョ粗ウ石(ョOウ、.S石mmセま~キじl.エるSイmm）4mm の 灰白色 良好 完形4-2 高台 大チのチ

62 山皿
G-6 

SK6 2.8 8.4 4.7 
自然釉、重焼痕、貼付

やウ石や、密黒(1.色5岩mm石以多下くの含チむョ） 淡灰色 良好 完形15-2 高台、植物せんい

63 山皿
H-6 

SK6 2.7 8.7 4.4 植自物然釉せ、ん油い痕煤、、 貼モ付ミ痕高台、 0岩や.石5やm含m粗のむ（最チ）大ョ5ウ.5石mm、、黒2色~ 灰白色 良好 完形15-3 

64 山皿
H-4 

SK6 2.5 8.6 4.6 自然釉剥離、貼付高台 3並.5(1mm.0mのm小前石後まのじチるョ） ウ石 灰白色 良好 30%残18-5 

第4表遺物観察表 No.2
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地 区
遺構

法 量
胎 色 焼成

残存・
器種 特 徴 土 調

整理番号 器高 ロ径 底径 その他 ゆがみ他

65 山皿
H-4 

SK6 2.65 9.5 4.5 
重焼痕、貼付高台、自 やや密（最大3.5mm、1

灰白色 良好 完形
15-4 然釉（内面） m叫呈のチョウ石含む）

66 山皿
H-6 

SK6 2.55 8.7 4.25 
貼付高台、重焼痕、自 やや密（最大3mm以下の 灰白色

良好 完形
15-1 然釉 チョウ石等含む） 淡鴬色（釉）

67 山皿
H-4 

SK6 2.65 8.6 3.4 モミガラ痕、貼付高台 並 灰白色 良好 50% 
18-3 

68 山皿
H-4 

SK6 2.3 8.4 3.5 貼付高台
並(0.5~2.Smmのチョ

灰白色 良好
完形

18-2 ウ石を含む） ゆがみ中

69 山皿
H-4 

SK6 2.25 8.2 4.8 糸切底、貼付高台
やや密(0.5mm前後の砂

灰白色 良好
ゆがみ中

18-4 粒を含む） 60%残

70 山皿
G-5 

SK6 2.15 8.4 4.2 
自然釉、底部不調整、 並(2.0nm以下のチョウ

淡黄色 良好 80%残
17-3 糸切底 石を含む）

71 山皿 12-3 SK6 2.6 8.8 4.7 自ロ然ク釉ロ回、転墨書時、計糸ま切わ底り、 おおむね密
灰白色

良好
ゆがみ小

かつ白色（釉） 完形

72 山茶椀
G-6 

SK6 5.1 15.0 6.0 
モミガラ痕、iまりつけ 並 (0.5~1.Smmのチョ

灰黄色 良好 50%残
17-4 高台、重ね焼痕、糸切底 ウ石を含む）

73 山茶椀
G-6 

SK6 5.1 16.0 (7.6) 
モミガラ痕、ロクロ時 粗のく含チ(5むmョm）ウの石小、石石、エ1mイm前を後多 灰白色 良好 4全有0体%残にゆがみ

4-1 計まわり、糸切底

74 山茶椀
H-4 

SK6 4.7 16.0 7.4 
ロクロ時計まわり、糸 並(l~O.Smm前後の砂

灰白色 良好 50%残
19-1 切底、モミガラ痕 粒を含む）

75 山茶椀
H-6 

SK6 5.0 16.0 7.5 
自然釉、貼付高台、重 並(1.伽 m前後の砂粒を

灰白色 良好 70%残
17-5 ね焼痕、糸切底 含む）

76 山茶椀
H-4 

SK6 5.4 (16.8) 6.5 モミガラ痕
やや粗）ウ石（最、大石4エ.5mイmをま多でのく 灰白色 良好 30%残

18-1 祝

77 山茶椀
H-4 

SK6 5.4 (16.7) 8.2 切釉ロ底剥ク離、ロ反モ時ミ計ガまラ痕わ、り、自糸然 並 (2~1mmのチョウ石
灰白色 良好 40%残

19-2 含む）

78 
鎌 G-6 

SK6 5.7 17.0 7.7 重わ自然ねり焼釉、痕モ、ミ ガロクラ痕ロ残時計る、ま やや密(1.5mmのチョウ 灰白色
良好 ％残（口縁）

山茶椀 12-1 石含む） 釉は淡鴬色

79 山茶椀
G-6 

SK6 5.05 17.0 7.6 
モミガラ痕、自然釉、 粗含チむ(ョ5m）ウm石の小、石石、エ 3イ~をlm多mのく 淡黄色 良好

高台ゆがみ大

17-1 糸切底、重ね焼痕 60%残

80 
須恵器 F-5 

SK6 10.8 (27.0) 13.6 ヘま自然わラ釉けりず剥離り、、 貼ロ付ク高ロ時台計、 並(2.()nm以下のチョウ
褐灰色 良好

30%残

鉢 4-4 石、砂粒含む） ロ縁部10%残

81 鉢
F-5 

SK6 12.3 (6.4) 17.4 貼付高台、自然釉
やや密(1.Sm叫呈のチョ 淡褐灰色

良好
ロ縁10%残

13-1 ウ石含む） 淡黄緑色（釉） 底部80%残

82 山茶椀
E-8 

SK4 5.0 16.0 8.1 墨底ロ書反、時、は計モりまつミわけガ高ラり痕台、、 糸ロ切ク おおむね密(1~2mmの
灰白色 良好

ゆがみ小

2-3 小石を含む） ほぽ完形

83 山茶椀
E-8 

SK4 5.2 15.0 6.4 
モミガラ痕、はりつけ 粗(1~4mmほどのチョ

灰白色 良好 ゆがみ大
7-2 高台、自然釉 ウ石、セキエイ含む）

84 土師器
E-8 

SK4 ？ 30.0 外内ロ縁指板横おなでなさでえ
粗(0.5-Smmのチョウ

にぶい橙色
軟 ロ縁部5%残

11-1 石、石ェイを含む） （不良） 30%残

85 山茶椀
H-5 

SD4 4.6 15.6 7.2 痕はク、ロり糸反つ切時け計底高台、ま、わ自然モり釉ミ、ガラロ やや密(1mm以下の石エ
灰白色 良好

ロ縁％残

21-2 ィ、チョウ石多く含む） 底部％残

86 山皿b
G-7 

SD4 2.45 8.7 4.35 
モミガラ痕、糸切底、 やや密(1.5~0.Smmの

灰白色 良好 50%残
21-1 はりつけ高台 チョウ石を含む）

87 山皿b
B-4 

SDl 2.55 8.5 4.4 糸切底、貼付高台
やや粗(2mm以下のチョ

灰白色 良好
ロ縁30%残

21-3 ウ石、石エイ粒含む） 底部完形

88 
土師器 H-6 

Pl ？ (13.4) 
ロ縁部 ナデかヘラ痕

密 にぶい褐色 良好 10%残
皿 H-2 か？

89 
弥生 F-6 包

？ 28.2 
外クシ描文 粗(1~2mm前後のチョ

明赤褐色 良好
ロ縁少量欠く

壷頚部 22-2 （暗褐色土） ロ縁部刺突 ウ石、石えいを含む） （広口壷）

90 土師器
F-3 

包 5.2 糸切底
やや粗（チョウ石、石 橙

やや軟
20-1 ェイの微粒子を含む） （部分的に黒）

91 
奈須恵器 F-3 

包 ？ ？ 11.2 はりつけ高台 密(lmmJ.:J下の長石含む） 灰色 良好
杯身 6-2 

92 
トコナメ

22-1 表土除去 ？ 23.6 釉、粘土接合痕
並(1.0nmffi!のチョウ石、

R R 赤濁褐橙色色赤～～褐赤色黒 良好
％ 口頸部のみ30

カメ 7mm以下の小石含む） ロ縁ゆがみ有

93 
土師器

23-2 表土除去 ？ 27.6 部ス分ス付あ着り、（外指）、お内さはえ黒痕色 密(0.面呻粒）砂粒含む） 淡灰ス褐赤ス橙色部R色分R内黒外褐褐色色 やや軟
ロ縁部

鍋 25%残

94 風炉
I-5 

包
文様

密 灰色 良好
20-3 沈線

第 5表遺物観察表 No.3
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鈴鹿市三宅町 別所遺跡

立会い調査のまとめ

別所遺跡は周知の遺跡で、鈴鹿市三宅町別所に所

在する。中ノ川中流域の南岸標高12~14m に位置し、

橋門遺跡の南東0.5kmにあたる。

今回県営ほ場整備事業に先立ち、排水部分に調杏

区を 2ヵ所設定し、立会い調在を行った。調査期間

は平成 2 年 7 月 9 日 ~10 日、調奔面積は約200m2で

ある。便宜上東より A区、 B区とする。結果は以下

の通りである。

A区の基本層序は、第 l層暗灰色土（耕作土）、

第 2層黄灰褐色士、第 3層灰色砂質土、第 4層灰色

粘土（地山）である。地山までの深さはlm~l.3m

で第 2層と第 3層に遺物が認められ、若干量の須恵

器の山茶碗片、土師器片が出土したが、遺構は認め

られなかった。 B区の基本層序は第 1層暗褐色土

（表土）、第 2層黄褐色粘質土（遺物包含層）、第

3層青灰色粘質または青灰色岩盤の（地山）である。

地山までの深さは約lmで第 2層より遺物が認めら

れ、若干の山茶碗片、土師器片が出土したが、遺構

は認められなかった。 （堀田隆長）

第29図遺 跡地形図 (1 : 5,000) 
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第30図 発掘区平面図 (1: 2,000) (①～⑧は試掘坑）

A区調査後全景（西より） B地区調査後風景 （東より）

-30-



Wi 
津市大里

,,_うさき

河崎遺跡

立会い調査のまとめ

河崎遺跡は、津市大里睦合町の志登茂川と前田川

の合流点付近の左岸低地部に位置するもので、昨年

度に引き続いての立会調査である。

今回の調査地は、東山古墳群の所在する丘陵地直

下の水田面で標高約 7m、耕土下に厚さ30cm程の灰

褐色粘質土の遺物包含層をはさみ、明灰色シルト層

の地山面に至った。

遺物包含層中からは若干の中世遺物が出土したが

遺構はまったく認められなかった。

出土遺物のうち、図示できるものに山茶椀 (1)お

よび山皿 (2)があり、 (1)は高台が剥離しており、

体部は直線的に大きく開くが口縁端部は丸く仕上げ

ている。また、

第32図調査区位置図 (1 : 2,000) 
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縁端部は外而にやや面をもつ。ともに13世紀前半頃

の時期に比定できよう 。

今回の調査地からは追物包含層の形成は認められ

つつ も造構は検出されなかった。前年度の調査地で

も遺構は希薄であり、志登茂川が形成した微高地な

どに局所的に造跡が立地する可能性がある。

（竹内英昭）

調査区全景（南から）

-32-
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第33図 包含層出土遺物実測図
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安芸郡河芸町
みゆき

三行城跡

立会い調査のまとめ

三行城跡は、安芸郡河芸町三行に所在する中世城

館で、昭和59年度には県道三行・上野線特殊改良工

事に伴い、郭と堀切の一部が発掘調在されている。

今回調査を行ったのは、主郭からは東へかなり距

離を隔てた細い尾根に位置する堀切と推定される箇

所である。

堀切と推定される溝は、幅 5~6m程で長さ 4m

にわたって尾根を横切っている。

調査前の段階では、箱堀状であったものが、調査

の結果薬研堀風の断面形をもつものとなり、深さは

北側で約2.5mをはかる。

出土遺物は、近現代のものが若干表土中に含まれ

ていたのみで、城館の存続時期に伴うとみられる遺

物は認められなかった。 （竹内英昭） 第34図遺跡位置図 (1 : 50,000) 

第35図 調査区位置図 (1 : 2,000) (三重県教育委員会「三行城跡発掘調査報告」 1985 より転載•一部改変）

-33-



｀ 

A •• • 一・
26.0m 

゜L I I """',t 
10"" 

ー J

第36図遺構平面図 (1: 200) 
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かもだ

一志郡嬉野町釜生田 天白遺跡

立会い調査のまとめ

はじめに

天白遺跡は、一志郡嬉野町釜生田字天白に所在す

る。現在の地目は水田である。今回、ほ場整備事業に

よって削平される607面について、平成 2年10月29

日より 10月31日まで立会調査を実施した。

遺構
A・B・Cの3地区からなるが、 A-3区より竪

穴住居が 1棟、 B-2区より竪穴住居を 2棟、柱列

l条を検出した。

B区の SBlについては遺物から飛鳥時代と判明で

きるが、その他の遺構については時期不明である。

また B区の SB2については土層の切り合いにより

SB lより新しいことがわかる。 SBl、SB2に

は竃跡と思われる焼土を伴う。なお、 SBlは焼土

の南側に深さ 10cm、径40cmの貯蔵穴をもつ。

遺物

須恵器杯蓋 (l) SB l出土の径11cm、器高3.1

cmの宝珠つまみと返しのつく杯蓋である。外面つま

みの下から体部にかけてロクロ水びきとなる。胎土

はlmm強の砂粒を含み、色調は暗灰色を呈す。

土師器甕 (2) SBl出土の径12.4cmの小型の

甕である。口縁部ヨコナデ、外面体部はタテ方向の

ハケメ、内面頚部から体部にかけてヨコ方向のヘラ

ケズリ、体部板ナデとなっている。口縁端部は、や

や外方向につまみ出されている。胎土は1.5mm以下

の砂粒を含み、暗黄色を呈す。

第37図調査区位置図 (1 : 2,500) 
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第38図 SBl. S82実測図 (1 : 100) 

土師器甕 (3) SB2出士の口縁部径26cmの甕

のハケメを施す。内面頚部より体部にかけて、ヨコ

方向の板ナデを施す。

土師器椀 (4) B-2区包含層出土の椀である。

口縁部ヨコナデ、内面底部に螺旋状暗文、底部端か

ら口縁部にかけて放射状暗文を施す。外面体部より

底部にかけてヘラケズリを施す。

まとめ

今回の調査地は天白遺跡の北端に位置する。天白

遺跡は縄文時代後期の遺跡として知られているが、

今回の調査では、それにあてはまる時期の遺構、遺

物ともに検出できなかった。 （福田哲也）

10 cm 

第39図 天白遺跡・遺物実測図 (1 : 4) 
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出土遺物 (1 : 3) 
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w 一志郡白山町南家城 西の垣内遺跡

立会い調査のまとめ

1 . はじめに

当遺跡の所在地は一志郡白山町南家城字西の垣内

である。白山町家城真見に至って大きく北東方にせ

り出す形で蛇行した雲出川は、そこから約 lkm北流

した後、県道松阪青山線に架かる両国橋の所で今度

は右に折れて東流する。橋のたものとから約800m

東にある家城神社までの間の右岸一帯には家野遺跡

があり、全体の約十分の 1に当たる約2,400対を平

成元年度に調査した。橋の上流約350mの左岸には

藤城跡がある。それは周辺地域に点在する山田野城、

家城城、真見城等と共に国司北畠氏の出城（砦）で

あったと思われる。

第40図遺跡位置図 (1 : 50,000) 

-39-

当該遺跡はちょうどこの城跡の対岸の標高約68m

の河岸段丘上にあり、家野遺跡の南西300mに位置

し、県立一志病院の裏手に当たっている。

県営ほ場整備事業に際して、図42のように幹水排

水路部分を幅 3m、全長約約80m、面積にして約24

Orrlについて立会い調査を実施した。調介期間は平

成 2年11月22日、 27日、 12月3日、 4日間であった。

2 . 調査概要

基本的層序は第 I層耕作土、第II層暗茶褐色床土、

第m層黒褐色包含層、第W層明茶褐色または黒茶褐

色地山（砂質土）である。第 I層上面から第W層上

面までの深さは、南北トレンチで130~80cm、東西



トレンチでは80~60cmであった。

遺構としては竪穴住居、溝、土坑のほか、風倒木

の跡が 2箇所あった。第 I層から第W層上面までを

掘削する間に出土した遺物には、弥生時代の第三様

式を中心とした土器砕片のほか、室町時代以降の陶

器砕片などが少量あるだけである。土坑と考えられ

るもの 9基、溝 2条があるが、遺物の出土がないか、

あっても僅かな砕片に過ぎないためここではそれら

を割愛し、竪穴住居についてのみ述べる。

〈竪穴住居〉

竪穴住居SBlを東西トレンチ中央西寄りで検出

した（写真PL5) 。南端は調査区外に延びるが、

平面プランは 4mX4m、深さ 15~20cmであった。

径25~30cm、深さ 4~6 cmの主柱穴を 3箇所で検出

第41図遺 跡地形図 (1 : 5,000) 

-40-

したが、他は調査区外のため不明である。床面中央

部に径約80cm、深さ約 7cmの土坑状の穴があり、中

に20~30cm大の河原石が 3 個据えられていた。石は

明らかに火を受けており、従ってこれは恐らく炉跡

であろうと思われる。

埋土中からは弥生時代第五様式の高杯（図43の2)

が出土した。後期初頭もしくは前半代に比定しうる

と考えている。 SBlの時期はこの遺物をもって決

定されるが、同所から出土した小型の壷（図43の3)

はその高杯より古相を帯びるものであり、混入遺物

と考えられる。

なお、出土遺物はないが南北トレンチ北端の東壁

際で検出した長さ約4.3m、幅約0.2m、深さ約15cm

の南北溝状遺構も竪穴住居になる可能性をもってい

第42図調査区位置図 (1 : 2,000) 



る。

包含層中からサヌカイト原石も採取しており、ま

た前述したように出土した土器片は第三様式のもの

が主体を占めていることから類推すると、この辺り

一帯には弥生時代中期以降後期に至る集落が営まれ

ていたことは確実であろう。 （田坂 仁）
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第43図遺物実測図 第44図遺構平面図 (1: 200) 
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WI 一志郡白山町 八幡遺跡

1 • 位置と環境

八幡遺跡 (1) は高見山地の三峰山（標高1,235

m)付近を源とする雲出川中流域左岸の河岸段丘上

（標高58m) に位置している。行政区画的に一志郡

白山町北家城字八幡に所在する。

当遺跡周辺には、 各時代にわたる遺跡の所在が

確認されており、発掘調査を実施した遺跡も徐々に

増加してきている。以下それらについて概説してお

きたい。

まず、縄文時代の遺跡としては、馬乗岩 (2) 、

吹毛 (3) 、大角① (4) 、市河原 (5) 、岩井戸

(6) 遺跡などがあるが、詳細は不明であり今後の

発掘調査を待たねばならない。

第45図

-43-

西 (8) 、川口北方 (9) 、算所 (10) 遺跡等があ

げられる他、野田浦遺跡② (11) は昭和46年に発掘

調査され、弥生時代の土器数十点が出土した。

また、大角遺跡 (4) では昭和57年に一部調査が

実施され、弥生時代中期の竪穴住居二棟、並びに壷、

甕などが出土した。 さらに昭和49年和遅野遺跡③

(12) において弥生時代中期と思われる住居跡数棟

を検出している。以上のことから当地域の住居の開

始は縄文時代より始まり、その後生活圏を雲出川両

1 : 25,000カヽら）



戸後方古墳群 (18)等があげられるが、これらはい

ずれも 1~2 基単位の小規模な円墳であり、集中的

なまとまりをもつ古墳群ではないと推定されている。

奈良時代以降の遺跡では、河口関跡④ (19) があ

る。同地は『続日本紀」の中で、聖武天皇が天平12

年に行幸を行い、河口の頓宮に滞在したという記述

があり、同地が頓宮跡ではないかとされている。

しかし、発掘調杏による確認がされておらず、異

論を唱える者もあり同地の比定については不確定要

素がある。いずれにせよ河口付近が古代における都

と伊賀、そして伊勢地方を結ぶ重要な交通の要衝で

あったことは確かなことである。奈良時代末期から

平安時代にかけては田中名遺跡 (20)があげられる。

中世に入っての遺跡では岩脇C遺跡⑤ (21) が昭

和57年に発掘調査され、鎌倉から室町時代の遺構、

遺物が確認されている。また、昭和59年には古市遺

跡⑥ (22) が調査され室町時代後半 (15C 末~16C 初）

の遺構を検出し、多数の遺物が出土している。さら

に、家野遺跡⑦ (23) では平成元年に発掘調査が実

施され、 鎌倉～室町時代の住居跡• 井戸跡を確認

している。この他には室町時代の築造とみられる川

口城跡遺跡 (24) がある。

2 . 遺 構

当遺跡全体（標高約58.0m) の地形は山の尾根が

舌状にのびた丘陵上に盛土を行い、平坦にした上で

耕作地として利用している。したがって、周りの水

田はこの遺跡よりも低いところにできている。また、

検出した遺構の時代が明確に分かれたので、便宜上

西側をA地区と東側を B地区に分けて記述する。

(1) A地区の遺構

遺構は西から東に向かって低くなっており、 （西

端と東端の比高差は1.6m) 且つ南面土層において

過去、旧耕土上に盛土をおこなっている形跡が認め

られる。しかしその実施時期は不明である。それら

を踏まえてA地区の基本的層序を記すと、

第I層 暗灰色土（耕作土）

第11層 暗青灰色土（床土）

第m層 旧耕土（暗青灰色土）

第N層黄褐色土

-44-



第V層暗茶褐色土

第VI層 茶褐色土（黄灰ブロック混入） （地山）

遺構検出面は第V層である。この第V層は北西か

ら南東斜面にかけて面的に広がっており、北側では

第VI層が検出される。検出した遺構は集石群、自然

流路、焼土城、および土城等である。

S X 1 (集石群遺構） 西端に直径 6m前後の集

石群 (500個程度）を検出した。同中及び周辺より

サヌカイト製石鏃、サヌカイトの破片、チャート破

片が多量に出土した。また、土器片では押型文土器

が 2点出土している。

SD 2 (自然流路） S X lの東端から大きく弯

曲しながら南に抜ける溝である。この溝の埋土は淡

黄褐色砂質土を主とするものであり、南壁土層の第

V層を斬り、大小の砂礫が混入している。 SXlの

埋没後、後世において急激な流れ込みがあり一気に

この溝が埋まったものと思われる。

小穴 pit3は調査区北端に直径40cmの焼土穴

（焼土の深さ15cm) がるが、出土物はない。 Pit4は

Pitがあり、出土物はない。ただし、その西側に石

皿、磨石の組合せが出土している。

(2) B (東側）地区の遺構

B地区の土層の基本的層序は西側と東側とでは相

違がある。東端では、後世に於て遺構上に盛土を行

い平坦にして利用していることから東端部で複雑に

なっている。南面にみられる層序を基本とするなら

ば以下のようになる。

第 I層耕作土 (10-20cm)

第II層灰褐色土（床土）

第m層 黄褐色（灰白ブロック混入）土

遺構は第m層であり、この層は東端に深く落込ん

（東端では第 I層からI.Om落込む）でいる。遺構の

埋土は殆どが茶褐色土であるが、一部の遺構は黒褐

色土、青灰（灰白ブロック混入）粘質土である。検

出した遺構は掘立柱建物、柵列、溝、土城、石組遺

構等である。これらの検出遺構は室町時代前期～後

期のものである。以下に主なものについて概述して

いきたい。

100m 

~ 
第47図調査区位置図 (1
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S85 桁行 5間 (12.5m) X梁行 3間 (7m) 

の大型の東西棟で、棟方向は E3°Sで、ほぽ真東

を向いている。柱間寸法は桁行2.5m等間で、梁行

は2.5m+2.0mである。柱掘形の径は24cm~54cm の

円形である。柱掘形より土師器鍋の破片が出土して

いる。

S86 桁行 3間 (8.lm) X梁行 2間 (6.3m)

の東西棟で、棟方向は El0 Sで、ほぼ真東を向い

ている。柱間寸法は桁行2.7m等間で、梁行は南側

で3.0m、北側で3.3mの等間になっている。柱掘形

の径は24cm-48cmの円形である。柱掘形より土師器

の破片が出土している。

SA7 柱間 2間 (6.2m) で、寸法は西より 3.0、

3.2mである。柱通りの方向は N95°Eであり、 S

B5、6に平行する隠し塀と思われる。柱掘形は西

から20cm、50cmの楕円、 32cmの円形である。

S08 調査区北西より東に向かって約12m流れ

北に抜けると思われる溝（平均の深さ約30cm) であ

る。埋土は青灰（灰白ブロック混入）粘質土で、幅

は西で約56cm、中央部で80cm、東は撹乱により検出

できなかった。埋土からの遺物はない。また、この

溝下の青灰色土層より、時期不詳の土師器片が出土

している。さらに地山面が北に大きく下降している

状況が認めらる。

3 . 遺

A地区の遺物は、縄文時代早期と考えられる押型

文土器、サヌカイト、チャート製の石鏃及びその剥

片と磨石、石皿などである。特にサヌカイトのフレ

イク、チップは集石遺構周辺から多く出土した。

B地区は、床土から遺構面まで10cm前後と浅いた

め削平を受けやすい状態であった。従って、西側で

の遺物量は極めて少ない。東に来るにしたがって遺

物が出土するうようになる。中でも室町時代後半と

思われる甕、壷、鉢等の陶器類、土師器鍋、の各破

片、砥石などが出土しいている。遺構に伴出する遺

物としては、石組遺構、溝で見られ、ピット等から

の出土はほとんど小片である。その他はすべて遺構

上面である。以下時代順に概述していきたい。

A、縄文時代の遺物
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SD9 B地区で最も明瞭な溝である。この溝は、

南で幅約1.2m、深さ約35cmあり、北で約0.9m、深

さ約3_0cm、長さ約29mあるが、調査区を横切るよう

に延びていたと思われる。南北端で比高差が30cmあ

るため、北から調査区東端に沿うように南に流れて

いたと考えられる。この溝の埋土から室町時代後期

の土師器鍋、常滑産甕の出土があった。しかし、北

端ついては、撹乱の可能性があり不明である。

SK 10 長さ約 3m、南で幅約 2m、北側で1.4

mの長円形な土城で、南側と北側に多くの焼土塊が

混入し、下面全体に炭化物が堆積していた。遺物の

出土はない。

S X 11 (石組遺構） 調査区東端にある一辺 3m

四方の石組の遺構である。この遺構の埋土は、黒褐

色土で、下層に下がるにしたがい粘質になる。石組

は、 20-40cm大の縦長の河原石を西面に約四段積み

の状態で検出された。その他の面には石はないが、

南面には石の窪み痕跡がある。石積みの頂部から底

部までの深さは、約0.8mあり検出遺構面からは約l.

Omである。 SD9の流水路とこの遺構の底との比

高差は、 0.5mで、石組遺構の方が深い。おそらく、

水が一定以上溜ると南側より抜けていく構造であり、

水溜としての機能があったと考えられる。

物

(1) 土器 (14~15)

A地区の包含層から出土したものでいずれも体部

の一部であり、深鉢形態と考えられる。 (14) は体

部の小片で、表面にネガティブな楕円の押型文を配

すことから縄文時代早期に属するものであろう。

(15) も体部の一部で、表面にネガティブな山形の

押型文を配している。 (14) と同様な時期と思われ

る。

(2) 石製品 石製品の多くはA地区内、 SXl周

辺から出土する。中でも石鏃は全部で24点出土し、

最も多い。この石鏃の時期については共伴する土器

がない為、確定的なことはいえないが、その形態か

ら縄文時代草創期の可能性が高い。

また、この調査区の上流（南西約 1kmの水田におい
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て平成 2年度の試掘調査を実施）で縄文時代草創期

に比定される爪型文土器が出土していることも考え

合わせれば可能性は高まるだろう。

石鏃 (19~29) 基部が凹基または平基で無茎のも

ので、風化による劣化が進んでいる。 A地区集石遺

構からの出土が多い。 (19~21) は基部が大きく挟

れ逆刺部が長くなり先端が尖っている。側縁部はや

や外弯している。また、両面とも丁寧な調整が施さ

れている。 (19) は比較的古い（縄文時代の草創期

に見られる）石鏃に属し、長脚鏃と呼ばれる。 (19. 

20) はサヌカイト、 (21) はチャート製である。

(22~23) は凹基で挟りを持ち、鋭い先端部で側縁

部が外弯する。逆刺部も鋭い。両面とも調整が入念

である。 (23) は左右不対称である。 (22.23) と

もサヌカイト製である。

(24.25) は凹基で側縁部が直線的になっており、

(25) は逆刺部の先端が丸みを帯びている。 (24.25) 

ともサヌカイト製である。 (26-29) はいずれも平

基で、三角形を呈し側縁部は直線的である。 (27-

29) は調整面で、一次剥離面を残す周縁加工が施さ

れている。 (27) は基部の扶りが小さく不完全な状

態のように思われ、また剥離面を大きく残しており

未製品の可能性がある。 (27-29) ともサヌカイト

製である。

楔形石器 (18) ピエスエスキーエとも呼ばれ、チャー

ト製である。剥片を横位に使い対向的な剥離痕を残
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す。剥離痕は段階状を呈さず、素材の打面をとどめ
⑧ 

る楔形石器である。

削器＝スクレーパー (16.17) (16) 出土石器の

中では最大のものであり、長さ4.2cm、幅7.5cm、厚

み0.8cmあり、横長剥片の末端部両面に連続した浅

い直線的な刃部を作っている。なお、刃部の黒い部

分は欠損していることを表す。 (17) は背面の一側

縁に細かな調整を加えて成形されたスクレーパーで

ある。 (16.17) ともにサヌカイト製である。

石皿 (13) 長軸27.0cm、短軸8.5cmの淡灰白色

の花尚岩質の石でほぽ平らな両面に使用痕と思われ

る摩耗が見られ、中央部分がやや窪んでいる。

磨石 (12) 卵形の花向岩質の石で、四面に使用

痕と思われる摩耗がみられる。石皿と共に出土して

おり、セットで使用されたと思われる。

B、室町時代の遺物

(1) SX11出土の遺物

甕 (l) 残存率10%程度の橙褐色、胎土密、焼

成良、の信楽産甕である。口縁部をN字状に折り返

し、内面に段状沈線をつける。時期的に14世紀中葉

に位置づけられよっ。
~ 

壷 (2) 須恵質で、灰色を呈し、胎土密、焼成

並の壷と思われる。体部から低部にかけて残存して

おり、ロクロナデによる調整があり全面に灰が被る。

土師器鍋 (7) 淡黄褐色で、口径28.8cm、胎土

密、焼成良、外面体部に刷毛目 (1cmに6本） を施

す。

口縁部は、 「く」の字形に屈曲して開き、口縁端

部は内側に折り返し外面外側が凹線上に窪む。時期

的に16世紀に比定できよっ。
咆

灰釉皿 (lo) 残存率20%の淡黄色、胎土密、焼

成良、底部にヘラケズリを施し、削り出し高台とす

る。

(2) S09溝出土の遺物

土師器鍋 (6) 淡黄褐色で、口径32.8cm、胎土

密、焼成良、外面体部に刷毛目 (lcmに9本）を施

す。口縁部をヨコナデし、内面に指オサエの痕跡が

よく残る。時期的に (7) と同時期であろう。

甕 (2) 茶褐色を呈し、胎土良、焼成良、口径

37.6cmの常滑産甕である。体部に刷毛目状の叩き目

がみられ、 N字状口縁が下垂して頚部に密着し、折

り返し先端部がややつまみ出される。赤羽一郎氏の
⑪ 

編年の第V段階前期、 15世紀後半と思われる。

(3) 包含層出土遺物

陶器 (4) 残存部分が体部から口縁部にかけ

1/6しかないため器種が不明である。

八i~ ~~, 〉~~ ~-~~ 

らー~~ 贔ば鼻八墳人ばさ
＜ 

24 

△は＼ -4\-~ 
28 ＜ 29 

-c::::::::> 
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。
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第51図 A地区遺物実測図 (2: 3) (石器の実側は、久保勝正氏による）
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天目茶椀 (5) 暗茶褐色の鉄釉がかかり、胎土

並、焼成良、口径12.0cmで、口縁部から体部にかけ

ての破片である。体部は丸みを帯び、口縁部はやや

内弯し、端部は短く外反する。

土師器鍋 (8) 淡黄褐色を呈し内面調整は体部

内面に板ナデ、外面に指押えと刷毛目 (1cm7本）

を施す。口縁部が「く」の字に屈曲して開く口縁端

部を内側に折り返す。

土錘 (9) 暗茶褐色を呈し、長さは3.5cmで、

端部が欠ける。

砥石 (11) 長辺11.2cm幅3.7cmを測る。砂岩質

で、片面を使用し、縦方向の使用痕が認められる。

4 . 立会調査区

平成 2年 9月21日、今年度本調在を実施する A・

B地区を除 <C~E地区について立会調査を実施し

た。調査面積は計880nfである。表土上面から 30~

40cmで地山に達する。 D・E地区では遺跡を確認し

得なかったが、 B地区に隣接する C地区 (12mX4. 

6m) で径約1.2mの円形堀方をもつ井戸 SE12と柱

穴等を検出した。 SEl2は約40cm大の川原石を用い

るが、上部崩落のため原型をとどめない。井戸の径

は0.7m、深さは僅かに1.5mで、底部の残存状況か

ら円形石積み井戸である。出土遺物は少ないが室町

時代のものである。 B地区で検出した掘立柱建物 S

B5から直線で約20m離れており、両者の関係は不

明である。

(4のみ田坂仁）

5 . 結 語

遺構、遺物については概述の通りであるが、若干

当遺跡について考えるところを述べたい。第一にA

地区の集石遺構であるが、この遺構の下には顕著な

落込みがなく、また土城も持たないことから祭祀や

埋葬施設等に使用された可能性は薄い。ただし、集

石群遺構の周囲から出土した磨石、石皿、石鏃、お

よび多数のサヌカイトの剥片から、ここで石器を製

造していた可能性はあるだろう。第二に、出土した

石鏃は殆んど凹基無茎式のサヌカイト製で、一部に

チャート製を含んでいる。この石鏃の形態は椛の湖

遺跡G-L区黄褐色土層から出土した爪型文土器に共

伴する第 I 段階の打製石鏃No.137~143、第 II 段階の
⑫ 

No.148, 149に類似しており、当遺跡近くで爪型文土

註

① 本道弘之 「大角遺跡発掘調査報告』

白山町教育委員会 1973年

② 児玉道明・下村良男「野田浦遺跡発掘調査報告』

白山町教育委員会 1971年

③ 稲生進ー 「和遅野遺跡発掘調査報告』白山町教育委員会

1975年

④ 色井秀譲編集 「一志郡白山町文化誌』

白山町教育委員会 1973年

⑤ 本道弘之「岩脇C遺跡」「昭和57年度農業基盤整備地域埋蔵発

掘調査報告j三重県教育委貝会 1983年

⑥ 増出安生、田村陽一「一志郡白山町古市」

「昭和59年度農業基盤整備地域埋蔵文化財発掘調査報告』 年

器が出土している状況を考えると、この石鏃は縄文

時代草創期にさかのぽる可能性が高い。第三に石組

遺構については、類似の遺跡として松阪市の山添遺

跡発掘調査⑬ （鎌倉～室町時代）がある。こちらは

石組の残存状況もよく、同じ様な遺構を数力所検出

している。同報告はその機能を水溜と位置づけてい

る。また同遺構の北東 5mの所に 2基の石積み井戸

を検出していることから、当遺跡の立会調査区Cで

検出した井戸と石組遺構との関係に類似するが、そ

れが室町時代に共通する一般的傾向かどうかは不明

である。

(1~3. 5は吉澤良）

三重県教育委員会 1985

⑦ 報告書未刊

⑧ 斉宮歴史博物館調査課久保勝正氏の御教示による

⑨ 山田 猛「下郡遺跡跡出土の播鉢」

「Miehistory』vol.1 1990年

⑩ 伊藤裕偉「中世伊勢系の土師器に関する一試論」

「Miehistory』vol.11990年

⑪ 赤羽一郎「常滑焼」 「考古学ライプラリー23』

ニュー・サイエンス社1984年

⑫ 原寛•紅村弘「椛の湖遺跡調査報告』

坂下町教育委員会 1974年

⑬ 新田洋•森田尚宏 I山添遺跡発掘調食報告』

三重県教育委員会1979年
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あらまき うえのがいと

1X 多気郡多気町荒蒔 Lノ垣外遺跡

1 • 位置と環境

紀伊半島のほぽ中央部、奈良県境の高見山付近に

源を発する櫛田川は、三重県の中央部を東流し伊勢

湾に注ぐ河川である。上流域では今なおはげしい下

刻を続け険しいV字谷を形成し、中流域では蛇行を

繰り返しつつ河岸段丘を発達させてきた。 JR紀勢

本線の鉄橋付近、本流と祓川との分流点から下流域

の様相を呈し、肥沃な沖積平野を形成している。

さて、ここに報告する上ノ垣外遺跡は、低位段丘面

の幅も広くなり、下流域の様相が濃くなる多気郡多

気町荒蒔の、櫛田川右岸標高22mの自然堤防上に立

地している。現在の荒蒔の集落の南には、南西から

流れてきて櫛田川に注ぐ小河川に沿って比高約

0.5~1 mの自然堤防がみられる。遺跡はこの自然

堤防上の全面に広がっており、遺物の散布がみられ

る。

7 \·'<.~ 

第52図
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石器、剥片のほか、歴史時代の土師器片、須恵器片、

陶器片などがある。

当遺跡の周辺は埋蔵文化財の宝庫といっても過言

ではなく、先史時代からの数多くの遺跡が分布して
① 

おり、発掘調査が実施された遺跡も多い。くわしく
② 

はそれらの報告書を参照されたい。

ところで、当遺跡周辺の水田地帯には古代の条里

制の地割がよく残っていたが、今回の調査原因とも

なったほ場整備事業によって姿を消してしまった。
③ 

若干の研究はあるものの、今後の条里制研究には大

きな障害となろう。

また、平安時代以降、当地周辺は東寺領大国荘・
④ 

川合荘の荘域が展開する地域であり、かつ荒蒔は伊

勢神宮の御薗となることから、これらとの関連につ

いても検討していかなければならない。



2 . 遺 構

発掘区の基本的な層序は、上から第一層：淡褐色

土（表土）、第二層：暗褐色土マンガン粒沈着（床

土）、第三層：暗褐色土（包含層）、第四層：黒褐

色土（地山）である。遺構は第四層上面で検出した。

検出した遺構には溝 3条、井戸 4基、土坑、ピッ

トなどがある。ピット内に偏平な川原石を根石とし

て据えた柱穴を 2個検出したが、住居跡としてまと

まらなかった。発掘区全体にわたって遺構面がかな

り削平を受けているものと思われる。

A. 飛鳥～奈良時代の遺構

溝

S04 発掘区を斜めに走る南北方向の溝である。

検出面での幅はl.O~l.2m、底面で0.5~0.6m 、深

さ 0.5~0.8mで、断面形は逆台形を呈する。この溝

はNl9°Eの方向に直線的にのび、南から北にむかっ

て流れる。溝の底面は平坦で、一部に川原石が貼り

つけられたと思われる箇所もあった。埋土は淡褐色

土の単層であった。

遺物は検出面から約15~20cm下のレベルから完形

にちかい遺物が多く出土した。土師器では椀、杯、

高杯、甕が、須恵器では杯蓋、杯身、高杯、広口壷、

短頸壷、甕、聡、器台などがある。

B. 平安時代の遺構

@ 

¥ I ¥、ノ
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井戸

SE 2 発掘区北半のほぽ中央部で検出した直径

1.8mの素掘り井戸である。検出面からの深さは1.4

mであった。埋土は上部約40cmに径 4----8 cm程の円

礫の混じる淡黄褐色土、それ以下は黒褐色土混り褐

色土であった。遺物量は少ないが、土師器皿、甕、

ロクロ製土師器、緑釉陶器片などが出土した。

SE3 SE2の南方 3mに位置する。直径1.8m

の円形の素掘り井戸である。検出面からの深さは約

1.8mで、底には各辺 3----4枚の縦板で組んだ方形

の井戸枠が残存していた。縦板のうち一部には下部

中央付近に一辺約 6----8 cm程度の方形孔が残ってい

たが、他の部材がはめこまれていた形跡はない。検

出面から1.3mで湧水。土師器皿、甕、ロクロ製土

師器、黒色土器、灰釉陶器、瓦などが出土した。

SE 8 発掘区の中央部東端付近で検出した。 SD

4に重複する。直径1.5mの略円形を呈し、検出面

からの深さは2.3mである。底面では方形を意識し

た掘り形であるが、曲げ物や井戸枠などは検出され

なかった。検出面から1.5mで湧水。土師器皿、鍋、

山茶椀、木製品、種実などが出土した。

C. 鎌倉時代の遺構

井戸

SE 6 発掘区の南東端で全体の約 4分の 1を検出

した。二段の掘り形をもち、検出面で半径約 3mと

思われる。約50cm下の中段で半径約1.5mの規模を

有する。完掘できなかったが、褐色礫混りの埋土中

からは土師器、山茶椀、瓦片などが出土した。

D. 時期不明の遺構

土坑

SK 1 発掘区の北中央部付近で検出した。東西約

2.8m、南北3.6mの略長方形を呈する浅い土坑であ

第54図発掘区位置図 (1 : 2,000)黒塗部は試掘坑
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る。深さは10-15cmで中央部がやや深いが底面はほ

ぽ平坦である。土師器の細片が出土したにすぎない。

溝

SD5 発掘区の南部を南西～北東に走る浅い溝で

ある。検出面での幅は0.5-0.8m、深さ16-20cmで、

断面はカマボコ形を呈する。埋土は SD4と同様で

切り合い関係は確認できなかった。土師器の破片が

微量出土した。

S07 発掘区の南端ほぽ中央部にて検出。南北方

向の溝で、北は SD4に重複し、南は発掘区外への

びる。幅50~60mで深さ 20mの浅い溝である。 SD

4と同様の埋土のため切り合い関係はつかめなかっ

た。土師器の小片が出土しただけである。

3 . 遺 物

整理箱に 6箱分出土した。小片だが弥生時代後期

の高杯片や壷片を最古として、中世までの遺物が出

土した。

A. 飛鳥～奈良時代の遺物

l. SD 4出土遺物

混入品も含まれるが、ほぽ 2時期におさえられる

遺物が出土した。

土師器

椀A (1-4) 口径約10cmと14cm程度のものがあ

る。底部からやや内弯気味に立ち上がり、口縁部は

つよくヨコナデされ若干外反する。胎土は精良で焼

成は良好、椀Bに比べ薄手である。

椀B (4・5) (5) は粘土紐巻き上げによる接

合痕が螺旋状に明瞭に残る。底部から体部へとゆる

かに内弯し、底部とイ本部の境は不明瞭。底部外面に

は指頭圧痕が残る。また底部外面にはヘラ状工具に

よる細く鋭い沈線（ヘラ記号？）が施される。 (6) 

には内外面にハケメが若干残る。

杯 (7-9) いずれも口径がll-12cmで粘土接合

痕が明瞭に残る。

高杯 (10・11) 脚部は円柱状で (11) は中間で若

干脹らむ。 (10) は縦位のハケメ調整により面取り

というほどの明瞭さはないが、不規則な面をもつよ

うに仕上げられている。

甕 (12) 推定口径34cmほどの把手付甕である。以

上のほか土錘 (13-15)-がある。

須恵器

杯A (16・17) 口径10-llcmの立ち上がりの低い

杯身である。

杯 B (19) 口径約 9cm、器高 4cmで高台のつかな

い杯身である。

杯蓋 (18) 口径12cm、器高2.9cmで偏平なつまみ

がつく。

高杯 (20・21)

脚部には小さな円孔の透しが 2ヵ所ある。また杯部

の底部外面には「X」印のヘラ記号がある。 (21) は

脚部のみの破片。長方形の1段透しが 2ヵ所に配さ

れる。 (20) は磨耗が著しい。

A
 

(20) は脚部下半を欠失するが、

@ 
B
 

A
 

B ー.,,.一
23.000m 

2 m 

第56図 SE 3実測図 (1 : 40) 
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短頸壷 (22) 口径10.7cm、器高9.4cmで頸部がや

や長い。体部最大径部のすぐ上部に浅い沈線が施さ

れ、体部下半はヘラケズリ。

広口壷 (23) ほぽ完形。口径12.6cm、器高16.3cm。

体部上半はカキメ、下半はヘラケズリ。 (5) の土

師器椀と共伴。

磋 (24・25) (24) は口縁部が大きくラッパ状に

開くもの。肩部に「N」字状のヘラ記号がある。注口

部には使用痕と考えられる磨滅が認められる。 (25) 

は体部がより偏平で注口部が一部突出する。底部に

は「N」字状および「X」のヘラ記号がある。

甕 (26・27) (27) はこの他にも体部片が多く出

土している。体部外面はタタキのちカキメ、内面は

タタキで青海波文が残る。

B. 平安時代～鎌倉時代の遺物

l . S E 2出土遺物

土師器甕 (31) やロクロ製土師器 (29・30) など

があるほか、緑釉陶器の細片がある。

2. SE 3出土遺物

土師器

皿 (32・33) いずれも底部と体部の境が不明瞭で、

(33) は体部外面に指頭圧痕が残る。

甕 (34・35) 細片であるが、口縁端部は折り曲げ

られず面をもつ。

このほか、黒色土器椀 (36) 、ロクロ製土師器、山

茶椀などがある。

3. SE 8出土遺物

土師器

小皿 (37) ユビオサエによる成形がなされる。他

にも口径10cm前後の皿もある。

ロクロ製土師器

椀 (38) 底部片である。磨耗が著しいが、糸切り

痕が残る。

陶器

山茶椀 (39~42) 体部が内弯ぎみに立ち上がるも

の (39~41) と、大きく内弯しながら立ち上がる

(42) がある。 (39・40) は口縁部がつよくヨコナ

デされ外反し、口縁部内面に稜をもつ。 (39) には

輪花風のユビオサエ痕がみられる。

木製品

下駄 (43) l点のみ出土した。比較的遺存の良好

なもので、先端部の一部分が焼け焦げている。

4. SE 6出土遺物

山茶椀 (44・45) (44) はやや強く内弯する体部

をもつもので高台は高い。 (45) は低く細い高台を

もつ。このほか無高台の小皿 (46) などがある。

C. 包含層、試掘坑出土の遺物

土師器壷 (47) 平底の底部片である。弥生時代後

｀ ＼  
-:-

- 47 

＼ 
I 

48 

羹

第58図 出土遺物実測図 (1 : 4) 37-43はSE8、37-46はSE6、他は包含層
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期のものかもしれない。

土師器杯 (48) 試掘坑No.9から出土したもの。ロ

径14cm、器高3.1cmで底部外面に「盈」の墨書が明瞭
⑤ 

に残る。平安時代初期に比定できる。

山茶椀 (46) 底部から直線的に外方へ立ち上がる

もの。口縁部は丸くおさめられ、やや肥厚する。高

台はやや細く低いもので、モミガラ痕が残る。

4 . 結 五ロ―-＝ロ

今回の調査地は上ノ垣外遺跡の東縁部にあたる一

部分であったため、遺跡の内容や性格等について明

らかにすることはできなかった。遺跡の中心は今回

の調壺地より西側の畑地一帯に広がるものと考えら

れる。ここでは検出された若干の遺構、遺物につい

てまとめてみたい。

ほぽ南北方向に直線的にのびる溝SD4から遺物

の大半が出土した。このうち、土師器 (1~6 、 10

. 11) 、須恵器 (16·17 、 21~25) は飛鳥時代に、

また土師器 (7~9·12) や須恵器 (18·19) など

は奈良時代初頭に比定できよう。これらの遺物は奈

良時代のものが比較的上層から出土する傾向であっ

たものの混在して出土した。したがって、溝 SD4

の埋没時期は奈良時代初期と考えられる。

ところでこの SD4の断面形は逆台形を呈し匝線

（註）

① 近辺で発掘調査が行われた遺跡としては牟山遺跡、坂倉遺跡、

射原垣内遺跡、上寺遺跡、鐘突遺跡、鴻ノ木遺跡、中尾古窯

跡、河田古墳群、五佐奈遺跡、ミゾコ遺跡などがある。

② 下村登良男他「上寺遺跡発掘調究報告』松阪市教育委員会

1981 

下村登良男他「鐘突遺跡発掘調介報告』松阪市教育委員会

1981 

下村登良男「中尾古窯址発掘調査報告」 「河田古墳群発掘調

査報告w」』多気町教育委員会 1986

増田安生［ミゾコ遺跡発掘調査報告』三重県教育委員会 1985

三重大学歴史研究会「ふびと』 34 三重大学歴史研究会 1978

③ 谷岡武雄「櫛田川中・下流域の条里」「河谷の歴史地理』 1958

弥永貞三・谷岡武雄「伊勢湾岸の古代条里制』 1979 

④ 倉田康夫「条里制と荘園」 1976 

⑤ 斎宮跡調査事務所「斎宮跡の土師器」 『三龍県斎宮跡調杏事

務所年報1984』三重県斎宮跡調究事務所 1985

的にのびることから、企画性の強い集落の区画溝的

な性格を有するものと考えられる。なお、条里の地

割方向とは異なり関連はないと思われる。むしろ S

D5やSD7などが条里との関連が考えられよう。

また、井戸が 4基検出されたが、出土遺物からは

SE6が鎌倉時代に下るとおもわれるほかは、すべ

て平安時代後～末期の近接した時期のものと考えら

れる。住居跡こそ検出されなかったが、遺跡の中心

部に近いことを思わせる。試掘調在などの結果も総

合すると、縄文時代および飛鳥～鎌倉時代の集落跡

が今後検出される可能性が高い。近い将来に今回の

調査地西方に道路建設が計画され、発掘調査も実施

される予定であり、成果が期待される。

（田村陽一）

試掘広
遺物包含層 遺構

No. 
上面の深さ 上面の深さ 遺構 遺 物 備考

cm cm 

l 

2 

3 

4 2 0 3 0 土師器（平安）

5 2 5 4 5 ，，， 

6 2 5 5 0 
土師器（平安• 中世）

山茶椀

7 2 0 4 5 土師器（中世）

8 

， 2 0 4 5 
土師器（平安） 里竺圭自： 

須恵器 「盈」

第 6表 上ノ垣外遺跡試掘調査結果一覧
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PL 8 

調査後全景（南から）
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出土遺物 (1 : 3) 
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P L 13 

19 

● ジ・

皐 會

28 

20 

21 

36 

出土遺物 (1 : 3) 
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P L 14 

46 

出土遺物 (1 : 3) 
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PL 15 

墨書土器

須恵器のヘラ記号
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度会郡度会町脇出
,,,_,, しょうら

御所裏遺跡

立会い調査のまとめ

はじめに
御所裏遺跡は度会町脇出字御所裏に所在し、同町

西南部の山地に源を発する一之瀬川の形成した標高

約66mの段丘左岸上に位置する。現在は脇出の集落

を2分するように県道が走り、能見坂峠を経て南島

町に至る。この道は、古くより一之瀬から現南島町

の1造柄浦へ出る交通路として利用されてきたという。

そしてその道を塞ぐかのような、ひときわ目立つ独

立丘陵上に一之瀬城があり、御所裏遺跡は一之瀬城

と一之瀬川に狭まれた段丘上に広がっている。

遺構
今回は、排水路の設置によって掘削される部分に

ついて、巾1.5m長さ58mのトレンチ状の調査区を

設けて立会調査を行った。調査期間は平成 2年8月

30日から同 8月31日であった。ただこの調査区は、

すぎず、本遺跡が一之瀬城内である可能性の高いこ

とを考慮して、平成 2年2月7・8日に行った試掘

調査の結果と併せて報告することとしたい。

A. トレンチ部分

地山は若干の砂礫を含む黄褐色土で、表土下40~

50cmで達する。地山上には20cm程の暗褐色土の遺物

包含層があるが、包含される遺物量は少なかった。

トレンチの巾が1.5mときわめて狭かった関係上

にわかに遺構の性格を断定することはできないが、

土坑と考えられるものを 3 基 (SK1~3) 、柱穴

状のものを 1基検出した。そのうち特に注目される

のがSKlとSK2で、出土土器も比較的多い。

規模は、 SKIが巾9.5m、 SK2が 4mで、深

さはいずれも検出面より 40cm程度であった。

埋土は包含層とほぽ同質の暗褐色土で、 SKlに

は人頭大ほどの石が多く入っていたが、人為的に積

まれたような形跡はなかった。

出土遺物は土師器小皿が主であったが、 SKlか

らは小刀と思われる鉄製品や、花尚岩で作られた五

輪塔の空・風輪も出土している。

なお、この SKI・SK2は、当該トレンチに直

交した溝である可能性もある。

B. 試掘調査部分

試掘坑No.19: 表土下約20cm、赤褐色の床土を除去

した時点で石塁状にならぶ石組を検出した。石の大

きさは40~50cm とほぼ均ーで、縦に 3 段確認した。

石組の面は一之瀬川方向を向いていると考えられ、

暗褐色の埋土からは多量の土師器小皿が出土した。

表土から石組底部までの深さは約90cmであった。

試掘坑No.30・31: No.30は表土より約35cmで遺構検
,,:co ---―----------- --—- -—• ー- - 2000ー岡、9

ぐ忽疇辺"/II員l、J↓ I,」ク(,,,,1,,,_ I I I 出面に達する。 No.31では若干浅く、約15cmであった。
、""-―,,,,,,.,-,,-,."ーヽ 9 、-'、~,w-»

第59図 遺構位置図 (1 : 50,000) 地山はいずれも黄褐色土である。

-71-



No.30では比較的大きな土坑状の遺構が、 No.31では

柱穴状の遺構が検出できた。遺物は少量ながら、土

師器小皿や土師器鍋、焙烙などが出土したものの遺

構の性格については不明である。

遺物

A. 土師器

小皿 (l~4) 試掘調査部分を含めて各遺構に共

通して出土しており、量的にも他の器種に比べて格

段に多い。特に試掘坑No.7と19では異常なほどであ

り、完形品の多いことも注目される。

口径は、 10cm弱のものと (l) と7cm前後のもの

(2~4) がある。器高は、前者が2.5~3 cm、後者

が l~1.5cmであった。量的には小型のものがその

ほとんどを占めている。

口縁はヨコナデを施さず、粗雑である。内面はナ

デられているが、外面はユビオサエが主体で、指頭

圧痕を残す。

胎土は若干砂っぽいものの焼成は良好で、器壁も 2

試掘坑
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

14 

16 

17 

18 

19 

遺構 遺物
試掘坑

遺構
No 

20 

21 土坑

23 

24 

26 土坑

溝 土師器 27 

士坑？ 士師器等（多） 28 小穴

29 

30 土坑

31 土坑

32 

33 

34 

35 

36 

37 

石塁？ 土師器（多） __+--------

第 7表試掘調査結果一覧

第60図遺跡地形図 (1 : 5,000) 
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mm前後と薄い。色調は褐色味をおびた白色を呈する。

油煙の痕跡は全く見られなかった。

皿 (5) 口径は16cm、器高は3.2cmである。試掘

＋
心
寂
疵
g

坑No.7より完形で出土した。またこのNo.7からは同

器種が数個体出土している。中には、内外面に煤か

一面に付着しているものもあった。

口縁付近にはヨコナデが施され、内側にやや弯曲

する。内面はユビオサエの後ナデられているが、外

面には指頭圧痕がよく残る。

焼成は良好で、胎土はやや粗い。器壁は 2mmと薄

く、色調は褐色味をおびた白色である。

鍋 (6-8) 6は試掘坑No.19より、 7は試掘坑No.

7、また 8はSKlより出土した。

6は南伊勢地域に独特の器形である。口径は約29

cmで、口縁部内外にはヨコナデが施こされている。

口縁端部は、内側に折り返すとともに、大きく三角

形状を呈している。体部外面には粗いハケメが見ら

れ、横方向に行った後縦方向に施こしている。胎土

は比較的緻密で、焼成も良好である。外面にば煤が

付着していた。

7と8は小型で、形態も 6とはやや異なる。

7の口径は20cmである。口縁は大きく外返し、端

部は内側に折り返す。口縁端部の内面には、比較的

強い面と稜線を持つ。体部外面はやや細かいハケメ

で調整されており、器壁も薄い。外面には一面に煤

が付着している。

8の口径は約18cmである。口縁部は強く外返させ

ている。端部は内側に折り返し、内外に面を持たせ

てゆる＜三角形状を呈す。口縁部内外にはヨコナデ

を、体部内面にはナデを施すが、体部外面はヘラケ

ズリされている。胎土・焼成とも良好で、器壁は薄

い。外面には一面に煤がよく残る。

B. 陶磁器

天目茶椀 (9) SK lより出土した。 口径は11.6

勺

cmで、高台部分を欠く。口縁部はわずかに外返し、

端部は丸味をおびる。体部下半から副高台にかけて

ヘラケズリが見られ、高台はケズリ出しと推定され

る。内面から外面下半には鉄釉がかけられ、茶色を

呈す。胎土・焼成はともに良好である。

10m 
白磁皿 (10) 口径は11.8cm、器高は約 3cmで、 SK 

第62図 遺構平面図 (1 : 200) 1より出土した。口縁部は小さくかつ強く外返し、
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端部はやや丸い。高台は外面に陵線を持ち、鋭くと

がる。ほぽ全面に白色の釉がかけられている。

擢鉢 (11) 口径30.8cm、器高12.1cmである。口縁部

は簿めで垂直方向上下に延び、 2.2cm程の縁帯を形

成する。ロクロで成形され、底部には糸切りの痕跡

を残す。内面には播目が、推定で16分割で施こされ

ている。播目は約16本、原体巾はおおよそ 3cmであっ

た。全面に暗紫青灰色の鉄釉がかけられている。底

部付近の揺目上の釉がほとんど磨耗していないとこ

ろから、未使用品である可能性が高く、瀬戸産と考

えられる。

糸士 号五,、口＂ロ
今回の調査では、御所裏遺跡が一之瀬城内であっ

たという確証を得ることができなかった。しかし小

字名が一之瀬城主を「一之瀬御所」と称したと言う

伝承より来ているものと考えられること、また地形

的に本遺跡が一之瀬城跡の丘陵とともに三方を深い

川で囲まれていることから、その可能性は否定でき

ない。試掘坑No.19で石塁状の遺構が確認されてこと

も示唆的である。また出土遺物のほとんどが15世紀

末から16世紀前半としてとらえられ、一之瀬城の存

続時期とほぼ一致していると考えられることもその

裏付けとなろう。

一之瀬城がいつ頃誰によって築かれたかについて

は、残念ながら確実な史料全くない。しかし南北朝

期この地に宗良親王のいたことが『季花集」に見え
(!) 

ており、有力士豪の存在を想起させる。またほぼ同

時期の史料によれば、一瀬御薗の下地が源熊菊丸の

(2) 

進止とされていることも注目できる。この熊菊丸の

名は、史料価値に若干の問題があるものの源氏末流
(3) 

愛洲氏の系図の一つである『紀1-1・1武田氏系図』中に

にも見えており、この地が一時期愛洲氏の勢力下に

あったことはほぽ間違いない。その後一之瀬城主と
(4) 

考えられるものは、 「一之瀬兵部少輔」を最後に史

料上から姿を消すのである。 （小林 秀）

註

(1) 「三重県の地名』 (B本歴史地名体系24平凡社 1983)

(2) 「光明寺古文書』正中 2年 2月8D菩提山供僧権少僧頭閥親・

源熊菊丸連署和与状案（日本塩業体系 古代中世史料編 2)

(3) 中世古祥道氏『伊勢愛洲氏の研究』 1975 

(4) 「田曽文書』年不詳 2月6日一之瀬兵部少輔害状 (r伊勢愛

洲氏の研究』所収）

＼
 

□
 

~2 ~ 二いJ4

＼ 

ミミ髪ここミ：
.、 ) 

ロニ］

20 cm 

第63図出土遺物 (1 : 4) 
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XI 阿山郡阿山町馬場 小倉遺跡

1 • 位置と環境

阿山町は伊賀盆地の北部に位置し、北から西にか

けては滋賀県の甲賀郡、南は上野市と接する。

町の中心部を河合川が南流し、円徳院地内で鈴鹿

山脈に源を発する柘植川と、さらにその下流で服部

川と合流して木津川となり淀川を経て大阪湾に至る。

河合川が柘植川に合流する付近は、河合川を境に、

東は標高200m~270mの水口丘陵が伸び、西は標

高200m~700mの信楽高原が京都府加茂町まで続い

ている。これら二つの高原の間に開ける低地は、河

合川、靭田川の合流点ということで古くからいわゆ

る河合郷と呼ばれ、今回調査した小倉遺跡 (1) は

河合地区の中央部、大字馬場の地内に位置する。

古墳時代になると、阿山町内やその周辺の地域に

多数の古墳が築かれた。水口丘陵先端部に築かれた

東山古墳 (2) は、埋葬主体部に割竹形木棺を直葬

する 4世紀はじめの県内でも最古の古墳と推定され
① 

とされている。また、舶載三角縁神獣鏡を出土した
② 

山神寄建神社古墳 (3) 、円筒埴輪を出土した外山
③ 

3号墳 (4) は前方後円墳で前期古墳とみられてい

る。 5世紀前半には上野市佐那具に全長188mの御
④ 

墓山古墳 (5) が築造されている。また、外山 1号

墳 (4) は5世紀中葉から後葉のものとみられてい

る。 5世紀末から 6世紀の前半の古墳には、前方後

円墳のキラ土古墳 (6) 、円墳の馬塚古墳 (7) 、そ

して阿山町内では陽夫多神社裏山の丘陵先端部に全

長40mの宮山 1号墳 (8)が位置する。古墳時代後

第64図遺跡位置図 (1 : 50,000) (国土地理院上野 1 : 25,000から）

-77-



⑤ 

期になると勘定塚古墳 (9) 、奥弁天 4号墳 (10) 、

今回調査した小倉遺跡A地区に接する御旅所古墳
⑥ 

(11) といった横穴式石室を持つ古墳が、周辺の丘

陵に多数造られた。また、古墳時代の集落遺跡とし
⑦ ⑧ 

ては、宮ノ森遺跡 (12) や喜春遺跡 (13) 、畔垣内
⑨ ⑩ 

遺跡 (14) 、天道遺跡 (15)がある。

律令制の時代に当地は「阿拝郡河合郷」と「倭名類

緊紗』に記されている。当時、伊賀の四郡（阿拝、

山田、伊賀、名賀）には条里制がしかれており、阿

拝郡においては柘植川沿いに広く見られ、河合郷は

その十二条に当たる。また、上野市坂之下 (16) で

は奈良時代のものと思われる掘立柱建物や木簡等が

発見され、伊賀国府としての可能性が高まってい
⑪ 

る。しかし、都に接する伊賀の国は早くから中央貴

族や南都大寺院による土地の私有化が進んでいた。

平安時代には、東大寺領玉滝庄、大安寺領柘植庄、

萬寿院領河合庄などが経営されている。伊賀町的場
⑫ 

遺跡 (17) は平安後半から鎌倉の遺跡で、掘立柱建

物跡がみられ、円徳院古屋敷遺跡 (18) では平安中

期の黒色土器が多数出土した。

遺構と遺物

1 遺構

調査地区は、大きく 4つに分かれる。 ここでは

御旅所古墳の南を小倉A遺跡、小倉A遺跡の南を小

倉B遺跡。河合川右岸に接する地区を小倉D遺跡、

小倉D遺跡の西を小倉C遺跡と設定した。

第4層・橙灰色、第 5層・橙茶灰色（包含層）、第

6 層•青灰色（包含層• 溝埋土）である。

溝 (SD1) 

表土から 2m下の層から検出された。南北約 5m

の幅を持ち、溝埋土の上層には炭化した植物遺体が

薄く堆積していた。 50cm程掘り下げたが、底は検出

できなかった。埋土中より多量の円筒埴輪片と象形

（耕 埴輪と思われる破片が数点出土している。

第65図遺跡地形図 (1 : 6,000) 
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■ 試堀坑 □ 本調杏
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〔小倉B遺跡〕

第66図遺跡地形図 (1 : 2,000) 

〔小倉C遺跡〕

土層の基本的な層序は、第 1 層• 青灰白色（耕作

土）、第 2層・橙灰色（床土）、第 3層・褐灰色

土層の基本的な層序は、第 1層・淡灰白色（耕作

土）、第 2層・淡黄灰色（床土）、第 3層・淡茶灰

色（包含層）、第 4層・淡褐色（遺構検出面）であ

る。

耕作土の厚さは20~30cm、包含層は20~30cmであ

る。

竪穴住居 (SB1) 

調査区とほぼ平行して幅20cmの溝 (SD4) を調査

区西端から検出した。 SD4と直交して幅20cmの溝

(SD3) を、それに平行してSD2を検出した。またS

D4の中央部付近に支柱石を持つ直径80cmの竃が検

出された。 SD2、SD4からは古墳時代の須恵器が出

土した。調査区が限られており、耕作による削平も

受けているため、全体の規模や範囲は不明であるが、

竪穴住居であることが考えられる。

（旧耕作土）、第 4 層• 灰茶色（旧床土）、第 5層・

橙茶色（包含層）、第 6層・淡橙茶色（地山）であ

る。

耕作土の厚さは20~40cm、包含層は15~30cmであ

る。

(I)掘立柱建物 (SB2) 

調査区東端から検出された総柱の建物である。柱

間は、南北2.l-2.4m東西2.l-2.4mで棟方向は N

2°w、柱穴の掘形は円形ないし楕円形で直径は15

-30cm、深さ13-36cmである。また、 S82と平行し

て2つのピット (Pl,P2) が並ぶことから、掘立柱

建物の柱穴である可能性がある。なお、 Plから瓦

器が出土している。
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(II)溝 (SD5-14) 

SD5は、幅50cm、深さ26.5cmでSB2の棟方向と同

じ向きに走る溝であるが、出土遺物は認められなかっ

た。

SD6----SD 12は幅30cm----60cm、深さ 10----15cmであ

るが、すべて方向はN6°Wで一致している。

SD6----SD9は、溝の底が橙灰色砂質土であり、出

土遺物はほとんど認められなかった。 SD10----SD 12 

は、土師器皿、瓦器皿、土錘、山茶碗等が出土して

いる。 SD13、SD14は、 SD10 ----SD 12に直行するも

ので幅 50----60cmで、深さ10----15cmである。ともに

土師器、瓦器椀皿、土錘が出土している。

(m)土坑 (SK1・2) 

SKlは、南北150X東西170cm、深さ45cmの方形を

呈する。

埋土は 4層に分かれ、上 3層は遺物とともに炭化

物をや焼土を含んでいるが壁面は焼けていない。底

は平らに均されている。埋土中より多くの焼土や炭

とともに瓦器碗、瓦器皿、土師器皿、羽釜、土錘、

釘、緑釉陶器が出土した。特に皿は完形の物が多い。

SK2は、直径80cmの円形をしており、深さ45cmで

ある。この土坑から大甕が出土している。

〔小倉D遺跡〕

土層の基本的な層序は、第 1 層•灰白色（耕作土）

、第 2 層• 明黄色、第 3 層• 灰色、第 4 層• 明橙色

（床土）、第 5 層・暗褐色（包含層）、第 6 層• 明

橙色（地山・遺構検出面）である。

耕作土の厚さは20cm、包含層は10cmである。

(I)掘立柱建物 (S83・4・5) 

調査区の北端に検出された建物で、 3棟とも規模

は不明であるが、仮に南北棟と仮定するならば8B3

は柱間、東西1.8m南北1.5m、棟方向N30゚ W、8B4

は柱間、南北2.lm、棟方向N2°W、8B5は柱間、

南北1.3m----l.4m、棟方向N30°Wである。いずれ

も柱穴の深さは15----20cmであるが、直径については

8B3、8B5は30----40cmで、 8B4は35----45cmである。

8B3の柱穴内より瓦器・土師器が出土している。
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(II)土坑 (SK 4) 

調査区中央部より検出された南北3.2mの隅丸方

形の竪穴状遺構である。深さは周辺部で 7cm、中央

部で15cmで、土師器片、青磁椀が出土している。

2 遺物

遺物は、古墳時代から平安時代にかけての須恵器、

平安時代の緑釉陶器、黒色土器、平安末～鎌倉時代

にかけての瓦器、時代は不明であるが、鉄器、ふい

ごの羽口等が出土し、整理箱約30箱程度である。特

定の土坑、溝に多数の遺物が集中して出土している

ことが特徴的である。

〔小倉A遺跡〕

・円筒埴輪 (1----4)

いずれも南北方向のトレンチの溝の部分から出土

している。

lは、突帯高13mm、突出先端幅11mmを測る。調整

は内面ナデ、外面は突帯およびその上下 1cmの幅を

ョコナデしているが、ハケ調整痕は不明瞭である。

2は、突帯高11mm、突帯先端幅 6mmである。調整

は内面ナデ、外面タテハケ (7本/cm)を施した後、

ヨコハケ (7本/cm) で仕上げている。突帯および

その上はヨコナデしているが、下部の接合痕は未調

整である。

3は、胎土は粗く、色調は暗褐色である。突帯高

9 mm、突帯先端幅11mm。調整は内面ナデ、突帯およ

びその付近をヨコナデしているが、ハケ調整痕は不

明瞭である。

4は、朝顔型埴輪の口縁部で突帯高 8mm、突帯先

端幅 6mmを測る。調整は内面ヨコハケ (9本/cm)、

外面はタテハケ (5本/cm) を施した後、突帯およ

びその上下部分を強くヨコナデしている。

・形象埴輪 (5)

円筒埴輪と同じく溝の中から出土した。内外面共

にナデを施し、外面にはタテ、ヨコに沈線がある。

残存僅かなため、詳細は不明である。

• その他の埴輪 (6)

同じく溝の中から出土した。焼成良、胎土は 5mm 

程度の石英を含み、色調は灰白色である。小円筒状
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30 7-2 SK4 瓦器皿 102 21 灰

31 2-4 SK4 瓦器皿 100 21 灰

32 19-3 SD9 瓦器皿 99 19 黒灰

33 2-6 SK4 瓦器皿 98 20 灰
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39 10-4 D-16 瓦器皿 95 21 灰
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41 19-2 SD9 瓦器皿 94 19 黒灰
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胎土 焼成
ミガキ 粘土接 その他

No. 
実測 出土

器種 口径 器高 色調 胎土 焼成
ミガキ 粘土接

の状態 合痕の の特徴 番号 位置 の状態 合痕の

良 良 ジグザグ ミガキ不明瞭 48 2-3 SK4 瓦器皿 90 22 灰 良 良 格子 あり

良 良 格子 あり 49 2-5 SK4 瓦器皿 90 19 灰 不良 良 ジグザグ あり

良 良 ジグザグ あり 50 3-1 SK4 瓦器皿 88 20 灰 良 良 ジグザグ あり

良 良 ジグザグ あり 51 3-6 SK4 瓦器皿 88 21 灰 良 良 ジグザグ あり

良 良 格子 口縁外反 52 3-2 SK4 瓦器皿 86 17 灰 良 良 ジグザグ あり

良 良 格子 あり 53 27-2 SD9 瓦器皿 86 20 灰 良 良 不明 あり

良 不良 ジグザグ あり ミガキ不明瞭 54 1-3 SK4 土師器皿 96 20 橙褐 良 良 なし あり

良 良 ジグザグ あり 55 3-3 SK4 士師器皿 96 17 淡黄橙 良 良 なし

良 良 あり あり ミガキ不明瞭 56 1-2 SK4 土師器皿 104 22 淡黄 良 良 なし

良 良 あり あり 不明瞭 57 10-3 D-16 土師器皿 94 20 橙 良 良 なし あり

不良 良 ジグザグ 口縁外反 58 2-1 SK4 土師器皿 92 18 黄橙 良 良 なし あり

良 良 螺旋 あり 59 3-4 SK4 士師器皿 91 19 黄橙 良 良 なし あり

良 良 あり PITS 60 1-4 SK4 土師器皿 90 18 灰黄褐 良 良 なし あり

良 良 格子 あり 内面付着物 61 27-3 SD9 土師器皿 90 18 淡橙 良 良 なし あり

良 良 ジグザグ 口縁外反 62 1-1 SK4 土師器皿 88 29 淡黄 良 良 なし あり

良 良 ジグザグ あり 63 4-2 SK4 土師器皿 86 30 淡黄橙 良 良 なし あり

良 良 格子 あり 64 3-5 SK4 士師器皿 82 20 黒灰 不良 良 なし あり

良 良 ジグザグ あり 口縁外反 65 7-3 SK4 土師器皿 85 17 黄橙 良 良 なし

第 8表瓦器皿、土師器皿観察表
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その他

の特徴

ミガキ不明瞭

内面付着物

ての字

ての字

油煙付着丸底

油煙付着丸底

内面付着物

台付

台付



で胴部が少しくびれる部分がある。外面調整はナナ

メハケを施した後、タテハケで仕上げてあり、単位

は5本/cm。くびれより下はユビオサエで調製され、

内面はユビナデによって調整されている。小円筒状

で、突帯を残存部で認めない。

〔小倉B遺跡〕

量は多くないが、いずれも古墳時代の遺物と推定

できる。

・須恵器坪蓋 (7)

包含層から出土した。口径13.8cmで天井部と口縁

部の境は、浅い不明瞭な凹線によって、わずかに判

明でき、口端部を丸くおさめている。

・須恵器甕 (8・9)

いずれも残存がわずかであるが、包含層から出土

した。 8については口径34cm(推定）であり、口縁

端部突帯の下に櫛描き波状文が描かれている。 SD

2から出土した 9は、口径や外反度は不明であるが、

壷の頚部と思われる。櫛描き波状文と突帯を組み合

わせた文様が一見複雑である。

・須恵器坪 (10)

SD4からの出土で、残存はわずかであるが口

径9.4cm(推定）立ち上がり 1.6cmで、受部先端を丸

くおさめている。

〔小倉C遺跡〕

おおよその遺物出土状況は、東側から瓦器が、中

央部から瓦器、緑釉陶器、須恵器が、西側から須恵

器が出土している。

(I)古墳時代～飛鳥時代の遺物

・須恵器坪蓋 (11)

包含層出土で、残存度は少いが、口径10cm(推定）

である。天井部と口縁部を分ける凹線が見られるが、

口縁端部を丸くおさめている。

・須恵器坪蓋 (12・13・16)

12は包含層から出土で、残存度は少ないが、口径

9.5cm (推定）で高さは不明。口縁部内面にかえり

を持つが口縁端部以下には突出していない。ヘラケ

ズリの有無は不明である。 13、16は、ともに包含層

から出土で、口径10.4cm器高3.9cm、天井部と口縁

部付近にヘラケズリを施している。 13は、天井部と

口縁部とを分ける凹線、稜線は見当たらない。 16は、

稜線が見られる。
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・須恵器杯身 (14・15・17・18)

14はSK4からの出土で、口径13cm(推定）器高3.

9cmで残存度は20%である。ヘラケズリは、施され

ていない。

15はP2からの出土で、口径10cm(推定）器高2.8

cmで残存度は20%である。体部と底部の境にヘラケ

ズリを施してある。

17は包含層からの出土で、口径10cm前後、器高3.

2----3.9cmである。口縁部をやや外反させている。

いずれもヘラケズリは見られず、 17は内面底部をロ

クロ調整した後ナデを施している。

18は包含層からの出土で、口径10.6cm(推定）器

高3.1cmで立ち上がりが内傾し非常に低い、底部付

近にヘラケズリが見られる。

・須恵器 (19)

包含層からの出土で、胴回り 75mm器高は不明であ

る。注口部をはりつけてあり、最大12mm突出してい

る。一部自然釉がかかっており、底部はヘラケズリ

によって調整され、丸みを帯びている。体部中央に

櫛状工具による刺突文を巡らせてある。

・須恵器甕 (20)

包含層からの出土で、口径、器高は不明である。

口縁部は、外反しており二段にわたって櫛描き波状

文を巡らせてある。

• 土師器甕 (21)

包含層からの出土で、口径126mm (推定）器高は

不明である。内面にヨコハケ (6本/cm)、外面に

ナナメハケ (6----7 / cm) を施し、口頚部はナナメ

ハケを施した後ヨコナデで仕上げている。

(II)平安時代の遺物

•黒色土器A類椀 (22----24)

22は、 SKllからの出土で、口径10cm、器高3.6cm、

残存度70%である。口縁端部を強くヨコナデしてい

る。外面の口縁部にも炭素が付着している。 23は、

包含層からの出土で、口径14.8cm、器高6.4cm、残

存度60%である。胎土はやや粗い。口縁端部を強く

ヨコナデし、外面にヘラミガキを施しているが、粘

土接合痕が残る。 24は、包含層からの出土で、残存

度20%、胎土はやや粗く、焼成はやや不良である。

内面ミガキを施しており口縁端部より 3mm下に幅 2

mmの沈線を持つ。



・瓦器椀 (25)

SKIからの出土で、口径15cm、器高6.4cm、残存度4

0%である。口縁内部の沈線はやや下がった所にあ

り、ヘラミガキを密に施している。底部ヘラミガキ

はジグザグ状であり、内面底部を磨いてから内面を

磨いている。

・瓦器椀 (26)

SD3から完形で出土し、口径15.4cm、器高5.9cmであ

る。 25に比べ、口縁内部の沈線がやや上に位置し口

縁部外面にヨコナデを施す。ヘラミガキは磨滅が著

しいため不明瞭であるが、内外面ともやや粗で粘土

接合痕が残る。内面底部のミガキはジグザグ状であ

る。

・瓦器椀 (27)

SD3から完形で出土し、口径14cm、器高6.5cmで

ある。沈線は口縁端部に施されている。口縁部外面

にヨコナデを施し、やや内湾気味になる。底部内面

は連結輪状文が一周し、内面を磨いてから、底部を

磨いている。外面ミガキは粗く、体部には粘土接合

痕が残る。 26に比べると器壁が薄く口縁の折り曲げ

が開いている。

・瓦器皿 (30~53) 8表参照

SKIおよびその周辺のSDlO~14から出土した瓦

器皿は、口径が8.8~10.2cmで比較的大きくて器壁

の厚い器種 (30~51) と口径86mmで比較的小さくて

器壁の薄い器種 (52、53) に分かれる。前者は11世

紀後半~11世紀末、後者は11世紀末のものと考えら

れる。

•土師器皿 (54~65) 8表参照

SKIおよびその周辺のSDIO~14から出土した土

師器は、ての字口縁を持つ器種 (54、55) 、口径が

8.8~10.4cmで比較的大きく器壁の厚いもの (56~

61) 、 1.3~1.4cmの高台を持つもの (62 、 63) 、ロ

径が8.2~8.5cmで比較的小さく器壁の薄いもの (64、

65) に分かれる。口径の小さい器種は11世紀末~12

世紀初頭、その他は11世紀後半~11世紀末のものと
⑬ ⑭ 

考えられる。

• 土師器羽釜 (66~68)

SKIからの出土で、直径21.6~23.2cm、器高不明、

体部の最大径を測る位置にツバが付けられている。
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・緑釉陶器

椀、壷の小片ばかりで、調査区中央部に集中して

出土している。いずれも、淡橙白色の軟質の胎土で

釉は濃緑色で薄くかかる。遺物中、注目されるもの

に壷の頚部がある。 2次焼成を受けており、釉の剥

落が著しい。

・須恵器甕 (72)

SK2から出土した。口径51.4cm、器高は不明で

ある。口頚部に 3段の線刻を施し、その間をヘラで

斜めに施文している。口縁部は、内外に突帯をもつ。

内外にタタキ目をもち、内側は同心円文である。

（旧）鎌倉時代の遺物

・瓦器椀 (28・29)

SD5付近包含層からの出土で、それぞれ口径14.8

cm、15.4cm、器高4.4cm、5.95cmである。どちらも外

面に殆どヘラミガキが見られず、内面ミガキも大変

粗である。高台は著しく低いが、 28の方がややしっ

かりしている。口縁部はどちらもヨコナデを施すが、

29の方が内湾している。

• 土師器羽釜 (69・70)

SD5付近包含層からの出土で、直径27.4-29.8cm、

器高不明で、体部の最大径を測る位置よりも上に小

さいツバが付けられている。

〔小倉D遺跡〕

遺構にくらべ調査区内での遺物は、大変少なく、

実測に耐えうるものは次の一点のみである。

・瓦器椀 (71)

P3からの出土で、口径12.8cm、器高2.7cmである。

口縁部には強いヨコナデが見られる。底部には断面

が三角形の著しく低い高台が付く。内面のヘラミガ

キは大変粗雑である。外面は磨かれていない。小倉

C遺跡の28、29よりも新しい時代の遺物と考えられ

る:



結 語

• 小倉A遺跡について

調査区内の主な遺構は溝のみであるが、多くの埴

輪片が出土している。調壺区を含む宮山と河合川に

挟まれた低地は、旧河道と考えられる場所である。

河合川の流れがいつ変わったのかについては今後

の検討を要するが、埴輪が出土した溝の埋土上面に、

炭化した植物遺体の層が見られたことや、埋土が青

灰色粘質土であったこと等から、古墳時代からあま
⑯ 

り離れない時期に溝が存在したと思われる。

今回の調査で出土した埴輪は、御旅所古墳の築造

年代との間に若干の時期差が見られる。しかしなが

ら、調査面積も狭く出土した埴輪の数が少ないため

すぐさま御旅所古墳との関連を決定するのは難しい。

• 小倉B遺跡について

この地区も調査区西端が旧河道に接していると考

えられる。居住地区とするには、極めて不適当であっ

たと考えられる。今後、住居址と旧河道との関連を

考えていかなければならないだろう。

• 小倉C遺跡について

調杏区西端は、遺構が全く認められず、砂礫層よ

り水が湧き出てきたことから、小倉A遺跡より続く

旧河道に接していると考えられる。

大量の瓦器と土師器が出土したSK4は、埋土の状

況や遺物の量から廃棄土坑と考えられるため、周辺

に何らかの居住施設があったものと思われる。しか

し、土坑の形状や埋土の最下層から遺物が出土しな

かったこと等から、本来は別の目的を持った土坑で

あったと思われる。

一つの土坑から 2種類の瓦器、 4種類の土師器が

出土したということは、今後伊賀の中世土器を見て

いく上で重要な一括資料と言うことができよう。

また、瓦器の31~33、 35~38、 41 、 43 、 45~53 、

土師器の54 、 57~64には外面底部に同じような粘土

接合痕が見られる。これは板状の粘土の端を接合さ

せ時計回りにナデ調整をする手法によってできたも

のである。当時、この技法が瓦器及び土師器の皿を

作る一般的な方法であったことが考えられる。

東端から検出された掘立柱建物は、同時期の遺物

が出土していることから、小倉D遺跡に続くものと

考えられる。

• 小倉D遺跡について

前述のように小倉C遺跡東端から続く鎌倉時代の

遺構の一部と考えられる。調査区南端では遺構が検

出されず、当時の居住地区は北に伸びていたものと

推測される。

今回の調査では、多数の遺物が出土したにもかか

わらず調査面積が限られていたため、充分な考察に

到らなかった。残された課題については、今後の資

料の増加を待ちたい。 （川戸達也、東山則幸）

〔註〕

① I東山古墳現地説明会資料」三重県教育委員会 1986 

② 「三重の古鋭」三庫県埋蔵文化財センター 1990 

③ 「外山、だんな山古墳群分布調査」三直大学原始古代史部会

④ 「御堪山古墳の検討」山本雅靖 1985 

⑤ 「奥弁天 4号墳、源六谷 1号墳」阿山町教育委員会 1989 

⑥ 「故さとの歩み」阿山町教育委貝会 1980 

⑦ 「宮の森遺跡発掘調査概要」上野市教育委貝会 1979 

⑧ I喜春遺跡群発掘調査報告書」上野市教育委貝会 1982 

⑨ 「畔垣外遺跡現地説明会資料」三噸県埋蔵文化財センター 1990 

⑩ 「天道遺跡現地説明会資料」三甫県教育委貝会 1988 

⑪ 「伊賀国府推定地現地説明会資料」 三厘県埋蔵文化財センター

1991 

⑫ 「的場遺跡発掘調査報告書」伊賀町教育委貝会 1978 

⑬ 高槻市埋蔵文化財センター橋本久和氏の御教示による。

⑭ 三璽県三重県埋蔵文化財センター 山田猛氏の御教示による。

⑮ 「伊賀の瓦器に関する若干の考察」中近世土器の基礎研究 II 1986 

山田猛

⑯ 立命館大学講師 青木哲哉氏の御教示による。

⑰ 「円筒埴輪総論」考古学雑誌 64-2 川西宏幸

「故さとの歩み」阿山町教育委貝会 1980 

⑱ 高槻市埋蔵文化財センター 橋本久和氏の御教示による。
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淵 上野市服部町 間田遺跡

1 • 位置と歴史的環境

第三紀層及び第四紀層からなる四周の山地に囲ま

れた伊賀盆地は、第四紀中期 (50万年~30万年前）

に古琵琶湖から陸化してのち、 源流を鈴鹿および

布引山系にもとめる大小河川が西流し、盆中盆地を

形成している。

上野市北東部にあたる府中盆地は、北の柘植川、

南の服部川によって形成された平地部である。本遺

跡 (I) はその中央部の印代・服部両集落の中間、

やや低くなった部分に位置する。標高約140mを測

る。

現状は水田であり、行政上は上野市服部町字間田

に属している。試掘調査によって、弥生時代および

ふ ._,,~""IWO.,.,.'>/IH~J 11''?~j犀翌翌り』:,・,: 忍翌

鎌倉• 室町時代の遺物が確認されている。

当遺跡の周辺には、縄文時代の深鉢が出土した新

寺A遺跡 (36) があるが、縄文時代の遺跡はまだま

だ明確にされてはいない。

弥生時代の遺跡では、上述の新寺A遺跡や新寺B

遺跡 (37) 、長良遺跡 (38) 、印代東方遺跡群 (II)

が周辺に存在するのをはじめ、柘植川左岸南宮山山
註l

麓の千歳出土の銅鐸（京都大学保管） (15) が著名

である。現上野市街の台地上にも車坂遺跡 (33) 、

柿ノ木遺跡 (32) が、そして服部川、柘植川の合流

点北方にも三田遺跡 (2) 、官舎遺跡 (1) が存在

する。

第70図 遺跡位置図 (1 : 50,000) (国土地理院上野島ヶ原 1; 25,000から）
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また、当地周辺には古墳も数多く分布している。

柘植川左岸の千歳の丘陵には、三重県最大の規模

をもつ全長188mの前方後円墳御墓山古墳 (11) が

ある。右岸の外山には、半壊しているものの長さ

4.4m、幅 3mの巨大な天井石をもち、伊賀最大の

玄室幅をもつ勘定塚古墳 (9) があり、外山丘陵中

に御墓山古墳と系譜的築造関係を想定させる外山古

墳群 (7) 、鷺棚古墳群 (8) をはじめ、奥ヶ谷古

墳群 (5) 、薦枕古墳群 (6) 、新堂山古墳群 (4)

も存在している。また、三角縁唐草文帯三神二獣鏡・

変形神獣鏡(+三花）出土の山神寄建神社址古墳も
註 2

知られている。

東の南宮山山麓にも、前述の御墓山古墳をはじめ

六鈴四神鏡の出土が知られる浅間山古墳 (14) 、変
註3

形六神鏡・捩文鏡•金環の出土した丹那山古墳 (16)

、変形方格規矩鏡出土の野添古墳が北方の千歳に、
註 4

埴輪片の出土ている北谷古墳群 (19)、変形神獣鏡・
註5

四禽鏡出士のニノ谷古墳群 (21) のほか、大岩古墳

(22) 、城山古墳 (20) が西方の一の宮に、 21基の

存在が確認されている前塚古墳群 (23) や桐ノ木古

墳群 (24) が南方の寺田に、鉄器・玉類が出土した

尾ノ谷古墳 (18) 、宮ノ谷古墳 (17) が山頂付近に

存在している。

服部川左岸に目を転じると、大山田村境の洪積丘

陵の陵線上に伊賀最古とされる全長88mの前方後円

墳荒木車塚古墳 (26) をはじめ、その西の荒木に寺

山古墳群 (25) 、広岡古墳群 (27) 、ダラ古墳群

(28) があり、現市街の台地上に四禽鏡出土の伊予
註 6

の丸古墳 (34) などが知られるほか、数多くの古墳
註 7

が存在していたと考えられる。

このように、当地周辺に多数の古墳が存在してい

るにもかかわらず、柘植川・服部川および南宮山に

三方を囲まれた当遺跡の位置する平地部には、古墳

時代の土師器・須恵器が散布する遺跡は見出されて

いない。 （本年度、立合調査を行った印代東方遺跡

群において須恵器片等が出土しているが、遺構は検

出されていない。また、同じく本年度立合調査を行っ

た出晴遺跡 (m) においては若干の遺構がみられた

が、すべて時期は中世にあたるようである。）

しかし、柘植川右岸の河岸段丘上には外山より三

田・高倉にかけて遺物散布地が知られている。 （坂

ノ下・外山では平成元年度から調査されている伊賀

国府推定地 (10) において古墳時代の遺物、遺構が
註8

多数確認されている。）その他、左岸の佐那具には
註 9 註10

喜春遺跡 (12) 、千歳には宮の森遺跡 (13) が、服
註11

部川左岸の西明寺には西明寺遺跡 (31)が存在する。

また、現市街地の南方の木津川左岸には1977~1979

年、県教育委員会が発掘し、水田跡と多量の木製品
註12

の出土した北堀池遺跡がある。

当地域は旧阿拝郡にあたり、大彦命を祭神とする

伊賀一の宮敢国神社 (A) と二の宮小宮神社 (B)、

三の宮波多伎神社 (C) とが、三角形を形成するよ

第71図遺跡地形図 (1 : 5,000) 
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うにそれぞれ一の宮・服部・西条に鎮座している。

また、条里の遺構が伊賀最大の「万町の沖」として

残り、南の寺田村から一の宮を経て千歳村へ通じる

道は奈良朝以前の古道であり、壬申の乱においても

大海人軍が通ったとされる。

寺院では南方に伊賀国分寺 (29) と国分尼寺に推

定されている長楽山廃寺 (30)が存在しており、そ

の真北を条里遺構をたどり服部川、柘植川を渡河し

た坂ノ下字国町が伊賀国府跡推定地として注目され

ている。

そして柘植川と服部川の合流点北側には飛鳥時代

からの瓦が出土する三田廃寺 (2) が存在する。そ

註

(1) 山本雅靖「弥生時代遺物の一資料 (1)」

「伊賀盆地研究会会報10」に磨製石包丁の表採が紹介され

ている。

(2)東京国立博物館「東京国立博物館図版目録」古墳遺物扁

（近畿 I)1988. 3 

三重県埋蔵文化財センター「三重の古鏡」 1990.2

(3)三重県教育委員会「三重考古圏録」 1954.3三重県埋蔵文化

財センター「三重の古鏡」

(4)三重県埋蔵文化財センター「三重の古鏡」 1990.2

(5)註 2文献

(6)上野市教育委員会「伊予の丸古墳発掘調査概報」 1962.3

(7)註 6文献によると、上野市立桃青中学校付近にかつて古

墳群が存在していたようである。また、上野市東町の菅

原神社 (D) には伝伊賀国出土の変形文鏡等多数の鏡が

所蔵されている。 （註 4文献）

C''I''''/''I  1111 

の西の東高倉には新家駅に推定される官舎遺跡が、

そして、現市街地丘陵上の桑町には「和同開弥」の出

土で知られる城の腰遺跡 (35) がある。

中世においては、この府中盆地にも数多くの館・

城跡が知られているが、高畠服部氏館跡 (39) をは

じめとして本遺跡周辺にも存在する。また、本遺跡

西の現国道25号線は中近世の加太越奈良街道に沿う

ものであり、江戸時代には津藩の官道として整備さ

れている。

以上のような歴史的環境からみて当地域が古代か

ら重要な地域であったことが窺える。

(8)三重県教育委員会「平成元年度伊賀国府推定地」現地説明

会資料

(9)上野市教育委員会・上野市遺跡調査会「喜春遺跡群発掘調

査報告」遺構扁 1982.9

(10)上野市教育委員会・上野市遺跡調査会「宮ノ森遺跡発掘調

査概要」 1979.5

(11)上野市教育委員会「西明寺遺跡発掘調査報告」 1983.3

(12)三重県教育委員会「北掘池遺跡発掘調査報告」第 1分冊

1981. 3 

(13)福永正三「秘蔵の国」 1972.6

(14)三重県教育委員会「大和街道・伊勢別街道・伊賀街道」

1983.3 

＊上野市教育委員会•上野市遺跡調査会「上野市遺跡地図」

1978年版 1979.3

第72図発掘区位置図 (1 : 2,000) 
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2 . 調査結果

1 • 本調査

当遺跡の土層の基本的層序は、上から第 I層；耕

作土、第11層；黄灰色粘質土（床土）、第皿層；淡

青灰色土及び茶褐色土、第w層；鉄分を含む黄灰色

砂土（地山）である。この第皿層が包含層である。

発掘区は農道をはさみ東を東区、西を西区と設定

した。東区は東西約34m、南北約 4m、西区は東西

約78m、南北約 4mである。表土上面から地山まで

の深さは、東区では60cm~70cm、西区では60cm~

120cmであった。

発掘区のほぼ中央を東西に用水路 (U字溝、幅60

cm) が走っていたため、表土除去作業の際に撤去し

た。その結果、敷設されている U字溝の底面が遺構

検出面と思われる部分より下にあり、すでに周辺の

土層は地山の部分まで撹乱され、遺構検出面も削平

されていたことが判明した。

以上の状況から発掘区内では明確な遺構は検出で

きなかった。

次に、包含層の下層部から出土した僅かな遺物に

ついて紹介しておく。

(l)鉢（西区、包含層）

底部のみ残存し、推定底部径11.4cmである。体部

下半の器壁は厚く、それに比して底部器壁は薄い。

内面はナデ調整され、よく使用されていたようで手

触りがなめらかである。体部外面は粗い回転ナデ調

整がなされている。高台は残っていないがわずかに

貼りつけの痕跡が残存する。高台欠損後も使用され

ていたようで底部縁辺部は磨耗している。底部は不

明瞭であるが糸切りのようである。色調は灰白色を

呈し、胎土は良質 (5mm以下の砂粒を含む）、焼成

は堅緻である。

(2)土師器椀（西区、包含層）

推定口径25.6cm。口縁部は内外とも、ヨコナデさ

れている。内面が一部剥離している。胎土は1mm以

下の砂粒を含み、色調は淡黄橙色を呈する。

2 . 立会調査

間田遺跡は上野市服部町にあり、 15,000rrfにわたっ

て遺跡が散布している。県営排水特別対策事業に先

立って行われた本調在にひきつづき、排水路部分に

調査区を設定し立会調査を行った。調査面積は

105m2、調査日は平成 2年10月3日である。

結果、耕作土60cm程で青灰色粘土の地山に至る。

遺構は認められなかったが、遺物は明黄褐粘土（赤

褐色粒混入）の遺物包含量より弥生土師器片、土師

器片、須恵器片、瓦器片が出土している。これらの

ことから事業予定地は本遺跡の周辺部かまたは散布

遺物は流入によるものと考えられる。

3 . まとめ

いくらかの成果を期待した今回の調査であったが

発掘区は狭く、遺構も検出できず、遺物も少なかっ

た。しかし、分布調査・試掘調査において弥生土器

片• 須恵器片・瓦器片•土師器片等の出土がみられ

ている。また、周辺に位置と歴史的環境の項でも若

干触れておいたが、多数の遺跡も存在するので、当

遺跡周辺の水田下には遺構やさらに多量の遺物が埋

蔵されている可能性も十分予想されるところではあ

る。特に、当地域周辺の丘陵に多数の古墳（御墓山

古墳をはじめとする首長墓も含む）が存在している

ことは、当然大規模な集落跡があり、また、それを

-92-

生み出す生産基盤が存在したことを容易に想定させ

よう。 （小川専哉•宮崎宜光）
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第73図西区出土遺物実測図 (1 : 4) 



PL 19 

間田遺跡全景

調査前全景（北から）
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P L20 

西区調査後全景 （東から）
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本調査西区出土遺物 (1: 3) 

立会調査後全景（南から）
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X川 阿山郡伊賀町
あぜがいと

畔垣内遺跡 (A地点）

1 • 位置と環境

畔垣内遺跡 (l) は、伊賀盆地北東部に所在する

阿山郡伊賀町の西部に位置し、柘植川右岸の河岸段

丘上に立地している。 標高は約174mである。

柘植川は、鈴鹿山脈の一ツ家小平山（標高649.5

m) に源を発し、南西に流れ、木津川に合流する。

畔垣内遺跡の付近には縄文• 弥生時代の遺跡は確実

には知られておらず、当地の歴史がたどれるのは古

墳時代からである。畔垣内遺跡の周辺にも 4世紀前

半に築かれた三重県下最古の古墳であるとされる東

山古墳 (2) をはじめ、新堂古墳 (8) • 筒御前古

墳 (9) . 権現山古墳 (4) ・天長山古墳群 (6) . 

内田古墳群 (7) などの古墳が見られ、天道遺跡

(3) が、昭和63年の発掘調査で 6世紀前半の集落

跡であることが明らかになっている。

当地には、 9世紀後半に鈴鹿峠越の東海道（阿須

波道）が開通するまで、加太越の旧東海道が通って

おり、畿内と東国とを結ぶ交通の要衝として栄えた

ものと思われる。

奈良時代から平安時代にかけての遺跡としては、

斎宮芝遺跡 (10) • 的場遺跡 (5) などが知られ、

的場遺跡は調査が行なわれている。また、霊山経塚

をはじめとする霊山山頂遺跡 (11) は鎌倉時代以降

の仏教関係の遺跡として著名である。

畔垣内遺跡は昭和63年度の第 1 次• 第 2次範囲確

認調査の結果、 A地点 (3,000rr:iり と約60m南西の

B地点 (10,000面）がそれぞれ 6世紀前半と奈良時

代以降の集落跡であることが推測されており、この

うち B地点からは、奈良時代の溝 l条と時期不明の
① 

掘立柱建物 l棟が450nfの調査で検出されている。

今年度の発掘調査開始時には、 A地点調査区の北・

東• 西側は既に圃場整備が行われており、南側のみ

が未整備であった。調査区は北• 西・南より l.O~

第74図遺跡位置図 (1 : 50,000)国土地理院 1 : 25,000 地形図上野• 平松
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第75図遺跡地形図 (1 : 5,000) 

第76図発掘区平面図 (1 : 2,000) 
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1.5m程高い島状を呈していたが、圃場整備以前も、

同様の状況であったらしい。つまり、河岸段丘の最

上位面に立地していると考えて差し支えなかろう。

また、調査区の現況は雑草の繁茂する荒地であっ

たが、近年までは水田であったといい、調査区上面

はほぽ水平面であると考えられた。

2 . 層位と遺構

層位

大きく 3層に区分できる。上から①茶褐色土（耕

作土）②黄褐色粘質土（床土）③茶褐色粘質土（調

査区内北半と南端） ・茶褐色礫混入土（調査区内中

央と南側）である。遺物包含層は認められず、遺構

は③の上面で検出された。検出面までは約20-60cm

と浅いものの、特に茶褐色礫混入土上での遺構検出

は、かなりの困難を伴った。また、残存する遺構の

深さから想定して、水田化の際の整地によって遺構

は相当の削平を受けているものと考えられる。

遺構

大きく 2時期に区分できる。①古墳時代後期、②

鎌倉時代前半である。①には竪穴住居19棟、②には

竪穴住居 l棟・掘立柱建物 2棟がある。

古墳時代の遺構

S81 

西地区西端で検出された東西に長い長方形を呈す

る小型の竪穴住居である。検出面からの深さは約 3

cmほどで、住居内にも遺構は検出されなかった。

S82-6 (第78図）

当初は 4棟が重複しているものと考えたが、埋土

を掘り下げた結果、 5棟の重複であることが判明し

た。そして土層断面の観察の結果、第 9表の切り合

い関係が明らかになった。

SB2は南北に長い長方形を呈する。 5棟の中で

最も残存状態が良く、北壁際にかまどの痕跡が確認

できたほか、主柱穴も各隅から約1.5m内側で検出

された。また、北西・北東隅付近には周溝がみられ

た。埋土は黒褐色土ブロックの混じる暗褐色砂質土

で、青灰色砂質土の混じる SB5を切ることが認め

られた。

SB3はSB2・4にはさまれて検出され、全形

は明らかにできなかったが、暗褐色砂質土（黒褐色

土ブロック混）を埋土とする SB3が、黄褐色砂質

土（茶褐色土ブロック混）を埋土とする SB4を切

-99-

ることを確認した。

SB4はSB2とほぽ同規模の南北に長い長方形

を呈する。北西隅には長径120cm、短径80cm、深さ4

5cmの楕円形のピットが検出されたが、中からは遺

物が全く出土していない。竪穴住居に伴う貯蔵穴で

あろうか。

SB5は、外形の検出時には、 SB3北西隅を北

西隅とする大型の住居であると思われたが、 SB4

床面で西辺が検出されたため、 SB3とSB5は異

なる住居であることが明らかになった。また、 SB

5は茶褐色砂質土（青灰色砂質土ブロック混）を埋

土とする SB7を切っている。南西隅には長径90cm、

短径70cm、深さ50cmの円形のピットが検出されたが、

SB4のものと同様に、遺物はほとんど出土してい

ない。

S 8 7 (第78図）

南北に長い長方形を呈する。かなりの削平を受け

ているものと思われ、残存している深さは深い個所

で数cmほどで、東辺と西辺の中央部付近では検出さ

え不可能であった。また、南西隅には長径50cm、短

径30cm、深さ35cmほどのピットが確認された。

S 8 8 (第78図）

6.0X6.3mと今回の調査で検出された最大の竪穴

住居である。各隅から1.5-2.0m内側に支柱穴が検

出され（柱間3.3m) 、深さも 20cmと比較的残存状

況が良好であった。支柱穴は直径15-20cm、深さ30

cmでいずれも拳大の石を多量に含む茶褐色砂質土の

地山を掘り込んでいた。南西隅には直径40cm、深さ

30cmのピットが検出された。また、 SB8の暗褐色

砂質土の埋土を SB7が切り込んでいた。

S89 

東半部が調査区外につづく。検出面から床面まで

の深さは25-30cmと当遺跡においては良好な残存状

態であった。埋土は茶褐色砂質土であった。床面で

は北西隅から中心に向かって1.5m内側と南西隅か



ら2.0m内側のやや南寄りには、それぞれ直径40cm・

深さ40cm、直径50cm・深さ35cmのピットが検出され

た。あるいは、主柱穴であろうか。また、床面直上

からは須恵器（杯身・杯蓋・甕） ・土師器（杯・壷・

甕・甑）が完形に近いものも含めて出土している。

なお、 SB9はSBIOを掘り込んで造られていた。

SB 11 

大部分が削平を受けており、東辺付近が検出され

たのみであった。しかも、竪穴住居の検出部分の深

さは 5cmほどで、詳細は不明である。しかし、南西

隅に相当すると思われる部分からは、直径70cm・ 深

さ40cm弱の底の平らなピット (p1)が検出され、

完形の高杯 (15) ・甑 (37) と土師器甕の破片が出

土した（第81図左）。

S812・13 

東地区西端で検出され西半部が調査区外につづく。

ともに、出土遺物は少ない。 SBl3がSBl2を掘り

込んでいる。

S816・17 (第80図）

2棟が方向を揃えて南北に連なっている。 SBl7 

がSBl6を切る。

S Bl6は大部分が削られており、南東隅を中心と

する一部が残存しているのみであった。南東隅では

長径85cm・短径70cm・ 深さ50cmのピットが検出され、

底部で完形の甕 (34)が、肩部では土師器甕の破片

が出土した。また、竪穴住居の東壁際では幅20cm・

深さ12cmの周溝が確認された。

S Bl7は、埋土から多量の炭化物・焼土が出土し

ており、いわゆる焼失住居であると考えられる。

北壁にはカマドの痕跡がみられ、その中央部には支

柱石も残存していた。四隅から 1.5m内側の対角線

上には直径30----40cmの支柱穴がみられ、柱間は2.0

mである。

炭化物は竪穴の北西と南東に特に集中しており、

中には建築部材と思われる木材、繊維状の炭化物も

あったが、建築構造等を復元するには至らなかった。

土層観察から埋土は大きく 3層に分かれ、炭化物

を含むのは厚さ 5----10cmを測る最上層の茶褐色粘質

土・茶褐色砂質土層中である。その下層の黄褐色・

黄茶褐色砂質土層中には含まれていなかった。従っ

て、最終的には、検出面から10----25cm掘り下げて地

SB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 ， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

山（青灰色粗砂）に至ったのであるが、実際の床面

は黄褐色・黄茶褐色砂質土層上面であると思われる。

また、下部20cm程の残存であるが、カマドは約15

cm地山を掘り込み、黄褐色砂質土によって壁体を構

築し、その外側に青灰色粘質土を厚さ l~2 cmで塗

り込んでいることが確認された。

遺物は主に東半部の中央よりやや北寄りと南西隅

から出土した。特に前者はほぼ住居廃絶時の現位置

を保っているものと思われ、蓋をした状態の須恵器

杯 (5・11) ・伏せた状態の須恵器杯蓋 (3) • 正立

した杯身 (13) が lm弱の範囲から出土している

（第82図）。そして、 (11) と (3) の内部には、乾

燥した内容物が残存しており、特に (11) のそれは

住居の廃絶以来蓋によって密閉されていたと考えら

れる。両者は現在、脂肪酸分析を実施中である。

また、南西隅からは須恵器杯身・高杯・はそう、

土師器杯・壺等が出土しているが、直下の直径50cm、

深さ40cmのピット (pl) の中央部に向かって落ち

込むような状態で検出された（第81図右）。それに

隣接して20X20Xl0cmの直方体に近い青灰色粘土塊

が出土している。なお、 plの埋土中からは土師器

の小片が出土したのみであった。

S B 18・19・20 (第80図）

S Bl8は東壁の一部が撹乱を受けているものの、外

形は確認できた。しかし、深さはわずか 5cmを残す

大きさ (m) 方向 カマド 貯 蔵 穴 備考

3.0X3.9 NlO゚ W

4.9X4.0 N 7°E 北 南西隅（？） SB5を切る

-x- N l O E 南西隅（？） SB4を切る

4.9X3.7 N 3°W 北西隅 SB3に切られる

-X4.3 N 4°E 南西隅
SB7を切る

SB2に切られる

-X3.5 N 7°W 

5.7X4.8 NSO゚ 北 南西隅 SB8を切る

6.0X6.3 N 2°E 南西隅 SB7に切られる

5.6X- NS O 0 SBlOを切る

-x- Nll0W "'" SB9に切られる

(5.7) X - N 2°W 南西隅

-x- N 7°W 南東隅（？） S Bl3に切られる

-x- N 3°W S Bl2を切る

5.6X- NlO゚ W

3.7X3.9 N 3°W 

-x- N 8°E 南東隅

4.6X4.4 N 8°E 北 南東隅・ 南辺東寄り

4.7X4.8 N21°W 北 南辺東寄り（？） S B20を切る

(3.0) X - Nl0°w 

3.5X3.8 N 6°W 南 南東隅 S Bl8に切られる

第 9表竪穴住居一覧表
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第82図 SB 17検出状況実測図・士層図 (1 : 40) 

のみであり、遺物もほとんど出土していない。 SB

20を切っていることはかろうじて確認できた。

S Bl8に比べて19・20は規模が小さく、形態もや

や不整形である。

S Bl9は20と同様に撹乱を受けており、深さも 7

cm程度と浅い。

S B20は西壁に張出部分があるが、これが別の遺

構であるのかどうかは確認できなかった。 SB20の

深さも 7cm程度であり、遺物の出土も極めて少なかっ

た。なお、中央部には柱間1.5mの4本の主柱穴が、

南東隅からは直径60cm、深さ60cmの円形のピットが

検出された。

鎌倉時代の遺構

S 821・22 (第79図）

S B21は4間X4間の総柱建物の東側に 2間Xl 

間分の張り出し（庇か）が付くもの、 SB22は2間

X2間の総柱建物である。やや長い南北方向を棟方

向とするならば、共にN5°Wの方向で 2棟が東西

に並ぶことになる。 SB21の柱間はl.9~2.3m 、柱

掘方の深さは50cm~l02cm 、 S B22の柱間は2.0~2.

3m、柱掘方の深さは58cm~84cmの共に不等間であ

る。なお、 SB21の張り出し部分とした箇所につい

ては SB21と22とを仕切る柵列あるいは塀である可

能性もあろう。 SB21の柱掘方から瓦器碗・皿が出

土している。
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3 . 遺 物

古墳時代の遺物（第83図）

須恵器

杯身 (7-14)

立上がりは内傾し、端面も内傾するとともに浅く

＜ぽむ。受け部はやや上方へ伸びる。底部は丸みを

帯び、反時計回りの回転ヘラケズリを施す。 (12) 

は他よりやや径が大きく、底部は扁平である。 (13) 

・ (14) の底部にはそれぞれX・ 一のヘラ記号が施

される。

杯蓋 (1-5)

丸みを帯びた天井部に直線的な口縁部が付く。天

井部と口縁部との境界は短く突出する。口縁端部は

ややくぽみ気味に内傾し、先端は外に膨らむ。天井

部外面は時計回りの回転ケズリをおこない、他はナ

デ調整する。

無蓋高杯 (15・16)

杯部は口縁部が上外方に伸び、中位に断面三角形

の凸線が施される。 (16) はそれより上がやや強く

外反する。 (15) の口縁端部は内傾し浅くくぽむが、

(16) は丸くおさめる。凸線の直下には、 (15) は

1条 7本、 (16) は粗雑な 1条4本の波状文を施す。

底部は丸く、脚部は杯部の下外方に伸びる。脚部に

は台形のスカシを 3方向に穿つ。

高杯蓋 (6)

口縁部の大部分を欠く。丸みを帯びた天井部の中

心に、中央のくぽんだ断面逆台形のつまみがつく。

天井部と口縁部との境界は突出する。天井部外面は

回転ケズリ、他はナデ調整する。

短頸壺 (18)

強く張った体部から、短い口縁部がまっすぐに立

上がる。体部外面は、カキ目とナデにより、内面は

横ナデによって調整している。

甕 (17)

口縁部がゆるく外反し、口縁端部は強くヨコナデ

されるため垂下している。

憩 (19)

頚部は直線的に上外方へ伸び、 1条の凸線を境に

口縁部が内弯気味に立ち上がる。口縁端部は水平で

中央が浅くくぽむ。頚部には 1条15本の波状文を施

す。体部は、中位よりやや上に最大径部があり、最

大径部直上には 1条 8本の波状文と円孔スカシを施

す。

土師器

杯 (20-28)

口縁部の形状により 3類に分類する。

a類 (20-24)

口縁部は内外面が強くヨコナデされ、外折するも

の。

いずれも体部外面をナデと指押えによって、内面

をナデによって調整する。

b 類 (25~27)

口縁部は内外面がヨコナデされ、直立するもの。

a類と同様に体部外面をナデと指押えによって、

内面をナデによって調整する。

c類 (28)

口縁部外面と端部がヨコナデされ、口縁部が内弯

するもの。

体部内外面をヨコナデ調整している。

小型杯 (29)

半球形の体部に外弯気味の短い口縁部が付く。体

部外面は指オサエ、内面はナデによって調整する。

甕 (30~36)

(31) は体部の張りはそれほど大きくなく、最大

径は口径をやや上回る程度である。体部外面は上半

を横方向、下半を縦方向のハケ調整する。下半はそ

の後部分的になでている。体部内面は板状工具によ

る横方向のナデによって調整する。口縁部は内外面

ともにナデ調整する。

(30) は体部下半を欠く。丸い体部に外折する短

い口縁部が付く。体部外面は縦方向のハケ目、内面

はナデによって調整する。口縁部は内外面ともにヨ

コナデによって調整し、端部は軽く面取りを行う。

(33) は口縁部、体部のごく一部を欠くのみでほ

ぽ完形である。体部は球形に近いが底部は平らであ

る。口縁部はやや外湾しながら外折し、薄くおさめ

られる。体部外面は底部付近は横方向の、それ以外
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は縦方向のハケ目によって調整を行う。内面はナデ

と指押え、口縁部はヨコナデである。また口縁部と

体部の屈曲部付近にはススが付着している。

甑 (37)

完形である。体部外面は縦、口縁部内面は横方向

のハケメによって調整する。棒状の把手を体部中位

に二方向から挿入後ハケメ調整を加える。にぶい黄

褐色を呈する。

鎌倉時代の遺物（第84図）

瓦器

椀 (38・39)

共に底部を欠く。 (38) は体部内面にヘラミガキ

が施されるが、外面にはみられず指圧痕が残る。ロ

縁部は内外面がヨコナデされ、やや外反する。口縁

端部には沈線が施される。 (39) は摩耗が激しく調

整等は不明である。

皿 (40~43)

(40) は他に比べて深く、不整形である。調整は

いずれもナデによるが、 (40) の内面には、ヘラミ

ガキが施されているかもしれない。

磁器

白磁椀 (44)

灰白色の胎土に淡灰黄色の釉薬がかかる。口縁部

径の1/6ほどの残存率である。口縁部は玉縁である。

4 . 結

② 

古墳時代出土須恵器の型式は、 TK47を中心とし

たものと考えられ、 6世紀前半に比定できよう。た

だし、 SB2----6のなかで、最も残存状況が良く、

切り合い関係からも比較的新しいものと考えられる

SB2からは、偏平な底部など後出的要素を持つ杯

身が出土しており、遺構の状況と合致している。

20棟の竪穴住居が検出されたが、 SB2----6の重

複を考慮すると併存は 4----5棟程度であろうか。

さて、この調査で最も注目されるのは、焼失住居

S Bl7である。上部の削平のため家屋の構造等は明

らかにできなかったが、杯等の比較的器高の低い形

〔註〕

① 中嶋千年「阿山郡伊賀町畔垣内遺跡」 「昭和63年度農業基盤

整備事業地域埋蔵文化財発掘調査報告ー第 1分冊ー』

三重県教育委員会 1989

-106-

＼ら二 CD. 
＼ 

~ /. ~ 二
42 

（ 

I44  。¥

に

＼ 
43 

10cm 

第84図遺物実測図 (2) (1 :4) 

遺構 遺物番号

SB2 12・21 

SB 3 l 17 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

SB 8 l 18・25・26・31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
SB8-Pl 24 -------------------f----------------------------------------------------------------------------------
S B 9 1・6・7・30・33 

--s--ii:i":i; 1 l 1s-31 
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第10表 出土遺物遺構対照表

出土位置
須恵器 土師器

石ぶ「一杯輩［高杯「パジりT--―甕―|杯-『""j""""

ヵ；；：近i:::)::::l:::x:::l::::::::::l:::::::::::::l::::::::::l::::L::l::3

pそ;!tltltl'.I : l'.l!I! 
第11表 SB 17出土遺物集計表

語

式を中心に原位置またはそれに近い状況で遺物が出

土しており（第11表）、住生活の復元に役立つもの

と思われる。また、食生活の面からは、須恵器中の

残存内容物の分析結果が待たれる。

鎌倉時代の出土瓦器椀は、底部を欠き、体部の調

整も明瞭ではないが、体部外面にヘラミガキが施さ

れていない点、口縁端部に沈線が施されている点、

皿が存在している点から、 II段階第 4型式からm段

階第 1型式への過渡期にあると理解され、 13世紀初

頭から前半に比定できょ号。 （鈴木克彦）

② 田辺昭三「陶邑古窯址群」 I 平安学園考古学クラプ 1966

③ 山田猛「伊賀の瓦器に関する若干の考察」

「中近世土器の基礎研究」 11 日本中世土器研究会 1986
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---... ． 
SB 16,.,_,20 (西から）

S 817発掘状況（南から）
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P L23 

SB 17調査後（東から）

S 811-P 1 遺物出土状況（東から） SB17-Pl 遺物出土状況（東から）
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P L24 

19 

16 

出土土器（約 1: 3) 

土器3内容物（約 1: 2) 土器11内容物（約 1: 2) 
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いじろ ではれ

XIV 上野市印代東方遺跡群、 出晴遺跡

立会い調査のまとめ

印代東方遺跡群

印代東方遺跡群は、上野市印代字堂木・沖• 城ノ

前に位置し、事業地内の遺跡範囲は128,000吋に達

する。今回県営排水特別対策事業及び県営ほ場整備

事業に先立ち、排水路予定地内に調究区を2ヵ所設

定し立会調査を行った。 調査面積は合計1,810吋で、

期間は平成 2 年 9 月 10 日 ~10月 1 日である。便宜上

北より第 1区、第 2区とする。結果は以下の通りで

ある。

〔第 l区〕市道東条・羽根線より西は表土下約60cm

で淡褐色粘質土の地山に、東は後世の瓦粘土採集の

ため地山が削られた所も見られたが表土下約60~80

cmで、淡褐色粘質土または青灰色砂質土の地山に至

る。地山上に淡灰色砂質土または淡灰黄砂質土の遺

-111 -

瓦器片が出土したが、遺構は認められなかった。

〔第 2 区〕表土下50~60cmで褐色砂質土から褐色す

土の地山に至る。地山上より土坑 2基、溝 l条、数

個のピットが検出された。土坑 2より弥生時代の中

期後半の壷の口縁片 (1) 、後期の壷の体部片 (2)

、後期の器台または高杯の脚部片 (3)が出土した。

また淡褐色砂質土の包含層より、縄文時代のミニチュ

アの鉢 (4) 、弥生時代の甕の底部片 (5) 、壷の底

部片 (6) 、平安時代の土師器杯 (7.8) 、皿 (9)、

甕 (10.11)、器種不明の土師器 (12)が出土した。

(12)の土師器は内面に煤、外面に煮こぽれのような

痕があるため、煮沸の際に使用された可能性がある。

他に須恵器片、瓦器片、陶器片が出士している。

これらのことから、本遺跡は、縄文時代～中世に



部にあたると考えられる。

出晴遺跡

出晴遺跡は上野市ーノ宮字出晴にある。県営ほ場

整備事業に先立ち、排水路予定地に調査区を設定し

立合い調査を実施した。調査面積は152rrl、調査日

は、平成 2年10月5日である。 2ヵ所の調査区が直

角に交わるため便宜上、それぞれを東西区、南北区

とする。結果は以下の通りである。

〔東西区〕耕作土下80cm-----l m程で黄灰褐粘士また

は青灰色粘質土の地山に至る。遺構は認められず、

遺物もごく微量の土師器片、瓦器片が見られたにす

ぎなかった。

〔南北区〕耕作土下60cm程で褐色砂土の地山に至る。

中世の土坑 l基。溝 2条、数個のピットが検出され

た遺構である。遺物としてはごく少量の土師器片、

瓦器片が認められたにすぎなかった。

これらのことから本今回の調査区は本遺跡の周辺

部であると思われる。 （堀田隆長）

第86図 出晴遺跡調査区位置図 (1 : 2,000) 

印代東方遺跡群調査区位置図 (1 : 2,000) 、黒塗部は試掘坑
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P L25 

印代東方第2区調査後（西から） 出晴南北区調査後全景（北から）
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xv 上野市J:友生 宮山・堂ノ前遺跡

立会い調査のまとめ

宮山遺跡 宮山遺跡は、上野市上友野字宮山にあ

る。今回県営ほ場整備事業に先立ち削平をうける部

分に調査区を設定し立合い調査を行った。主たる調

査区は友生小学校の南側斜面の水田で田面の高さに

差があるため、水田ごとに地区を設け調査をおこなっ

た。便宜的に東から A~J 区とする。その結果、遺

構・遺物共に認められたのはC区のみであり、他は

耕作土下50~80cm程で、それぞれ黄褐色レキ混り土

(B、J区）、黄褐砂質土 (A・D・I区）、青灰

色砂質土 (E区）褐灰粘土 (F・G・H区）の地山

に至った。このため以下ではC区についてのみ記述

する。

〔C区〕 耕作土下60~70cmで黄褐灰色砂質土の地山

に至る。一辺1.8m程の隅丸方形を呈する土坑 l基、
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1 (SKl) より瓦器片、土師器皿片などが出土し

た。また、ピットより山茶椀底部片が出土している。

本遺跡は平安時代末～鎌倉時代初頭に営まれた集落

跡であると考えられる。

堂ノ前遺跡 堂の前遺跡は、上野市上友生字堂ノ

前にある。立地としては西流する古野川が大きく蛇

行してでき上がった台地の末端部に位置している。

今回県営ほ場整備事業に先立ち、事業地内に調査区

を4カ所設定し立会い調査を実施した。調査面積は

230rrf、調査期間は平成 2年10月15日-10月17日で

あった。結果は以下のとおりである。

耕作土下0.8-lmで黄灰色褐色粒混入粘質土の地

山に至る。 2X2間以上の総柱掘立柱建物 (SB1)、

4X2間の総柱建物 (SB2) が主な遺構である。な

かでも SBlのピットは60-70cm程のややくずれた

隅丸方形を呈している。遺物としては奈良時代の須

恵器杯身片、土師器片や瓦器椀片などがある。

本遺跡は奈良時代～中世の集落跡であるといえる。

（堀田隆長）

＼
 

A
 170,400m B

 

c
 

2m 

第92図 堂ノ前遺跡 SB1実測図 (1 : 80) 

第93図発掘区平面図 (1 : 2,000) 
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