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序

埋蔵文化財は、それぞれの地域の、そして我が国の歴史を明らかにする上での

重要な歴史史料です。また同時に、後世に残さなければならない、私たち共通の

大切な文化遺産でもあるのです。

従って、可能な限り現状で保存してゆくことを大原則としておりますが、私た

ちの社会生活を向上させるための各種の公共事業もまた重要であることは言うま

でもありません。

そこで、どうしても現状保存の困難な部分については、発掘調査を実施し、記

録保存を図ってきているところであります。

ここに紹介致します 5件の発掘調査結果も、このような状況で止むなく実施さ

れたものです。この成果が、より多くの方面で活用されることを切望するもので

あります。

なお文末ながら、協議から発掘調査にかけて多大のご理解とご協力をいただい

た県農林水産部・各関係事務所及び各土地改良区をはじめ、発掘調査にご助力を

いただいた地元の方々に心より感謝致します。

平成 5年 3月

三重県埋蔵文化財センター

所長久保富子



例 口

1. 本書は平成 4年度農業基盤整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査結果の内、中勢管内
こたに ふるさと むくもとなんぽう

（大里地区・芸濃北部地区）の東浦遺跡・小谷C遺跡・古里遺跡・多為遺跡・椋本南方

遺跡を、第 1分冊として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の、他を県農林水産

部の負担による。

3. 調査体制は下記によった。

調査主体 三重県教育委員会

調査担当 三重県埋蔵文化財センター

4. 調査にあたっては、二爪県農林水産部農村整備課、同部耕地課、各農林事務所、各士

地改良区及び地元の方々、各市町村教育委員会にご協力をいただいた。

5. 文献史料の収集にあたっては、東京大学史料編纂所のご協力をいただいた。

6. 各遺跡の整理・報告書作成は調査第 1課の各担当者があたり、管理指導課がこれを補

佐した。また文末には報告文章の執箪者名を記し、文責を明記した。

7. 本書で用いた遺構表示略記号は下記の通りである。また、挿図の方位は全て国土座標

第n系を基準とした。

SB: 掘立柱建物

SH: 認穴住居

SK: 土坑 SE: 井戸 p: 柱穴• 小穴

sx: 墓 SD: 溝 sz: その他

8. 本書で報告した記録及び出土遺物は、二軍県埋蔵文化財セソターで保管している。

9. 管理指導課の以下の者が、当報告書作成作業を補佐した。

足立純子石橋秀美岩崎道代植村裕美柿原清子北山美奈子

倉田由起子小林佳代子須賀幸枝杉原泰子瀧川ひとみ武村千春

豊田幸子中村美智代中山豊子西村秋子浜崎佳代松井美幸

松月浩子松本春芙 森島公子脇坂栄子

10. 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 ＂リ訂 言

1. 調査に至る経緯

三重県内の農地は、現在73,300haあり、このう

ち、ほ場整備を必要とする面積は46,000haで、平

成 3年度末段階で32,700ha、率にして71%が完了

している。当面残りの29%についても事業が実施さ

れるのであろうが、一方では日米構造協議において

日本の市場解放を強く求める動きや、 ガット・ウル

グアイラウンドで米の自由化問題が大きくクローズ

アップされているなど日本の農政全般にわたり、大

きな転換期をむかえていると言ってよいであろう。

こうした中、平成4年度農業基盤整備事業につい

て県教育委員会文化振興課から、平成 3年 8月8日

付、教文第1410号で県農林水産部関係課宛に事業照

会が行われ、同 3年 8月23日付、農備第827号で回

答があった。

これを受けた県埋蔵文化財センターでは、平成 3

年12月から平成4年 1月にかけて分布調査を実施し

た。その結果、昨年度からの送り分も合わせ、事業

予定地内には1,048,000面の遺物散布地が含まれる

ことが判明した。この結果はすぐに農村整備課なら

びに各農林事務所に報告するとともに、試掘調査の

日程等について調整を図った。

試掘調査は、遺物整理、報告書作成の合間をぬっ

て平成4年 1月中に実施した。その結果、遺構・遺

物が確認され、明らかに遺跡と認知された範囲は、

約239,000面に絞られた。 この結果をもとに各農林

事務所では、畦畔を変える、掘削深度を浅くする、

盛土を行うなど、極力遺跡を保護するための設計変

更を検討することになった。

遺跡保存をめぐる詰めの協議は、 2月24日、農村

整備課、耕地課、各農林事務所、文化振興課、埋蔵

文化セソターの五者で行い、最終的に県ぽ関係では

11遺跡、 20,180m2(年度途中の協議でさらに4,350

面を追加し、 24,530m2となる）の本調査と、 6遺跡、

1,670面の立会調査を実施することになった。一方、

農免農道や広域農道関係では、平成4年度中に試掘

調査を実施し、その結果をもとに再度、遺跡の取り

扱いを協議することになった。

2. 本年度調査の経過と概要

調査は、所定の事務手続き、調査準備等を経て、

例年通り 5月の連休明けから、津管内の東浦遺跡、

松阪管内の北野遺跡、上野管内の北城遺跡、向出A

遺跡の計4ケ所で開始した。なお、東浦遺跡は当初

2,750面の調査を予定していたが、現地協議の結果、

750面については事業地外となったため、すぐ近く

で昨年度より事業が見送られていた小谷C遺跡の調

査も合わせて実施することとなった。

このうち作業員の確保に苦労した北城遺跡の調査

では、通称箕升氏館址と呼ばれていた中世城館をほ

ぼ全掘することができ、伊賀地方の城館史研究にとっ

て貴重な調査例となった。また城館廃絶後も江戸時

代の一時期に周囲の土塁を壊して整地がなされ、屋

敷地となっていた可能性もあり、城館の二次利用と

いう面で興味深い成果が得られた。

7月からは、既に調査が終了した向出A遺跡を除

く上記の三遺跡に加え、新たに松阪管内で池ノ上遺

跡、上野管内で川南遺跡の調査も開始された。

特に松阪市西黒部町所在の池ノ上遺跡では、整然

と配置された鍼水槽、工房跡などの製塩遺構が検出

され、 これまで古文書からしか知られていなかった

西黒部の製塩業の実態が、実際に遺構で証明できた

ことは特筆すべきである。当遺跡の北方370mに位

置する小狐遺跡の調査でも多数の鍼水槽が検出され、

当遺跡一帯が海浜地帯を利用した、中・近世の一大

塩業地帯であったことが明らかとなった。なお、池

ノ上遺跡に隣接する西山遺跡（旧名

れていたが、

こうした中、

西黒部遺跡）

は、分布調査の際遺物がなく調査対象遺跡から外さ

「松阪市史」に掲載されていることが

判明したため、急逮松阪農林事務所と協議をして、

池ノ上遺跡の調査中に試掘をし、引き続き調査 (1,

500mりをすることになった。

5月から開始していた北野遺跡の調

査は順調に進み、弥生時代後期の竪穴住居のほか、

飛鳥時代～奈良時代の土師器焼成坑が多数確認され、

7月末段階で全体のほぼ 3/4が終了していたが、

当初試掘調査の結果から本調査の必要なしと判断し
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L=l50m 青館跡 亀山市川崎町青 4,300 試掘(75m'入遺構・遺物無
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L=200m 西尾A遺跡 II 辺法寺町西尾 1,500 未試掘
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
目細遺跡 // // // l,800 盛土対応

---------------―↑ ----------------------------------------------------------------------------------------------------

金谷遺跡 // II II 4 , 000 立会調査480面 次年度送り
---------------―↑ ----------------------------------------------------------------------------------------------------

椋本南方遺跡 II II I/ 49,000 本調査730m'
------------------r----------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------
大 里 40 大里西沖遺跡 津市大里野田町 10,500 本調査2,750面次年度送り

―・-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

南所遺跡 II II II 390 工事対応
----------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------

多為遺跡 II II 小野田町 550 立会調査50m'
---------------―↑ ---------------. ------------------------------------------------------------------------------------

前田遺跡 II II 野田町 3,500 事業次年度送り
----------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------

東浦遺跡 II II 小野田町 2,900 本調査2,000m'
---------------―↑ ----------------------------------------------------------------------------------------------------

小谷C遺跡 II II 山室町 750 本調査750m'
----------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------

古里遺跡 II II 小野田町 10,100 立会調査830m'
------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

榊 原T______ ? 竺------l五間田遺跡 久居市榊原町下村 7,700 久居市教委試掘、事業次年度送り
----------------------------------------------------------------------------------------------------

（向ヶ平遺跡） II II 一 久居市教委試掘、遺構・遺物無
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20 阿形遺跡 松阪市阿形町ほか 13,000 工事対応

----------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------
30 下メ遺跡 " 西 黒 部 町 ー遺構無、遺物希薄、工事可

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

小狐遺跡 " " 1,600 本調査1,100m'
---------------―↑ ----------------------------------------------------------------------------------------------------

池ノ上遺跡 " " 2,000 本調査1,700m' 
----------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------

（寺浦遺跡） " " ー遺構・遺物無
---------------------------------

＋西山遺跡
-----------------------------------------------------------------------------------

（旧西黒部遺跡）
" " 2,900 本調査1,500m'

---------------―↑ ----------- -----------------------------------------------------------------------------------

（渕ノ上遺跡） "腹太町 一遺構・遺物無、工事可
---------------―↑ ----------------------------------------------------------------------------------------------------

（道買遺跡） " " - " " 
---------------—+--------------------- -------------------------------------------------------------------------------

（安田遺跡） " 六根町
＿ 松阪市教委試掘

----------------1--------------------------------------------------------------遺構—~-遺物無~--事業次一年度送り(___
----------, 宍冬侶這塵______ _ " _____ " ___________ _1_0:'l()O ―麦区網ー、＿＿＿亨翠忍王匹蕊り-----------

5 北野遺跡 多気郡明和町蓑村 7,500 本調査7,500m'
----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

鳥墓神社西遺跡 " " 2,000 事業次年度送り
----------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------

12.7 一 松阪市笹川町 一

農免農道天 啓

伊勢県営ほ場一 之 瀬

農林
------------------
中川

（古墳 3基） 多気郡多気町相可 ー自然地形と判明

~o -----¥城ノ前遺跡 1度会郡度会町和井野 1 -----9。I要立会調査、事業次年度送り

25 (田間遺跡） II II 立花 ー遺構・遺物無、事業次年度送り

第 1表平成4年度 農業整備事業地内遺跡一覧 (1) （ ）は、試掘の結果、遺跡を確認できなかったもの

-2-



管轄 I事業名 地

中

区
事業

面積
ha I 遺跡名
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柘植川沿岸

紀伊長島

赤羽
------------------
赤羽 2 期

比

農口~三
林 l湛水防除上

前山遺跡 I II II 田間 6,100 大半工事対応、立会調査75m'
---------------―↑ ―---------------------------------------------------------------------------------------------------

（小広木遺跡） II II II ー遺構・遺物無、工事可

10 植山遺跡 伊勢市植山町

（栗木広遺跡） I志摩郡磯部町栗木広

ー，遺構・遺物希薄、事業次年度送り
-------------------------

一，遺構・遺物無、工事可

" 浜島町南張

鳥羽市大潟ほか

., I―丁田遺跡 I上野市服部、羽根 1-----_7 :aooj工事対応による保存

北城遺跡 11 11 11 ll , 000 本調査2,500m'

伊賀国府推定地 //坂之下、外山 本調査500m'、立会調査460m'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

16 l川南遺跡 名賀郡青山町勝地 9,400 本調査960m'、立会調査60m'

--------------――麗道麻-------------¥ ;,-- ;; 麗――--------------―ご五麗ー：一這ー物ー合爾、ーー王事可:----------

14.5 向出A遺跡 名張市滝之原 1,000 本調査450m'

-------i3-------l-----―ニ------------¥伍賀町御応--------------------------―事霙哀年記翠り---------------------

7.3 茂原遺跡 北牟婁郡紀伊長島町

北牟婁郡紀伊長島町

21,000 I地区除外

” ” 
幾

二期

里

満

木 16 

木 L=215m 

原 L=200m 

” ” 
” ” 

農地保全 天

ほ場整備 市
熊

かん排 下 市
野

一般農道 志
農

II 海山町

尾鷲市南浦

南牟婁郡御浜町

::::1: 山二：I L~i'.:OOm I (西山古墳）

第2表平成4年度 農業整備事業地内遺跡一覧 (2)

林

” ” 
” ” 

熊野市飛鳥町

南牟婁郡紀和町 試掘の結果、自然地形と判明

（ ）は、試掘の結果、遺跡を確認できなかったもの

ていた場所にも確実に遺構の及ぶことが明確になっ

たため、調整協議をもち、調査経費の範囲内でさら

に2,600面の追加調査を実施することになった。

7月末から開始した嬉野町天白遺跡 (A区）では

調査が進展するにつれ、縄文時代後期後半の時期を

中心とする良好な遺物包含層や県下で初めての配石

遺構が次々と確認され、俄に遺跡の重要性が増して

きた。そのため三重大学人文学部八賀晋教授、奈良

大学文学部水野正好教授、泉拓良助教授による現地

指導を受け、調査に万全を期すとともに、調査期間、

調査経費、今後の遺跡の取り扱い等の問題で協議を

もつ必要性が生じた。協議は平成4年10月14日、農

村整備課、津農林水産事務所、文化振興課、埋蔵文

化セソターの四者でもち、①調査期間を半月程延長

する。②配石の範囲を確認するためのトレンチ調査

を行う。③仮に事業を実施しても遺構は完全に保存

する。等の合意を得、範囲確認調査の結果次第では

史跡指定もあり得る旨、示唆した。

一方、県営ほ場整備事業に先立ち昭和63年度から

継続して実施してきた伊賀国府推定地の範囲確認調

査は、昨年度国町地区で政庁と考えられる一部が確

認されるに至り、前面盛土工法による保存が図られ

ることとなっている。なお事業実施は次年度以降の

ため、本年度は範囲確認調査は見送り、外山からの

追越地区にかけての幹線排水部分の調査に留めた。

12月に入り、本年度最後の椋本南方遺跡の調査が

始まった。遺跡面積は49,000面にも及んだが、設計

変更等で保存が図られたため、調査は排水路部分の

トレンチ調査が中心となった。

なお事業発注後に実施する立会調査は、 9月から

11月にかけて随時行った。

以上のように本年度も幾多の調査成果を上げなが

らもやむをえず記録保存となった遺跡は数多くあっ

たが、こうした中、昨年度の上野市城之越遺跡の保
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存に継ぎ、天白遺跡の保存が、地元をはじめ、県、

市の関係諸機関の理解と協力のもと、史跡指定の方

向で動き出したことは喜ばしいことである。

（倉田直純）

I. 横山遺跡

2. 椋本南方遺跡

3. 小谷 C遺跡

4. 東浦遺跡

5. 古里遺跡

6. 多為遺跡

7 . 天白遺跡

8. 小狐遺跡

9 . 池ノ上遺跡

10. 西山遺跡

11. 北野遺跡

12. 前山遺跡

13. 伊賀国府推定地

14. 北城遺跡

15. 川南遺跡

16. 向出 A遺跡

o. 

第 1図
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II 津市 東浦遺跡 ほか

1 . 位置と歴史的環境

東浦遺跡(1)は、行政上は津市大里野田町字東浦に

所在している。地形的には北から南に伸びる低丘陵

の東端に位置し、南側の田面との比高差は Sm程も

ある。また、この低地を挟んだ丘陵には、大里小野

田町の集落が広がっている。そしてこの丘陵上の端

部に、多為遺跡(2)や古里遺跡(3)も位置している。

次に小谷遺跡(4)は津市大里山室町に所在し、やは

り東西に伸びる丘陵の縁辺部に位置している。調査

区の南側は既にほ場整備事業の工事が進められてお

り、現況で10m程の崖となっている。その下を志登

茂川の支流の前田川が流れている。

さて旧大里村に当たる津市北西部周辺では、縄文

時代に属するものとしては川北遺跡(5)・睦合遺跡(6)

などが挙げられるが、後期の士器片が少量出土して

いるのみで、従来あまり顕著ではなかった。しかし

東浦遺跡の西側に近接する大里西沖遺跡(7)では、平

成 3年度の調査において中期末葉の竪穴住居跡を確

認したのをはじめ、小谷遺跡でも同年度にトレンチ
① 

調査を行い、やはり中期頃の土器片が出土している。

弥生時代では、特に後期のものが目を引く。例え

ば豊野団地周辺には東豊野遺跡(8)や山脇遺跡(9)• 岡

遺跡(10)が、大里窪田町には山田井遺跡(11)• 南浦遺跡

(12)・向沖遺跡(13)が集中しているなど、納所遺跡の存

在も含めて、この地域に弥生時代より広く人々の生

活が営まれていたことを示している。

次に古墳時代になると、 70棟以上もの前期の竪穴

住居が検出された川北遺跡が注目される。また志登

茂川流域の丘陵部には数多くの古墳が存在するとさ

第 2図 遺跡位置図 (1: 50 , 000) (国土地理院『津西部』『津東部』『椋本』『白古』から）
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れており、これらと集落を形成した集団との関連が

考えられる。ただ、大里山室町から小野田町の北に

広がる丘陵部では農道設置に伴う試掘調査が平成 3

年度に実施され、石田 3号墳(14)や小野田古墳群(15)及

び睦合A古墳(16) ・睦合B 古墳(17)• すの坪古墳(18)は自
② 

然地形であることが確認されている。

さて平安時代になると、遺跡の分布状況が端的に

示している様に、志登茂川の形成した段丘上の旧大

里村周辺は、俄然活気を帯びてくる。まず東浦遺跡

の周辺から概観してみよう。

東浦遺跡の西側には、近接して南所遺跡(19)や前述

した大里西沖遺跡が所在している。いずれも平成 3

年度に相次いで部分的に調査されており、平安時代
③ 

から室町時代にかけての住居跡を確認している。中

でも南所遺跡では、奈良時代の中頃と考えられる瓦

片も、若干ではあるが出土している。このことは寺

院の存在を想起させ、当時よりこの周辺もかなり開

けていたことを如実に示している。

次に旧大里村域内で注目されるのは、現在の大里

窪田町の周辺である。ここには橋垣内遺跡(a>)をはじ

め、六大A遺跡(21) ・六大 B 遺跡(~)や安養院跡(23)など

が集中的に所在している。そしてこれらの遺跡は既

に調査も行われており、この地域の歴史的背景を知

る上で貴重な手掛かりを提供している。特に六大B

遺跡の調査結果は重要な意味を持っている。この遺

跡からは、ほぼ平安時代全般にわたっての、多くの

掘立柱建物が比較的規則性を持って建ち並んでいた

のをはじめ、 300点を越える緑釉陶器片も出土して

〔註〕

① 伊藤裕偉「大里西沖遺跡」 『平成 3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』三重県埋蔵文化財セン

ター 1992年

② 前掲註①

③ 前掲註①

④ 『一般国道23号線 中勢道路埋蔵文化財調査概要N』三重県

埋蔵文化財セ‘ノター 1992年

-7-

し、t。
ところでこの窪田町の周辺は、 「窪田荘」の比定

地となっている。この荘園の成立時期については良

くわからないが、鎌倉時代以降には確実に存在し、
⑤ 

いわゆる摂関家渡領であったことが確認されている。

その後鎌倉時代末には窪田荘210余町が北条相模守
⑥ 

煕時の所領となり、中世後期には足利尊氏により熊
⑦ 

野若王子神社に寄進されている。

窪田荘の範囲は未だ明らかにされていないが、六

大B遺跡の調査結果から推して、現在の窪田町の辺

りがその中心であったことは間違いなかろう。また

平城宮出土の木簡にも「久菩多里」と見えており、

既に奈良時代よりその地名が成立していたことも、

間接的ながらその傍証となる。

中世末から近世初頭に入ると、 「窪田郷」という

地名が史料上に散見されるようになる。この郷域は

かなり広大なものであったようで、東浦遺跡の所在

する野田も窪田郷内であった。この窪田郷と窪田荘

との関連については不明ながら、同荘が210町以上

もの大きな荘園であったこと、東には栗真荘があり、

窪田荘域が西方に広がっていたと考えざるを得ない

こと、また窪田に隣接する一身田は窪田荘には含ま

れていないことが確認されることから、窪田郷域と

窪田荘域とはほぼ重なっていたと考えることができ

る。

因みに、戦国時代には中勢に威を張っていた長野

工藤氏の領域内に入り、若王子神社領窪田荘もやが

て押領されて行ったものと思われる。

（小林秀）

⑤ 稲本紀昭「伊勢国における北条氏一門領」（『ふびと』 38号 1 

981年）

⑥ 「御鎮座伝記紙背文書」建武2年 (1335) 9月2日付け太政

官符（前掲註⑤所収）

⑦ 「熊野若王子神社文書」文安3年 (1446) 4月13日付け伊勢国

窪田庄支證目録（東京大学史料編纂所所蔵影写本）



2. 津市大里野田町 東浦遣跡

(1) 遺構

遺構検出面は、 9ラインより西は耕土下20,,...___,30cm

と浅かったが、 9ラインの東は急激に落ち込み、 M ・

N-12,,...,.__,14には比較的厚く暗褐色の包含層が堆積し

ていた。遺構検出面の土質は、西側の高い部分では

粘土質の赤褐色土と比較的安定していたのに対し、

東側の低い部分では白灰色粘土と黒色土が錯綜する

複雑なものであった。特に0-10,,...,.__,14では、検出面

に人頭大の礫が多く露頭していた。

調査の結果、竪穴住居を15棟、掘立柱建物 7棟等

を検出した。ただ縄文土器は出士したものの、遺構

としては顕著なものはなかった。以下、その主なも

第 4図調査区周辺地形図 (1: 2,000) 
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のについて述べてみたい。

〔縄文時代〕

A. 竪穴住居

S H45 直径4mの、円形のプランを持つ。部分

的に後世の撹乱を受けているが、ややまとまって縄

文時代中期末の深鉢片が出土しており、この時期の

住居跡であると考えられる。深さは、最深部で30cm

の船底状をしている。ただ残りは悪く、主柱穴など

は検出できなかったなど、確定的ではない。

B. 土坑

S K24• 36 いずれからも中期末の土器片が出土
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している。 SK36は、長径175cm、短径100cmの不定

形の土坑で、後世の耕作溝によって撹乱を受けてい

るが遺構検出面より37cmと深く、遺物も比較的まと

まって出士した。遺構の性格については不明である。

S K24は、長径185cm、短径75cm、深さ20cm程の

不定形の土坑である。

〔古墳時代〕

A. 竪穴住居

SHl 一辺約 3mの方形を呈す。北側は平安時

代の土坑によって撹乱を受けているが残存状況は良

好で、深さは床面で検出面から35cmあった。幅20cm

の周溝を伴い、北東隅には直径45cm、深さ30cmの貯

蔵穴を持っていた。中から完形の土師器高杯が 2個

体出土している。この貯蔵穴には他に遺物はなく、

また出土状況から故意の埋設と見てよい。床面中央

部のやや南寄りに焼土があり、炉の跡と考えられる。

出土遺物は、土師器高杯• 小型丸底壷• 二重口縁

壷などが主で、須恵器を全く伴っていなかった。よっ

て時期的には 5世紀初頭頃と判断されるが、この時

期の竪穴住居としては相対的に小規模であると言え

る。また残存は良好であったにもかかわらず、主柱

穴は検出されなかった。

SH4 一辺約3.5mの方形である。深さは現況

で15cmと浅く、周溝も検出できないなど、残りは悪

かった。主柱穴は若干壁寄りで検出されたが、非常

に浅かった。

出土遺物量は少なかったが、 5世紀初頭頃と考え

られる。また砥石や、鎌と思われる鉄片も出土して

しヽる。

SH6 一辺約 3mの方形である。 SH4と同様

残りは悪く、深さは現況で20cmであった。主柱穴が

四隅に極端に寄っているのが特徴である。

出土遺物はごく少量であり、かつ細片のため確定

的なことは言えないが、中に須恵器片が含まれてお

り、 SH1• 4よりは年代的に下るものと判断される。

S H40 一辺約5.Smの方形で、本遺跡検出の竪

穴住居の中で最大規模であった。南西隅に直径 2m

の奈良時代頃の円形土坑が切り込んでいたが、住居

跡自体の残りは非常に良好で、北側で遺構検出面よ

り約53cm、南側でも25cm残っていた。幅約30cmの周

溝を伴い、主柱穴も床面から40cmと深かった。出土
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遺物は、土師器高杯• 小型丸底壷• 二重口縁壷など

が完形品を含めて多数出土しており、年代的には 5

世紀初頭に比定できる。

ただ埋士は 3層に分かれ、遺物も上層に集中し、

完形品はいずれも床面からかなり浮いた状態で出士

している。以上のことから、住居が廃絶してある程

度埋没した後、その窪みが祭祀などに二次的に利用

されたた可能性が高い。

焼土は中央やや北よりに認められ、この部分に炉

があったものと推定される。

S H41 一辺約4mの方形の規模を持つ。深さは

北東辺では約30cmあったが残りは非常に悪く、検出

面が南東に低く傾斜しているため、この方向で特に

残りが悪かった。床面は礫層に達しており、周溝や

主柱穴も検出でぎなかった。

出土遺物は少量ながらも須恵器片を含んでおり、

7世紀頃に比定できる。

S H54 一辺4m程の方形の竪穴住居が 2棟、若

干東西にずれてほぼ重なるように切り合っていた。

最深部で遺構検出面から20cmと残りは決して良好と

は言えないが、遺物は土師器高杯や台付甕を中心に

比較的まとまって出土している。それらの遺物に年

代的差異が認められないこと、また 2棟がほぼ重なっ

ていることから、比較的短期間に建て替えられたと

推定される。

S H63 検出面が南に向かって急激に低く傾斜し

ているためその規模については必ずしも確定できな

いが、東西辺は約4mあった。南側を後世の土坑に

よって撹乱を受けている上、深さも20cmと浅く、主

柱穴も明瞭でないなど、残りは非常に悪い。出土遺

物も殆どなく年代は不確定だが、形態などから古墳

時代と判断した。

S H65 東西辺4.5m、南北辺 4mの方形で、深

さは現況で約30cmであった。北辺のほぼ中央に焼土

があり、竃の跡と考えられる。周溝はなく、北東隅

には貯蔵穴と考えられる土坑を伴っていた。出土遺

物量は決して多くはないが、須恵器杯身の形態から

6世紀頃の住居であると考えられる。

S H67 大部分が調査区外にあるため、全体的な

規模はわからない。検出面が南に傾斜しているので

その部分では15cmと浅いが、北側では40cm程残って



A
 

＇
，
 _A_，

 

、t~・
§碍

SH40 気つ、・
芸./

◎ 
~ 

◎ 

_ _L  

ヽ

， M 

｀ 
一命

｀ 

ヽ

土．

N
 

ー」

｀
 

ol

ふ`
'ol _Jj__ 

ー玉―- ゜

-12-



いた。主柱穴も部分的に検出できた。また西壁に沿っ

て幅20cmの浅い溝があり、周溝を伴っていたと考え

られる。

出土遺物は土師器高杯や二重口縁壷などで、須恵

器は含まれていなかった。埋土には炭化物が全体的

に多く、中には建築部材と思われる木炭も出士して

いる。よってこの住居が焼失して廃絶した可能性が

ある。

SH 68• 69 両住居跡とも残りは悪く、特に西側

は樹木の根によって大きく撹乱されていた。このた

めSH68の南北辺が約4.3mであることがわかる以

外は、両棟ともその規模は不明である。

S H68の北辺に焼土があり、竃跡と考えられる。

また SH69では南東隅に焼土が認められた。その西

側の土坑からは 5世紀末から 6世紀初頭頃の台付甕

がほぼ完形で出土しているが、この土坑が SH69に

伴うものかは断定できない。切り合い関係から、 S

|血-> a 
冒瓢鬱璽鵬冒＿

す―

H68のほうが年代的に若干下るものと判断される。

S H73 一辺約2.7mの方形である。幅20cm程の

周溝を伴い、北辺のやや東寄りに竃を持つ。遺物は

甑の破片などが竃の周囲で出土しているが、量は全

体的に少なかった。また深さも遺構検出面から約10

cmと浅かった。中央部の土坑は後世の撹乱である。

B. 土坑

SK3 長径3.3m、短径2.Smの楕円形を呈する。

深さは遺構検出面から約30cmで、底は比較的平坦で

ある。遺物も土師器高杯や甕などが比較的まとまっ

て出土し、 5世紀前半の遺構であるが、用途につい

ては不明である。

S K22 直径約 2mのほぼ円形で、摺鉢状の掘形

を持つ。中央部は更に掘り窪められており、深さは

最深部で検出面より44cmである。埋土は 4層に分か

れ、その状況から、下層の土坑が一度に埋まった後、

徐々に全体が埋没していったと判断される。
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遺物は、上 3層から混入と考えられる士師器の細

片が僅かに出土したのみであったが、最下層の淡褐

色土から完形の小型丸底壷が 1点出士した。よって

時期的には 5世紀初頭頃の遺構であることは確実だ

が、用途は不明である。

〔奈良～平安時代〕

この時代の遺構としては、竪穴住居 1棟、掘立柱

建物 5棟と土坑 3墓を確認した。

A. 竪穴住居

S HlO 長辺約Sm、短辺約3mの長方形を呈す。

深さは現況で遺構検出面から約30cmあったが、周溝

や主柱穴は明瞭には検出できなかった。ただ床面に

は部分的によく締まった小石まじりの黄褐色粘土が

薄く認められ、貼り床がなされていたものと考えら

れる。また南東隅の埋士には炭化物が多く含まれて

おり、竃跡ではないかとも考えられる。

出土遺物は少量ながらも須恵器片の占める割合が

高く、年代的に奈良時代頃の住居であると思われる。

B. 掘立柱建物

S B77 梁行 2問、桁行 5間以上の規模を持ち、

本遺跡中最大の掘立柱建物である。柱間は梁行で約

1.75m、桁行で約1.6mである。出土遺物が殆どな

く、厳密な年代決定はできなかった。

S B78 柱間約1.4mの、 2間四方の建物である。

柱の掘形は四方の隅柱が比較的大きく、またいずれ

もIm近く掘り込まれているなど、堅固に作られて

いた印象がある。倉庫などの用途に使用された建物

であると考えられる。 SB77とは、棟方向が大きく

異なっていることから、両者の関連性は薄いものと

判断される。

S B80 2間四方の規模を持つ。柱間の長さに若

干の差異があり、梁行で約1.85m、桁行で約2mで

あった。 SB79と切り合っているが、両建物の新旧

関係はわからない。

S B 79• 81 S B 79は、梁行 2間、桁行 3間で、

いずれも柱問は約1.9mである。 SB81は3間四方

の規模で、柱間は梁行で約I.Sm、桁行で約1.7mで

あった。この 2棟は北東面で梁行を揃え、約3.5m

卜＇

—. 

-j 

I : 灰矯色土

2 : 炭混入土

3 : 灰矯色土に黄白色粘土混入

3m 

第 9 図掘立柱建物平面図•断面図 (1 ; 100) 
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の間隔を置いて整然と建ち並んでいる。このことか

ら同時併存の建物であり、一戸の屋敷地を形成して

いたと考えられるが、柵や井戸などの付随施設は検

出されなかった。

この辺りの検出面は人頭大の石を多く含む礫層で

あり、かつ掘形も平均30cmと浅かったことから、当

時の生活面はもっと高かったものと判断される。

C. 土坑

SK2 直径2mの円形で摺鉢状に掘られ、深さ

は最深部で40cmであった。埋土は分層できず、一度

に埋没した感がある。遺物は少量ながらも土師器皿

が完形で 2個体出土している。墓拡の可能性も考え

られる。

S K39 直径約 2mの掘形を持つほぼ円形の土坑

である。奈良時代の遺構で、 SH40の埋士を掘り込

んでおり、完掘した後SH40の埋土掘削の段階で取

り除いた。埋土は単層で、 7世紀頃の須恵器の杯身

や平瓶なども出土しているが、混入と考えられる。

S K61 径 2mの方形の土坑で、底は平坦、深さ

は約30cmである。埋士には炭化物が多く含まれる層

(2) 

があり、北ほど厚い。その炭化物層からは、甕の破

片や士師器の皿などが出土している。また炭化物層

はほぼ全面に認められる。

このことから、この遺構は小型の竪穴住居などで

はなく、火に関係した何らかの施設であったことは

疑いない。ただ壁には焼けた痕跡はなく、焼士も入っ

ていない。 SK61がSB81と年代的に同一であると

は断定できないが、 SB81に付随する施設の可能性

は充分にあり、その場合囲炉裏などの暖房施設と考

えることもできよう。

〔鎌倉時代以降〕

A. 掘立柱建物

S 875 梁行は 2問、桁行は調査区外にあるもの

の2間以上の総柱の建物である。柱間は、梁行1.6

m、桁行1.5mで東側に 1間分の張り出しがある。

S 876 梁行 2問、桁行 3間の総柱の建物で、柱

問は梁行で1.5m、桁行で1.37mである。 SB75と

東側の柱通りを揃え、建物間隔は3.4mを隔てて整

然と配置されている。よってこの 2棟は同時期の、

しかも関連した建物であると考えられる。

遺

〔先土器時代末期～縄文時代の遺物〕

遺物には、士器と石器がある。土器は、遺構から

ややまとまって出土した。

A. 縄文時代早期末の土器(4,..,10)

いずれも胎土に繊維を含み、条痕調整される。

SH40近くの包含層から出士した 4は、口縁端部

から約4.5cm下に、若干ではあるが屈曲をとどめて

いる。口唇部に刻みが斜位に巡り、口縁部から体部

にかけて爪形が波状に連続刺突される。

M-5包含層から出士した 5,...__, 7は同一個体と思

われ、爪形の刺突が施される。

J-6包含層から出土した 9は、外面に爪形の剌

突？が間隔を開けて施される。また10は、内外面に

荒い条痕が残る。

B. 縄文時代中期末の土器(11,..,29) 

SH45から出土した11,...__,16は、同一個体と思われ

る。 11は、口縁部下の破片と思われる。外面に楕円

状の刺突が施され、その下に 2本の沈線が横位に施

される。 12,...__,14は体部片で、垂下する隆帯を付け、

物

矢羽根状の沈線が施される。 15• 16は底部近くと思

われ、僅かに矢羽根状の沈線が窺える。

I-7包含層から出土した18は沈線が横位に施さ

れ、 17は縄文が施される。

SK24から出土した19は、口縁部片である。 2本

の太い沈線が横位に施され、その下に弧状の沈線が

施される。縄文は見られない。 20,...__.,22は、同一個体

と思われる。 20は、棒状工具で刺突が深く施される。

21は底部に近く、矢羽根状沈線の末端部が窺える。

22は底部であるが、剥離が著しい。

SK36から出土した24,...__.,27は、同一個体と思われ

る。口縁部から隆帯がT字状に付けられ、隆帯上に

縄文が施される。また、無文の体部に 1本の縄文帯

が垂下する。 24は口縁部片で斜め外方に向かって面

を持ち、口縁端部にRLの縄文が施される。 25の隆

帯の下位には、羽状の縄文が窺える。

SH41から出土した28は、羽状の沈線が施される。

M-6包含層から出土した29は沈線が横位に施さ

れ、その下に条線が施される。
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C. 石器(1,-.;3)

I-7包含層出土の凹基無茎式石鏃(2)はサヌカ

イト製で、長さ3.6cm、最大幅2.3cm、重量0.8gで

ある。

ピット出士の小型定角式磨製石斧(3)は石英斑岩

製で、長さ3.9cm、最大幅1.8cm、重量12gである。

刃は両平刃である。縄文時代中期から後期のもので

あろう。

包含層出土の木葉形尖頭器(1)はチャート製で、

長さ8.1cm、最大幅3.6cm、重量44gである。粗い調

製ではあるが、形がよく整えられている。時期は形

態的な特徴から、先土器時代末期から縄文時代草創

期と考えられる。

〔古墳時代の遺物〕

SH 1出土の遺物(30,-.;39) 

土師器小形壷(30• 31) 30は、全体的な器形から

いわゆる小型丸底壷の範疇に入るものと考えられる

が、口縁部が極端に短く、かつほぼ垂直に立ち上がっ

ているものである。焼成は非常に悪く、全体的に黒

色であるため、調整方法は不明である。

31は、胴部がやや大振りの半球形を呈し、頸部の

屈曲は弱い。口縁部内面のみ横方向に荒いハケメが

見られる。

土師器二重口縁壷(32• 33) 32は屈曲部が明瞭で、

ロ縁は緩やかに外反している。 33は32に較べやや小

形で、屈曲部も不明瞭である。また口縁も短く、か

つ外側に強く屈曲している。

土師器高杯(34• 35) いずれも完形で、東隅の小

穴より、同一方向に横たわった状態で出土した。こ

の穴は竪穴住居に伴う貯蔵穴と考えられるが、出土

状況から単なる廃棄ではなく、何らかの目的をもっ

て人為的に埋設されたものと考えられる。

34の杯口縁部は直線的に立ち上がり、やや深めで

あるのに対し、 35の杯部は内側に弯曲し、小形で浅

ぃ。また35の焼成は悪く、大部分に黒斑がある。

土師器甕(36,-.; 38) 36は、口縁がやや開きぎみに

直線的に立ち上がるものである。また端部は外側に

小さく突出している。

37と38は、いわゆる S字状口縁台付甕である。 37

は口縁部の小片であり、横方向のハケメが施されて

いるか否かは不明である。口縁外面には未だ S字状
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屈曲の名残が認められるものの、内面は殆ど平坦と

なっている。

ミニチュア土師器(39) 壷形と考えられるミニチュ

ア土器である。器壁が非常に薄く仕上がっている。

SH4 出土の遺物(40• 41) 

細片が多く、図示できたのはこの 2点のみであっ

た。

土師器高杯(41) ロ縁が大きく開いた浅い杯部を

持ち、かなり大形のものである。屈曲部で粘土を接

合しているが、稜線は明瞭でない。

土師器甕(40) 短い口縁が強く外反する。器壁は

比較的肉厚で、粘土の積み上げ痕跡をよく残してい

る。

S H40出土の遺物(42-63)

土師器小形壷(42-48) S H40出士士器の器種構

成の中では、小形壷の多さが目を引く。

43• 44及び46は口縁部を欠いているが、概ね45な

いしは47のような形態であると考えられる。ただ45

と47は底部外面を丁寧にヘラケズリしているが、他

のものにはそれは認められない。また43と46には、

底部に若干の平坦面がある。いずれも小型丸底壷の

範疇に入るものである。

42も小型丸底壷であるが、頸部のくびれが小さい

ところに異なった特徴を持っている。それに対し48

は平底の小形短頸壷とも言うべぎ形態で、頸部で粘

土を継ぎ、口縁はヨコナデせずに指で押さえたまま

である。胴部上段には荒くハケメが施されている。

外面には煤が付着しており、何かの煮炊に用いられ

たものと考えられる。

土師器二重口縁壷(49• 50) S H40からは、この

2個体が出土した。 49は一端頸部まで成形した後、

半乾燥の状態で口縁部を取りつけている。 50は口縁

内面上段に、櫛状工具による刺突がある。

土師器壷(51) 頸部を細くくびれさせ、短い口縁

部が内弯気味に開くものである。

土師器甕(52-58) 52はSHI出土の甕(7)と同

形のものである。外面のハケメは 2つの原体で施さ

れている。

54の器壁は薄く仕上がっており、口縁端部にはヨ

コナデによる明瞭な面がある。胴部内面はケズリ状

の板ナデで丁寧に整えられ、外面には煤が、内面に



は食物等の煮炊によると考えられる炭化物が付着し

ている。

55は頸部を強く「く」の字形に屈曲させ、口縁端

部は内外面への強いナデによって上方に鋭く突出さ
① 

せている。 56から58は S 字甕で、安達• 木下編年で

言うところのIIIBないしはNA類に相当するものと

考えられる。

53は肉厚で短い口縁部が大きく開くもので、端部

は単純に丸く収束している。胴部外面と頸部内面に

は荒いハケメ調整がなされている。

土師器高杯(59-62) 60の杯口縁部はやや外反気

味に開き、脚裾は急激に開いている。この点61• 62 

も大差はないが、 61の場合、杯底部外面をヘラケズ

リして整え、屈曲部の稜線をより明瞭にしていると

ころに、若干の相違点が認められる。また59と61は、

脚柱部外面に板状工具による強い縦ナデが施され、

不明瞭ではあるが、面が形成されている。

軽石(63) 表面には幾つかの面に使用痕跡が見ら

れるが、具体的な使用方法は不明である。

S H67出土の遺物(64-69)

出土遺物量は多くはないが、二重口縁壷(64)や杯

屈曲部で若干の突出の見られる土師器高杯(65)、S

字甕(67)、土師器椀(68)などが挙げられる。 66は壷

で、強いヨコナデで二重口縁状に稜線があるが、 64

の様な典型的なものではない。また69の鉄製品は鎌

であると考えられ、床面直上から出土している。

S H54出土の遺物(70-76)

s字甕の脚台部(74"'-'76)や壷(72)、小型丸底壷(7

0• 71)などが出土している。 70は口径が胴部最大径

より大きい形態のもので、底部外面はヘラケズリで

調えられている。口縁部内面及び胴部外面には荒く

ハケメが施されている。 73は布留型甕である。

SK3出土の遺物(77-79)

出土遺物量が少なく、図示できたものはこの 3点

であるが、士師器甕中心の出土であった。口縁端部

が単純に丸く収束するもの (78• 79)と、端部が外側

に若干突出するもの(77)とがある。

S K22出土の遺物(80• 81) 

81は完形の小型丸底壷で、 SK22の底から単独で

出土した。口縁が直線的に開き、胴部の張りの大き

な形態を呈する。磨耗が激しいため、調整の細部は
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不明である。

SK 15出土の遺物(82)

土師器高杯である。杯底部には、脚柱と接合した

際のナデの跡が明瞭に残っている。脚柱外面にはエ

具によって若干の面が取られ、内面にはシボリ痕跡

が残る。

S K29出土の遺物(83)

S字甕の脚台部分である。

S H69出土の遺物(84,..,86)

86は土師器台付甕で、 S字甕の系統のものである。

短いが大きく開いた口縁部には、既に S字甕特有の

屈曲は失われ、上端部は強いナデによって明瞭な面

を持つ。胴部外面には荒いハケメが施されている。

台端部は若干内側に突出が見られるが、折り返しは

ない。安達•木下編年のVA類に相当するものであ

ると考えられる。

土師器椀は 2つのタイプが出土した。 84は口縁部

をやや外反させ、内面に強いナデを施したための明

瞭な稜線を持つ。 85は口縁が内弯して立ち上がるも

ので、端部に面を持つ。

S H68出土の遺物(87,.-,93) 

88'"'-'92の遺物はM-16地区の包含層の出土である

が、 SH68の直上に位置していたので、併せて報告

する。

土師器椀(92)及びS字甕(91)はSH69出土のもの

とほぼ同一の特徴を持つものである。

土師器の壷としては88と89がある。 88は強くくび

れた頸部と球形の胴部を持つもので、口縁は比較的

長く、やや外反気味に開いている。口縁部内面に強

いヨコナデを施し、端部のみ若干内弯させている。

89は口縁部外面を強いヨコナデによって屈曲させ、

一見二重口縁壷の様な形態を持つものである。胴部

外面には縦方向に荒いハケメが施されている。

93は須恵器である。小片であるが、無蓋高杯のロ

縁部である。やや内弯して立ち上がり、端部は丸く

収束する。外面には小さいが鋭い突帯があり、その

下に細かい波状文を施す。以上の特徴より、田辺編
② 

年TK208型式の時期に併行するものである。

S H70出土の遺物(94,.-,97)

95'"'-'97はN-16の包含層からの出土であるが、直

上であるため、同一と見倣して一括して報告する。



94と95は士師器の椀で、 SH69出士のものと際立っ

た差異はない。ただ SH69出土のものに比べ、口縁

端部上に内傾する明瞭な面を持つ。

96と97は須恵器の杯蓋である。 97はTK208型式

併行、 96はそれよりも若干下る時期と考えられる。

S H65出土の遺物(98• 99) 

出土遺物は少なく、図示できたのはこの 2点で、

いずれも須恵器である。

杯身(99)はその形態から TK208型式に併行する

ものと考えられる。

98は甕の口縁部と考えられ、ロクロで成形されて

いる。口縁端部は外に折り返されている。 99と同時

期であるかについては疑問であり、時期を特定する

までには至っていない。

その他の出土遺物(100-105)

100,....___,102はSD55からの出土である。遺物にはい

くつかの時期のものが混在しており、杯部内面にミ

ガキのある士師器高杯(100)は布留 I式併行のもの

であるが、土師器甕(101)は飛鳥から奈良時代頃の

特徴を持つものである。

103はSK62からの出士である。須恵器の杯身で、

TK208型式併行の時期に比定できる。

104と105は須恵器の甕ないしは壷の口縁部と考え

られるもので、 104はSD49から、 105はそれに近接

したL-8包含層よりの出土である。いずれも細か

い波状文を持つが口縁端部の形態に相違点があり、

別個体であると考えられる。

〔飛鳥～奈良時代の遺物〕

S K39出土の遺物(106-108)

106は須恵器の杯身で、 107は土師器の皿である。

108は須恵器で、 6世紀から 9世紀初頭頃にかけ

て見受けられる器種である。古い時期には把手の付

くものもあるが、概して口径に比べ非常に深く、内

面底面積の小さい形態を持つ。つまり、必然的に傾

斜が強くなっている。また底部の器壁も際立って厚

〔註〕

① 安達厚三•木下正史「飛鳥地域出土の古式土師器」 （考古学雑

誌60-2 1974年）
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いことも、特徴の一つとして挙げることができる。

この器種は従来漠然と「擢鉢」と言われてきたが、

これらの特徴は、「擢る」行為よりも寧ろ「春く」

行為に適していると言える。

強い傾斜は常に対象物を中心部に集め、底面積の

小ささはより強い圧力で春き潰す能力を高めるのに

役立っている。厚い底部は細長い器形の重心を低く

し、安定性を持たせると共に、衝撃への補強の意味

があると考えられる。底部外面に不規則に開けられ

た無数の穴は、「捕る」時の「滑り止め」などでは

なく、器壁を厚くしたための、焼成の際の歪みやヒ

ビ割れを防ぐためのものであると考えられる。

この器種で春いた対象物については明確にはでき

ないが、 『皇太神宮儀式帳』に須恵器として「塩春」

とあるのは注目される。つまり、対象物の一つとし

て「堅塩」を挙げることができよう。

S K61出土の遺物(109)

109は土師器の皿である。

S HlO出土の遺物(110•111)

出土遺物量は極端に少ない。 110は須恵器の杯蓋

である。

111は須恵器の鉢形のものと考えられる。ロクロ

成形で外面にはカキ目が施されている。

〔平安時代の遺物〕

SK2出土の遺物(112-114)

112と113は土師器の皿である。外面に指押さえの

痕跡をよく残している。

〔鎌倉時代の遺物〕

J-6 包含層出土の遺物(116• 117) 

いずれも山茶椀と通称されている陶器椀である。

有高台のもの(116)と無高台のもの(117)であるが、

法量も口縁部形態も差異はない。いずれも完形で、

しかも並んで伏せられた状態で出土しており、検出

できなかったが出土地点が中世墓であった可能性が

高い。 （清水正明・小林秀）

② 田辺昭三『陶邑古窯祉群 I』 （平安考古学園クラプ 1966年）
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第10図 出土遺物実測図 (1) (石器 2: 3, 土器 1: 4) 
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第13図

第 3表 出土土器観察表 (1)

番号 遺 構 器種 器形 法量(cm) 成形・調整の 特 徴 色 調 胎土 焼成 残存度 備 考 登録番号

4 SH40 ” 深鉢
（口）（高） 外刻面みに瓜型の連続剌突、口唇部に 暗褐色 密 良 ロ縁部片 11-4 

5 M包-含層5 ” ” 
， 外面に瓜型 淡橙褐色 やや粗

” 体部小片 4-8 

6 ” ” ” 
， 外面に瓜型 ” ” ” ” 

4-9 

7 ” ” ” 
， 外面に 5mm間隔の浅い瓜形 ” ” ” ” 

4-10 

8 包L含層5 ” ’’ 
， 外面の沈線 淡赤褐色 ” ” ” 

6-9 

， 包J-含層6 器縄文土
” 

， 外面に間隔の広い瓜型文 淡赤褐色 密 ” ” 植物繊維痕 6-5 

10 // 

” ” 
， 内・外面に粗い条痕 淡橙褐色 ” ” ” 

// 6-4 

11 SH45 ” ” 
， 外面に剌突文と 2条の沈線 暗褐色 密 ” 

片ロ縁部下付近小 26-2 

12 ” ” ” 
， 

” ” ” ” ” 26一 1

13 ’’ ” ” 
， 外面に矢羽根状沈線 ” ” ” 体部小片 26-6 

14 ” ” ” 
， 

” ” ” ” ” 
26-8 

15 ” ” ” 
， 

” 淡橙褐色 ” ” ” 
26-7 

16 ” ” ” 
， 

‘’ 橙褐色 ” ” ” 
26-5 

17 ” 
// 

” 
， 外面に縄文 黒褐色 ” ” ” 

6-1 

18 包1-含層7 ” ’’ 
， 外面に 2本の沈線 淡赤褐色 ” ” ” 

6-2 

19 S K24 ” ” 
， 外面に 2本の沈線と弧状の沈線 淡橙褐色 ” 軟 ロ縁部片 6-7 

20 ” ” ” 
， 外る剌面突に斜め方向から棒状工具によ

” ” 良 体部小片 6-6 

21 ” ” ” 
， 外面に矢羽根状沈線 淡赤褐色 やや粗 ” ” 5-7 
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第 3表 出土土器観察表 (2)

番号 遺構 器種 器形 法量(cm) 成形・調整の特 徴 色 調 胎士 焼成 残存度 備 考 登録番号

22 S K24 縄器文土 深鉢
（口）（高） 不 明 淡橙褐色 やや粗 やや軟 底部片 6-8 

23 S D26 
” ” 

， 外面の縄文 黒褐色 ” 良 体部小片 6-3 

24 S K36 
” ” 

， 外面に隆帯、口縁端部に縄文 ” ” ” ロ縁部小片 6-11 

25 ” ” ” ’ 
外の面縄文に隆帯に縄文、区画内に羽状

” ” ” 体部小片 6-13 

26 ” ” ” 
， 外の面縄文に隆帯帯に縄文、 区画内に 1本

” ” ” ” 
6-14 

27 ” ” ” 
， 外面に隆帯 ” ” ” ロ縁部小片 内面に煤付着 6-10 

28 SH41 
” ” 

， 外面に羽状の沈線 赤褐色 ” ” 
26-4 

29 M包-含層6 ” ” ＇ 
外線面に横方向に沈線、その下に条 淡橙褐色 ” ” 

26-3 

30 SHl 土師器 小型壷 6.6; 7.5 不明瞭 黒褐色 粗 やや軟 90% 31-3 

31 ” ” ” ll.2, 8.0 外ロ縁面押内面ナにデ横ハケメ、 内面ナデ、 （（外内））黒暗褐灰褐色色 密 良 ロ縁1/6 外面に煤付着 2-2 

32 ” ” 『`
21.6; ロ縁内外面ヨコナデ 褐色 ” ’’ ロ縁1/12 2-3 

33 ” ” ” 
14.0; ” 淡褐色 ” ” ロ縁1/5 1-7 

34 SHI 

” 高杯 15.9; 13. 7 杯工部具 ：ヨコナデ→ナデ、 脚部： 灰橙褐色 ” ” 70% 黒斑あり 29-3 
Pit 1 ナデ→ヨコナデ

35 ” ” ” 
10.0; 10.1 杯外テ部面ナ、デ： 内ヨ面コ、ナデヨ→コナナデデ→、脚板部ナデ：、タ 黒褐色 粗 ” 完形 30----4 

36 SHl ” 甕 12.0; ロ縁内外面ヨコナデ 褐色 密 ” ロ縁1/5 2-4 

37 ” ” ” 
13.4; 内ロ縁面内ナ外デ面ヨコナデ、外面ハケメ、 淡赤褐色 ” ” ロ縁1/10 外面に煤付着 1-5 

38 ” ” ” 屯胴 端部折返、指押 ” やや粗 ” 台部のみ 1-1 

39 ” ” 
ミニチ ， 外面に指押ナデ、内面にナデ 淡褐色 ” ” 底部のみ 2-5 
ュア

40 SH4 
” 甕 16.2; 面ロ縁ナ酉ァ ・外面ヨコナデ、胴部内外 （（外内））暗暗橙灰褐褐色色 ” ” ロ縁1/9 粘外土面巻に上煤付着 3-3 

41 ” ” 高杯 22.5; 不明瞭 （（外内））褐淡褐色色 密 ” 杯ロ縁部1の/8み 4-6 

42 SH40 
” 小型壷 9.6; 7.0 外面：ヨデコ→ナナデデ→指押ナデ、内面：

ヨコナ
明橙褐色 ” ” 完形 11-2 

43 ” ” ” 
， 外デ→面エ：具ヨナコデナデ→ナデ 内面：ナ 褐色 ” ” ロ縁部を欠く 18-2 

44 ” ” ” 
， 内外面ナデ ” ” ” ” 

18ー 1

45 ” ” ” 
8.4; 9.5 外ズナ~面デリ→、：指内ヨ面押コナ：デヨ→コナタテデ→ハケナデメ→→板ケ 灰褐色 やや粗

” 80% 30----3 

46 ” ” ” 不明瞭 明褐色 密 ” ロ縁部を欠く 18-3 

47 ” ” ” 9.2; 7. 7 外ナリ面、デ内：面ヨ コ： ナヨデコ→ナ粗プ押→ナナデデ→→エケ具ズ 褐色 ” ” ほぽ完形 32一 1

48 ” ” ’’ 
7.5; 9.6 外指面押→：指ナ押デ→ハケメ→ナデ、 内面： （（外内））淡暗褐白褐色色 ” ” 完形 煤付着 31-2 

49 ” ” 
品 口 16.0; 外コ面ナデ：→ヨ指コ押ナデナ→デナデ、 内面： ヨ 暗褐色 ” ” ロ縁1/3 11-1 

50 ” ” ” 
18.0; 内外面ヨコナデ、内面に櫛目アリ 明褐色 ” ” ロ縁1/5 18-4 

51 ” ” 壷 8.0; 内外面：ヨコナデ→ナデ 赤褐色 ” ” ロ縁1/2 10----4 

52 ” ” 甕 16.0; 外指メ面押（：原デヨ体コ）ナデ→面クテ・板ヨコハケナ2 、内：檜ナデ→ 淡褐色 ” ” ロ縁1/2 10-1 

53 ” ” 
// 16.0; 面外面：ヨコデナ→デ→斜タテハケ板メ、 内デ

：ヨコナ ハケメ→~ ナ 暗橙褐色 ” ” ロ縁1/4 10-5 

54 ” ” ” 
12.4; 外面ケ：ヨコ面ナデ→タテハケメ→ズ斜リ

ハ メ、内 ：ヨコナデ→ケ 暗褐色 ” ” ロ縁1/10 内外面に煤付着 17-3 

55 ” ” ” 
12.4; 外内面面： ヨコナナデデ→→工ナ具デナデ→ナデ、

：ヨコ 淡褐色 ” ” ロ縁1/3 10---2 

56 ” ” ” 
14.0; 外面面：ヨコデナデ→タテハケメ、内

：ヨコナ →ナデ 暗灰褐色 ” ” ロ縁1/8 15-3 

57 ” ” ” 
14.0; ” 褐白色 ” ” ロ縁1/4 15— 4 

58 ” ” ” 
12.4; 外面面：ヨコデナ→デ→指押タテハケメ、 内

：ヨコナ ナデ 白褐色 ” ” ロ縁1/4 10-3 

59 ” ” 高杯 11（脚.径2;） 端ナ部デ内外面ヨコナデ、外面タテ板 灰褐色 ” ” 脚部のみ 11-3 
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第 3表 出土土器観察表 (3)

番号 遺構 器種 器形 法 量(cm) 成形・調整の特徴 色 調 胎土 焼成 残存度 備 考 登録番号

60 SH40 土師器 高杯 1（6口.）1;1（2高.0） 外内面面： ヨコナナデデ→→ナナデデ→ヨコナデ、
・ヨコ 暗赤褐色 密 良 50% 17-2 

61 ” ” ” 
15 0; 脚杯部部内：外ケ面ズ：リヨ状コ板ナナデデ→→エハ具ケナメデ、 褐色 ” ” 脚端部を欠く 12一 1

62 ” ” ” 
17.0; 外内面面： ヨコナデ→指ナ押デ→ハケメ、

：ヨコナデ→ 暗橙褐色 ” ” 杯部のみ 13一 1

64 SH67 ” 五雪ロ 25.0; 不明瞭 褐色 ” ” ロ縁1/12 l!t-----4 

65 ” ” 高杯 20.6; 内外面：ヨコナデ→ナデ 暗灰褐色 やや粗 ” 杯部のみ30% 20---1 

66 ” ” 壷 13.0; 外面工 ：ヨコナデ、内面：ヨコナデ
→ 具ナデ

暗橙褐色 密 ” ロ縁1/2 19-1 

67 ” ” 甕 10（台.径4;） 端部折返 ” やや粗 ” 台部のみ 19-5 

68 ” ” 椀 13.0; 不明瞭 褐色 密 ” ロ縁1/7 21一 1

70 S H54 ” 小型壷 8.6; 7.0 外ズ面リ ：ヨコナデ→タテハケメ→ケ
、内面：ヨコナデ→ナデ 淡褐色 ” ” 80% 8-5 

71 ” ” ” 
9.0; 不明瞭 暗褐白色 ” ” ロ縁1/3 20-2 

72 ” ” 壷 16.6; 外面面・ ョコデナ→デ→指押タテハケメ、 内
：ヨコナ 明灰褐色 ” ” ロ縁1/3 27-1 

73 ” ” 甕 ， 内外面ヨコナデ 暗灰褐色 ” ” ロ縁小片 外面に煤付着 27-2 

74 ” ” ” 
（閉 端部折返 明褐色 ” ” 台部のみ 20-5 

75 ” ” ” （烹杓 端部折返、外面ハケメ 暗赤褐色 ” ” ” 20---6 

76 ” ” ” 冑告 端部折返 ” ” ” ” 20---4 

77 SK3 ” ” 
外面：ヨコナデ、内面：ハケメ 褐色 ” ” ロ縁1/6 1-2 

78 ” ” ” 
16.0; ロ縁→指内面押→：ハケメ、外面：ヨコナ

デ ハケメ 橙褐色 やや粗 やや軟 ロ縁1/2 外面に煤付着 3-4 

79 ” ” ” 
12.4; 内ロ縁面内：外指面押ナ：ヨデコナデ、 外面ナデ、 赤褐色 密 良 ロ縁3/5 1-6 

80 S K22 
” 高杯 ， 杯外面底部にハケメ 明褐色 やや粗 ” 杯底部のみ 5-6 

81 ” ” 小型壷 8 3; 9.2 外面ナ ヨ指コ押ナデ→ナデ、内面：ヨ
コデ→ ナデ 淡褐色 ” ” ほぽ完形 29-2 

82 SK15 ” 高杯 ， 杯工外具面に ：ヨコナデ→ナデ、脚部：
よるナデ ” 密 ” 杯底部と脚部分 5-5 

83 SK29 ” 甕 （虐甕） 胴部外面：ハケメ、台端部折返 橙褐色 やや粗 ” 台部は完形 外面に煤付着 5-4 

84 SH69 ” 椀 13.6; 5.6 外ヨ面コナ：ヨデコ→ナエデ具→に指よ押るナタデテ、 ナ内四ァ ： 淡橙褐色 密 ” 25% 15ー 2

85 ” ” ” 
13.1 ; 4.5 内外面：ヨコナデ→ナデ 暗赤褐色 ” ” 完形 31-4 

86 ” ” 甕 16.6, 35.8 外ナ面プ一＊ ：ヨコナデ→タテハケメ→板 （（外内））黒褐褐色色
” ” ほぼ完形 外面に煤付着 28一 1

87 SH68 ” ” 
9.2; ロ縁内外面ヨコナデ 赤褐色 ” やや軟 ロ縁1/4 19-2 

88 ” ” 壷 9.0; 18.0 内外面：ヨコナデ→ナデ 褐色 ” 良 40% 23-2 

89 ” ” ” 
12.0; 外面面：ヨコナデ→タテハケメ、内

：ヨコナデ→ナデ
（（外内））灰淡橙褐褐色色 ” ” ロ縁1/2 23-3 

90 ” ” 甕 12.6; 外面ナ：ヨコ押ナデ→ナデ、 内面：ヨ
コデ→指

褐色 ” ” ロ縁部は完形 25-5 

91 ” ” ” 
12.4; 外面面：ヨコナデ→デ→板タテハケメ、内

：ヨコナ ナデ ” ” ” ロ縁1/2 23一 1

92 ” ” 椀 13.5; 4.5 外面面：ヨコナデ→ナデ→指押、内
：ヨコナデ→ナデ 暗橙褐色 ” ” 30% 24-4 

93 ” 須恵器 高杯？
＇ 

ロクロナデ、外面に波状文 暗灰色 ” ” ロ縁部の小片 19-6 

94 S H70 土師器 椀 10.6, 4.2 外面ナ：ヨコナデデ→指押ヽ内面：ヨ
コデ→ナ 橙褐色 ” ” ロ縁1/2 25-1 

95 ” ” ” 
11.3; 4.2 不明瞭 赤褐色 ” ” 完形 15-1 

96 ” 須恵器 蓋 11.4; 4.6 ロクロナデ→ケズリ 暗灰色 ” ” ロ縁1/3 25-3 

97 ” ” ” 
12.0, 

” 灰白色 ” ” ロ縁1/4 25ー 2

98 SH65 ” 甕 23.0; ロクロナデ、口縁端と外に折返 暗灰色 ” ” ロ縁1/6 21-2 

99 ” ” 杯 11.0; ロクロナデ→ケズリ 灰色 ” ” ロ縁1/6 21-3 
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第 3表 出土土器観察表 (4)

番号 遺構 器種 器形 法量(cm) 成形・調整の特徴 色 調 胎土 焼成 残存度 備 考 登録番号

100 S D55 土師器 高杯 1 （口o）・ （高） ョコナデ、内面に斜のミガキ 橙褐色 密 良 ロ縁部1/4 8-3 
6.' 

101 ” ” 甕 18.0; ロ縁内内外面面ヨコナデ、外面：ハケ 明橙褐色 ” ” ロ縁部1/4 8-4 
メ、 ：ヨコハケメ

102 ” ” ” 
15. 7; 外プー＊→ 面：ヨコハケメ、内面：ヨコナ （（外内））淡橙褐褐色色 密 良 ロ縁部1/4 9-2 

ナデ

103 S K62 須恵器 杯 10.0; ロクロナデ→ケズリ 灰色 ” ” ロ縁部1/6 21-6 

104 S D49 ” 甕
＇ 

ロクロナデ、外面に波状文 ” ” ” ロ縁部小片 9-5 

105 包L-含層8 ” ” 
， 

” 暗灰色 ” ” ” 
25-4 

106 S K39 ” 杯 12.0; ロクロナデ 灰色 ” ” ロ縁部1/18 9-4 

107 ” 土師器 皿 19.0; 2.4 不明瞭 赤褐色 ” ” ロ縁部3/8 8-1 

108 ” 須恵器 鉢 （底10径.2）; 底部外面に浅い剌突アリ 暗灰色 ” ” 底部1/2 17-1 

109 S K61 土師器 皿 16.4; 1.7 ロ縁部内外面ヨコナデ 赤褐色 ” ” ロ縁部1/3 21-4 

llO S HlO 須恵器 蓋 ， ロクロナデ→ケズリ、ツマミ貼り
灰白色 ” ” ロ縁部を欠く 5-1 

付け

111 ” ” 鉢？ 21.6; ロクロナデ、外面カキ目 灰色 ” ” ロ縁部1/8 3-2 

112 SK2 土師器 皿 12.6; 3.0 ヨコナデ→ナデ 褐色 ” ” 80% 1-3 

113 ” ” ” 12.2; 2.5 ” ” ” ” 完形 底部外面に圧痕 31-1 

114 ” 須恵器 杯 12.8; ロクロナデ 灰色 ” ” ロ縁部1/8 1-4 

115 
0-16 

土師器 甕 13.4; 外面面： ：ヨコナデ→タテハケメ、内 明橙褐色 ” ” ロ縁部1/6 22一 1
Pit 1 ョコナデ→ナデ

116 包J-含層6 陶器 椀 15.0 ; 5.1 ロクロナデ、底部糸切 灰色 ” ” 完形 30----2 

117 ” ” ” 
15.0; 5.0 

” ” ” ” ” 高台なし 30-1 

(3) 結 吾――11Cl 
今回の調査で東浦遺跡は、断続的にではあるが、

縄文時代から中世に至る複合遺跡であったことが判

明し、遺構としては縄文時代中期末菓頃からを検出

することができた。また遺物としては、木葉形尖頭

器の出士も注目される。

以上のように比較的充実した成果を得ることがで

きたが、恐らくこの丘陵上に広範囲にあったであろ

う遺跡群のごく一部分を調査したに過ぎず、調査結

果から導き出される解釈は、自ずと限定されたもの

とならざるを得ないことは言うまでもない。

本遺跡は前述のように、大きくは南北に伸びる第

三系鮮新統奄芸層群の丘陵の東端に位置している。

そして調査の結果、遺構検出面が南南東方向で急激

に落ち込むと言う地形的な特徴のあることも明らか

となった。恐らくこうした自然地形的条件は、時代

を遡る程、土地利用に際し大きな制約となったであ

ろうことは、容易に想定することができる。よって

局地的ではあるが、地形と居住域の関係について、

時代を追ってどの様に推移していったかを若干見て

おきたい。

落ち込みの部分は、調査前の状況において既に北

西部分よりかなり低い畑地となっていたが、遺構基

盤層が高位部で耕土直下であったのに対し、落ち込

み部分には凡そ60cmもの黒色士が堆積していた。そ

して SB81などが建ち並ぶ所は最も低位置にあり、

その部分にはかなり大きな礫を含む層が露頭してい

た。

この礫層は、丘陵形成前の堆積層と考えられる。

また地形的に見て南及び東を谷筋によって規制され

たこの丘陵はかつて大きな河川に接していたことは

明らかで、落ち込みはその浸食作用によって形成さ

れたものと判断される。

ところで黒色土層の下には、部分的に黄白色の粘

質土層も認められた。このことは、落ち込み部分が

浸食後一時期、例えば湿地などであったことを想起

させ輿味深い。少なくともこの部分が居住には適さ
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低 地

第14図 大里地区地形概念図

なかったことには疑いなかったようで、特に縄文時

代の遺構や遺物の出土が北側の最も高位部分に集中

しているのは、そのためであると考えられる。

5世紀になっても落ち込み部分には住居は建てら

れず、恐らく居住には適さない状況が続いていたも

のと考えられる。ただ縄文時代との際立った違いは、

住居が落ち込みの周辺を取り巻くように営まれ、縄

文時代の遺構の集中した部分は全くの空白地となっ

ていることである。その理由については想定の域を

出ないものの、空白地が 5世紀の集落のほぼ北側に

位置していること、及び樹木の根跡と思われる小穴

が特に集中していることから、例えば防風のための

山林地であったと判断することもできよう。

落ち込み内に居住するようになるのは、概ね 6世

紀以降である。落ち込み内の遺構は、特に掘立柱建

物の柱掘形の深さが現状で20......_,30cmと、決して良好

な保存状態ではなかった。このことは、検出し得な

かったが、黒色士層中に当時の生活面のあった可能

性を示すとともに、 5世紀から 6世紀に到る間に落

ち込みがある程度埋没し、居住空間となり得る状態
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となったことをも想起させるものである。

さて検出した全時代の遺構において、最も充実し

た内容を持つのが 5世紀代の住居跡群である。勿論

SH54やSH67の北側、また SH40の西側にも住居

跡が広がる可能性が十分にあり、当時の集落を全て

検出できた訳ではない。また、厳密な意味での各住

居の同時併行性も、言わば相対的な判断にしか過ぎ

ない。しかし、建て替えの痕跡が殆ど認められなかっ

たことは、個々の建物の存続期間が短かったことを

示しており、ある程度の集落構造を想定することは

許されるであろう。

まず、住居のまとまりから判断して、単純にSH

40周辺と SH54• S H67周辺で、 2つの単位集団を

想定することができる。特に前者の場合住居の規模

から、 SH40がその中心であったとも考えられる。

1集団の構成人数ついては全くの想定であるが、規

模から推して10"--'15人程度であったと見られる。し

かしこれは、あくまで検出し得た遺構での可視的な

判断に過ぎず、生産や血族などの、実体としての単

位集団とどこまで重なるのかは、今後の課題であろ

う。

ところで、前述したように、 SHlでは主柱穴は

検出できなかった。これは、遺構の残存状況からし

て、主柱穴がなかったと判断してよい。しかし生活

痕跡（炉跡）がある以上、上部構造物は存在してお

り、恐らく屋根を数本の柱で支えるだけの、不安定

且つ簡略なものであったと考えられる。また、高杯

が埋設されていたことも注目される。

以上のように、その意味するところは不明ながら

も、 SHlはかなり特殊な存在と位置づけすること

はできるであろう。そして、 SH40周辺を仮に生産

ないしは血族の単位集団と見た時、 SHlの存在は

大形竪穴住居の SH40との関連をも含めて、重要な

意味を持っていると考えられる。今後の類例の増加

に期待したい。 （小林秀）
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3. 津市大里山室町小谷 C 遺跡

第16図調査区周辺地形図(1: 2,000) 

(1) 遺

遺跡の層序は、第17図に示した。北東壁面では、

調査地区の東隅から北西に向かって 6m程で耕土直

下が岩盤になる。南東壁面では、黄褐色シルト層の

下は酸化したような赤みがかった塊が所々に見られ

る砂質の層で、その下は還元したような青みがかっ

た砂の層が堆積している。

遺物は黄褐色シルト層より上面には殆ど含まれな

いので、遺構検出は黄褐色シルト層の上面で行った。

黄褐色シルト層は、縄文時代の遺物包含層である。

黄褐色シルト層がなくなる所では、遺構検出面を耕

土直下とした。

調査の結果、竪穴住居4棟、掘立柱建物 1棟など

を検出した。

A. 竪穴住居

S H 1 長辺約3.7m、短辺約2.7mの長方形で、

深さは検出面より約30cmである。

北辺の東隅寄りには、竃を伴っていた。竃の袖石

から壁に向かって、部分的に焼けた粘士の塊が残存

し、上方からの圧力で潰れたような形で皿や長胴甕

が出土した。また竃内にあたる壁面の上部は、よく

焼けていたが壁には煙道はなかった。
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今回の調査は、昨年度実施された調査地区に隣

接して行われた。昨年度の調査では調査地区の南

西隅に柱穴、下層に縄文時代の遺物包含層が確認

遺構がある可能性を想定して行った。

調査に当たって 4mグリッドを設定し、西から

数字、北から南にアルファベットを与え、小地区

とした。

表土と無遺物層は、重機により掘削し、その後

下層遺構の検出作業は、上層検出面に遺物が比

の部分では重機を使用した。

構

竪穴住居の西側には直径82cmの土坑、その東側に

は三角形の士坑があるが、竪穴住居に伴うものであ

るかどうかは不明である。周溝及び主柱穴は検出さ

れなかった。

出土遺物は、土師器の杯• 皿• 長胴甕などや、須

恵器の杯蓋• 身などがある。

SH2 平面形は台形を呈し、長辺が約3.3m、

短辺約l.9,..,__,2.8mで、深さは検出面より約 7cmであ

る。

周溝らしい溝の一部と、主柱穴と思われる穴が 3

個検出された。北側の隅が SHIを切っている。

出土遺物は、士師器皿や甕片などが数点である。

SH3 長辺が約2.6m、短辺が約2.2mの長方形

で、深さは検出面より約6,..,__,13cmである。主柱穴と

思われる穴が 3個検出された。

出土遺物は、土師器甕などの小片のみであった。

SH4 一辺が約2.2mのほぼ正方形で、深さは

検出面より約 6,..,__,16cmである。

出土遺物は、土師器や須恵器などの小片のみであっ

た。
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B. 掘立柱建物

S85 東西 2間、南北 1間以上の総柱建物で、

更に北東の調査区外に続くものと考えられる。柱問

は桁行1.7m、梁行1.9mである。柱掘り形は円形で、

直径20cmで、深さは20------30cmである。

(2) 

C. 土坑

SK6 平面形は一辺が約1.4mのほぼ正方形で

ある。埋土に焼土と炭化物を多く含む。

出士遺物には、土師器甕や須恵器杯がある。

遺

縄文時代の遺物 (1-16) 

この時代の遺構は認められなかったが、縄文土器

が調査区の南東側で集中的に出土した。

土器類には胎土に繊維を含む一群(1'"'--4)と、縄文

や羽状沈線を施した一群(5'"'-'13)があるが、土器片

はいずれも著しく磨耗していた。

繊維を含む一群には爪型の沈線が散漫についてい

るもの(3)と、隆帯に押圧した跡が見られるもの(1・

2)がある。また底部付近の部分(4)もあり、尖底で

あることが窺われる。これらの一群は、早期末のも

のと考えられる。

縄文や羽状沈線を施した一群の中には、底部やロ

縁端部がある。底部には、網代跡の残るもの(12)が

ある。口縁部には縄文を施したもの(8)と、太い沈

線や条線を施したもの(5'"'--9)がある。羽状沈線を施

弄

物
したものは橋状把手をもち、その上面には更に S字

① 

状の沈線を持つ。北白川C式 2期に比定できよう。

これらの一群は、中期末のものと考えられる。

石器類には磨製石斧(14)とスクレーパー(15)、更

に二次加工された剥片(16)がある。磨製石斧は砂岩

製、スクレーパーはサヌカイト製、二次加工された

剥片はチャート製である。磨製石斧はかなり使用さ

れたようで、刃部が著しく磨耗している。形態から

縄文時代のものと判断される。

SH  1出土の遺物(17,..,24)

土師器杯(17) 器壁は全体的に厚い。口縁部は直

線的に外へ開き、端部に近づく程薄くなり、丸く仕

上げている。

土師器甕(20) 頸部が「く」の字に屈曲し、口縁

端部を上方に摘み上げ、弱い面を形成する。

ィこ

_L  

e) 

b
 

•••• 
b
 甘

--1___ 

f 

21.0m 

01 
1 m 

第18図 SHI平面図 (1: 50) 第19図 SHI土器出土状況図 (1: 20) 
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② 

須恵器杯蓋(23) 陶邑編年N-3に比定できよう。

須恵器杯身(24) 高台に特徴があり、高台外側下

部に内傾する面を持つ。

SH2 出土の遺物(25• 26) 

土師器甕(26) 口縁部は内側に丸みをもって肥厚

し、端部は上方への摘み出しで、やや丸みのある三

角形状に仕上げている。

SH3出土の遺物(27)

土師器甕(27) ロ縁部は少し外反するが、口縁部

を内側に折り返し、口縁端部は丸みをもたせて仕上

げている。

S85出土の遺物(28)

土師器小皿(28) 南西隅の柱穴から出土したもの

(3) ま

今回の調査では、袖石と支柱石が良好に残る竃を

持つ SHIを検出した。出土遺物から、奈良時代中

期頃と考えられる。

他の 3棟の竪穴住居はいずれも残りが悪く、出土

土器も少量であったため、時期を確定するには至ら

なかった。

SBSは、出土遺物や遺構の形態から、平安時代

末頃の建物と考えられる。

SK6 は、出士した須恵器の椀• 杯から飛鳥時代

後半頃と考えられるが、遺構の性格については不明

である。

〔註〕

① 矢野健一•千葉豊氏 I土器は語る一縄文土器の変遷」（『先史

時代の北白川』京都大学文学部博物館 1991年）

② 中林浩氏『和泉陶邑窯の研究』 1985年

である。底部は比較的平坦で、器壁はやや厚い。ロ

縁端部はヨコナデされ、細く且つ丸く終わる。

SK6出土の遺物(29-31)

土師器甕(31) 底部片であるが、割れ口が擬口縁

状を呈し、成形過程で容器に転用した可能性も考え

られる。

その他の遺物(32-36)
③ 

山皿(33) 常滑窯製品編年II段階に比定できよう。
④ 

須恵器杯身(34) 陶邑編年II-6の杯蓋かIII-1 

の杯身に比定でき、ここでは杯身として取り扱った。

須恵器甕(36) 口縁部外面を帯状に肥厚させ、横

方向のカキメを施し、頚部は波状文で飾る。

と め

以上が主な遺構である。

遺構の検出状況や、昨年度の立会調査地区でも西

隅に柱穴が検出されていることから、遺跡としては、

周辺の削られて低くなっている部分にも、かつては

遺跡が広がっていたものと思われる。

縄文土器が遺構に伴わず、且ついずれも小片で著

しく磨耗していること、また堆積層の状況から判断

すると、縄文土器は流れ込みの可能性がある。従っ

て、調査区より高位の南東や東側に、この時代の遺

跡のある可能性が高いものと考えられる。

（清水正明）

③ 赤羽一郎氏『常滑焼ー中世窯の様相』 （考古学ライプラリー23

1984年）

④ 前掲註②に同じ。
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第20図 出士遺物実測図 (1) (1-------13=1: 3、14-------16=2 : 3) 

第 7表 出土土器観察表 (1)

出土位置 法量(cm)
番号 登録番号 器種 調整• 技法の特徴 胎 土 焼成 色調 残存度 備 考

遺構 ロ径器高

1 8-1 蹂 包D含7層 隆ロ縁帯部に押は圧小波し状た圧痕 密 良 淡橙褐色 小片

2 8-3 
” 沿 刻目突帯文 密 やや良 淡橙褐色 ” 外面に媒付着

3 8-2 
” 包G含S層 無文 密石混(）2ミリ前後の白 やや軟 赤黒褐色 ” 

媒内面と繊全維体痕と外面一部に

4 8-4 
” r出 内面に条痕 石密•(石1 英ミ混リ前）後の白 良 赤褐色 ” 内面に媒付着

5 7-3 深鉢 包E含9層 ロ3縁条真1下組にの細、平い行沈沈線線とその下に縦に やの石や密英混(）3ミリ前後 やや軟 淡橙褐色 ” 
6 7-1 

” 
CB にロ縁太真い沈下線に太い沈線と、 その下に斜め やのや白密石•(石2 英~混5 ）ミリ良 淡赤褐色 ” SHI 

7 7-2 
” 沿 隆部帯は垂を下は沈さ線んで上部は斜位の条線、下 やのや石粗多く(混2）ミリ前後 良 淡黄褐色 ” 

8 7-4 
” 

C9 ロ縁部に、斜めに縄文 やの石や粗多く(混3）ミリ前後 やや軟 淡橙褐色 り？部トレンチ

， 7-6 
” 包E含9層 ロ縁真下に、深い平行沈線 密石混(）1ミリ前後の白 良 橙褐色 小片

10 7-5 
” Yi 羽状沈線 やの石や粗多く(混2）ミリ前後 良 淡橙褐色 ” 

11 6-1 " 包E含9層 橋胴状部把は手羽状上文にS字沈線、 周りに刻目、 やのや白密石•(黒1~斑粒2 ）ミリ 良 暗灰褐色 把み手部の

12 6-2 
” 『出 底11径.7 ナデ 石密•(石3 英ミ混リ前）後の白 良 暗橙褐色 ~r 底部に網代跡
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第21図

第 8表

出土遺物実測図 (2) (1: 4) 

出土士器観察表 (2)

出土位置 法量(cm)
番号 登録番号 器種

遺構
調整• 技法の特徴 胎 土 焼成 色調 残存度 備 考

ロ径器高

13 6-3 深鉢 沿 底径 剥離がひどくて不明 粗石多(3く混ミ）リ前後の白 粗 淡橙褐色 朽？12.5 

17 2-4 土杯師器 C8 15.0 約3.4 底ロ縁部外ヨ面コ指ナ押デさえ 後やのや茶粗黒(斑0.粒5混ミ） リ前 やや良 橙 閲SHI 

18 1-6 士皿師器
” 17.4 ロ縁部ヨコナデのち内面に暗文 やのや白密石混(）1ミリ前後 良 暗黄 閉

19 5-2 土師器

” 21.0 2.4 一ナ部デ、但し口縁リ端部ヨコナデ、底部の 後やのや斑粗粒(多0.く5混ミ） リ前 良 明橙 5/6 内面に媒皿 ヘラケズ

20 1-5 土甕師器
” 16.0 指口押頸部さえヨ後コ刷ナデけ、目体？部内面ナデ、 外面 後やのや密白石(混0.）5ミリ前 良 橙 閉 表面摩耗

21 3-2 土甕師器
” 22.8 ヨコ部ナデ やの石や混密） (1 ミリ前後 良 淡黄 阻 体部に媒口頸不明

22 1-7 土甑師器
” 22.6 体部かデら口頸体部部外は刷面けナ目デ？口頸部外面 やの石や粗英•(1白石ミ混リ前）後 やや軟 明橙 鷹 傾体部き内？面に媒ヨコナ 、 は

23 5-1 須杯恵蓋器
” 18.8 2.7 外み面上部はロクロヘ他ラケズリ、ナ後デつま 密 良 淡灰色 1/2 ロロ縁ク部ロ右に回自転然釉ハリッケ後ナデ、 ロクロ

24 1-2 須杯恵身器
” 高8台.2径 底後部ナ内デ面ロクロナデ、ケ外後面ナヘラケズリ 密白石(0混.1）~0.3 ミリの 良 淡黄灰色 ~f 。高台ハリツ デ

25 2-1 土誓器 C8 14.0 1.5 剣離がひどく不明 斑や粒や粗多く（黒混斑）粒•茶 やや良 淡橙褐色 1/5 表面剣離状態SH2 

26 2-3 土甕師器
” 19.2 体9部本内1面cmヨコナデ、外面刷け目 密 やや軟 淡黄褐色 隈 表面剣離状態

27 1-1 
” 

EB 19.2 ロ縁目内面本は横方向・外面は縦方向の刷 密 良 淡橙褐色 閉SH3 け 4 1 cm 

28 2-5 土小師皿器 SBS 9.0 1.5 但ロ縁し、ヨ底コ部ナ外デ面指押さえ やの茶や粗斑粒(多1くミ混リ前）後 やや軟 淡黄褐色 5/7 

29 4-2 須椀恵器 SK6 10.2 3.6 ロクロナデ、底部ヘラ切り未調整 やのや白粗石混(）3ミリ前後 やや軟 青灰色 部欠ロ縁のげ部み一の 表面剣離状態

30 4-1 須杯恵身器 SK6 9.5 3.3 ロクロナ縁デ外、底面部はヘラ切り未ラ調ケ整ズ やリのや粗白石(混o.）s~3 ミやや軟 暗灰色 一のロ縁部欠端のけ部み
但し、ロ ロクロヘ リ

31 4-4 土甕師器 SK6 底径 底5部本から胴部にかけて刷け目 やのや白石良 •(黒1 石ミ混リ前）後 やや良 赤褐色 底部分部の～一胴部 ロるし縁て使部用が不の可明瞭能性で椀も残と
4.6 1 cm のみ

32 4-3 土高師杯器 G9 12.4 ヨコナデ やの石や英密•(長1 入石混り前）後 良 淡橙褐色 杯部のみ 表面剣離状態トレンチ

33 1-4 山茶碗 D7 8.5 2.5 ヨコナデ や白石や混密） (1 ミリ程の 良 淡灰色 完形 然内釉面全体～口縁部に自
山皿 表土下 但し底部糸切り後ナデ

34 1-3 須杯恵？器 包D含9層 9.0 約4.6
ロクロナデ 石や英や混密） (1 ミリ程の 良 明灰色 1/4 底部外面ヘラ起こし後ナデ

35 2-2 須恵器 F8 14.8 3.1 ロクロナ外デ やリやの粗白石(0多.3混~）0.5ミ やや良 淡黄灰色 3/4 ロクロ右回転皿 P2 但し底部 面はロクロヘラケズリ

36 3-1 須恵甕器 FS 28.6 頸口頸外面内面は櫛か描ら波口縁状端文部はロクロナデ口 密（黒斑粒混） 良 灰色 閉P4 
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4. 津市大里小野田町 古^ 里 遺 跡

当遺跡は、津市大里小野田町に所在する。現況は

水田及び畑地である。調査期間は平成4年 9月17日

----.....10月 1日で、調査面積は950面である。調査区は、

便宜上北からA---.....Dの4地区に分けた。調査区の基

本層序は上から耕土 (20---.....3ocm)、暗褐色士 (20----.....

30cm)、黄灰色土（地山）となるが、 B区の北側と

C区の東側は地山が青灰色粘土であり、この地区に

は遺構はなかった。検出した遺構は、溝 4 条•土坑

第22図調査区周辺地形図 (1: 2,000) 

-34一

4基などであった。出土遺物は総数で整理箱に 1箱

で、その大半がA区からであった。 p1からは南伊

勢系の中世土師器禍片が、 P7からは奈良時代の須

恵器杯片が出土しており、包含層遺物からもA区は

奈良時代から室町時代後期の遺跡と考えられる。 B

'"'""'D区も包含層遺物から同時期と思われるが、 C区

のSDIからは現代の陶器片も出土しており、撹乱

を受けているものと考えられる。 （石川隆郎）



B地区北側

→ 11 

D地区

--11 

B地区南側

C地区

／
 

? I I I I I 
10cm 
I 

tom 

第23図 遺構平面図 (1: 200)、出土遺物実測図 (1: 4) 
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5. 津市大里小野田町 ~ 為遺跡

多為遺跡は、津市大里小野田町に所在する遺跡で

ある。県道三宅• 一身田停車場線から 2m程も低い

畑地にあり、遺跡の総面積は550mzである。

今回は、平成4年度の県営ほ場整備事業に先立っ

て、掘削を受ける排水路部分の約70面について調査

を行った。出土遺物は、整理箱に換算して 3箱であっ

た。

(1) 遺 構

遺構は調査区の北側半分のみに集中し、竪穴住居

跡が 4棟、複雑に切り合った状態で検出された。出

士遺物より、 SH4以外は、全て奈良時代頃の住居

跡と考えられる。

SHl やや隅丸の方形である。南北辺は3.5m

だが東西辺は調査区外にあり、全体の正確な規模は

不明である。深さは現況で20cm程である。南辺で主

柱穴と思われる小穴を検出したが、周溝は確認でき

なかった。

南東隅の小穴は、或いは貯蔵穴の可能性もあるが

出土遺物がなく、 SHIに伴うものか否かは判断で

きない。北辺の中央部には焼土があり、この住居の

竃跡と思われる。

SH2 やや隅丸の方形である。規模については

部分的に調査区外にあるため確定し難いが、一辺 4

m以上の竪穴住居と判断される。

主柱穴は部分的に検出できたが、やはり周溝は確

認できなかった。また床面中央部のやや北寄りの位

置で、若干の焼土を確認した。 SH2はSHI及び

3を切っており、この焼土はSH2ではなく、恐ら

くSH3に伴う竃跡と思われる。北東隅の主柱穴と

考えられる小穴からは、完形の土師器甕が倒立の状

態で出土した。

SH3 SHI及び 2によって切られており、規

模は全く不明であるが、隅丸方形の竪穴住居と考え

られる。出士遺物も殆どなく、土師器甕の小片が数

点であった。

SH4 大部分が調査区外にあるうえ SHIによっ

てかなり削平をうけており、詳細については不明で

ある。ただ弥生時代の土器の底部が出土しており、

この時代の住居跡の可能性が強い。

(2) 遺 物

土師器甕(1・2) 1は、 SH2の北東隅の主柱穴

から、倒立の状態で出土した。完形であり、かつ出

土状況から推して廃棄されたものではなく、故意に

埋められたものと判断される。法量は、口径15cm、

器高17cmである。

ロ縁は短く、比較的緩やかに外反する。内外面は

ヨコナデされ、外面端部には明瞭ではないが面を持

つ。胴部外面は、縦方向のハケメを施した後、底部

0 

ぷ〗
SH 2 

゜
Sm 

第24図遺構平面図 (1: 100) 
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付近から胴部半ばまで掻き上げる様にヘラケズリさ

れている。内面は横方向のハケメをやや乱雑に施し

た後底部付近を強くナデている。この様な調整は、

伊勢•伊賀の甕に認められる特徴である。

2はSH3からの出土である。他にも数点出土し

ているが、図示できたのはこの 1点のみである。

ロ縁端部はやや三角形状となり、強い面を持つ。

内面には横方向のハケメが施されている。

土師器壷(3・4) いずれも SH4からの出士であ

る。

4は口縁外面に疑凹線状の文様を施し、棒状浮文

を付している。小片であるため詳細については明瞭

ではないが、弥生時代後期頃に比定しうる。

3は弥生士器の壷の底部と考えられる。底部外面

には、作成時に着いたと考えられる凹状の痕跡があ

る。植物の葉脈の様にも見えるが、断定できない。

土師器杯(5• 6) いずれも SHIからの出土であ

る。法量は、 5が口径13.6cm、器高 3cm、6が口径

13.6cm、器高4.7cmである。

5の口縁は内外面がヨコナデされ、弯曲せずやや

外傾ぎみに立ち上がっている。器壁は非常に厚い。

6はロクロ成形され、外面底部付近にはヘラケズ

リが施されている。焼成も非常に良好で、当該期の

土師器杯に比べ、異質な感がある。

須恵器杯(7,...,10) いずれも SH2よりの出土で

ある。

7は、口径12.2cm、器高 4cmで、歪みが大きい。

ロクロで成形されており、口縁は直線的にやや外傾

している。底部は平坦で、ヘラギリの後部分的にナ

デが施されている。

8は口径11cm、器高 4cmで、若干小型である。器

壁は薄く、焼成も悪い。口縁はやや外反し、底部は

丸みを帯びている。

9の口径は12.8cm、器高は4.4cmである。口縁は

やや内弯ぎみである。器壁は比較的厚いが、底部の

み非常に薄くなっている。

10は口径14cm、器高3.9cmで、ハリッケの高台を

持つ。口縁は直線的にやや外傾して立ち上がってい

る。焼成は良好で、外面には薄く自然釉が掛かって

しヽる。

(3) 結 語

前述したように、今回の調査は僅か70面にしか過

ぎなかったが、遺構・遺物共に調査面積に比して多

く、当遺跡が弥生時代から奈良時代にかけての良好

な集落遺跡であることが判明した。また、当遺跡の

総面積は現在550m2とされているが、大里睦合町の

集落の広がる丘陵の北端に立地しているところから、

当然この丘陵部にも更に中心的な遺跡のある可能性

を指摘しうる。

ところで、今回の調査で設定した調査区は、多為

神社の参道に接する形で設けられた。現在の多為神

社は近世には「正天神・正八王子」と呼ばれ、山田

井•野田・小野田の三ヶ村の持合であったと言う。

ただ『延喜式』には伊幣国安芸郡として「多為神社」

の名が見えており、地名からも現在の多為神社を式

内社多為神社に比定されている。しかし、今回の調

査によって現在の多為神社境内へも確実に遺跡が広

がっていることが考えられるところから、式内社多

為神社乃至はその母体となった社自体は、厳密な意

味において他の位置に有ったものとも考えられるの

である。 （小林秀）

~~:::c:::d Q:7. 
~--~ ~ □ 

0~ ぞ~.~ニニニ
第15図 出土遺物実測図 (1: 4) 
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p L. 東浦遺跡

調森区全尿
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PL. 3 東浦遺跡
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東浦遺跡 PL. 4 
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PL. 5 東浦遺跡

• .~ •• 
． ． 

． 
｀
 

- 42-



東浦遺跡 PL. 6 
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PL. 7 東浦遺跡
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東浦遺跡 PL. 8 
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PL. 9 東浦遺跡
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PL. 11 小谷C遺跡
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小谷C遺跡 P L. 12 
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III 芸濃町椋本椋本南方遺跡

1 . 位置と歴史的環境

椋本南方遺跡は、鈴鹿山脈錫伏ケ岳付近を源流と

する安濃川中流域左岸の標高54m前後の河岸段丘低

位面に立地し、行政上は安芸郡芸濃町大字椋本字森・

川原・響野、大字北神山字川向に所在する。

遺跡範囲は東西約200m、南北245mの規模で、約

49,000面の面積をもつ。昭和62年度県営ほ場整備事

業に伴い、水路部分を中心に約4,800面の調査を実

施している。調査区はA,,..__,I区に分かれ、奈良～平

安時代前期の竪穴住居12棟、掘立柱建物 1棟、鎌倉

時代の掘立柱建物 5 棟、溝•土坑等が検出されてお

り、包含層からは縄文時代後期の土器片も出土して

し、翠。

今回の調査は平成4年度県営ほ場整備事業に伴う

ものであり、水路部分を中心に約730面を調査した。

調査区はA~F 区の 6 ヶ所にわかれる。

; 0 2.D 
,; l..J....J...J..,.1 1—, __ 1,_1  ,_ 
ll.....,,~-=、-=-叫匹ふヽI●が'""ゞル今心逼I如切ゥー""'"""-''~"-"● ヽ-"~ -

I. 椋本南方遺跡 2. 上新田遺跡

7 . 馬屋町遺跡 8. 栢井戸遺跡

13. 巾遺跡 14. 下川遺跡

19. 野呂氏館跡 20. 林城山城跡

3. 忍田松山遺跡

9 . 多門遺跡

15. 興遺跡

21. 忍田城跡

安濃川流域には、縄文時代から近世にかけての遺

跡が幅広く分布している。椋本南方遺跡(1)周辺の遺

跡を時代を追って概観してみる。

安濃川流域における旧石器時代の遺跡は、現在の

ところ確認されていない。縄文時代に入っても芸濃

町を含め安濃川流域では、最近まで土器を伴出する

良好な遺跡はほとんどなく、上新田遺跡(2)・忍田松

山遺跡(3)で石鏃等が出土しているのみであったが、

平成 3年度、芸濃町教育委員会により発掘調査され

た雲林院青木遺跡(4)では、中期の埋甕と思われるも

のや、後期の中津式土器が多数出士した。また平成

3年度に発掘調査された大石遺跡(5)からは、縄文時

代中期後半の竪穴住居 3棟、土坑 5基、埋甕 1基が

検出され、中期後半から終末に比定される遺物が整
② 

理箱で40箱程出土している。

4. 雲林院青木遺跡

10. 北奥遺跡

16. 里内遺跡

22. 萩野城跡

5 . 大石遺跡

11. 松山遺跡

17. 雲林院城跡

23. 岡本城跡

第26図 遺跡位置図 (1: 50 , 000) (国土地理院『椋本』 1: 25,000より）
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第27図遺跡周辺地形図 (1: 6,000) 口］遺跡範囲 .冒平成 4年度調査区 屡爾か召和62年度調査区 ●試掘坑

第28図調査区周辺地形図 (1: 2,000) 
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弥生時代では、椀田遺跡(6)・馬屋町遺跡(7)・栢井

戸遺跡(8)• 多門遺跡(9)• 北奥遺跡(10)など後期の遺跡

が多く確認されているが、椀田遺跡からは中期の土

器が表採されており、この時期に弥生時代人による

開発が行われ出したと考えられる。

古墳時代においては後期の円墳が数基存在するが、

下流地域に比べてその分布密度は希薄である。

律令時代、この地域は伊勢国安濃郡として編成さ

れ、条里制が施行された。椋本の集落は「四天王文

書」によると、二十条の一の「比ノ山里」に相当す

るようである。椋本南方遺跡・忍田松山遺跡・松山

遺跡(11)では、奈良• 平安時代の遺構・遺物が確認さ

れている。

鎌倉時代にはこの地域にも地頭が補任された。そ

れは美濃夜神社蔵の寛元 2年 (1244) の棟札に、忍

田•生原•雲林院・椋本 4 ケ村の地頭名が記されて

いることからもわかる。また『神鳳抄』からは、忍
③ 

田等に御厨の存在が確認できる。集落の存在は、椋

本南方遺跡・大石遺跡・忍田松山遺跡•松山遺跡・

巾遺跡(12)、野垣内遺跡(13)・下川遺跡(14)・興遺跡(15)・

里内遺跡(16)に認められ、低位段丘面の開発が一層広

く進んだものと考えられる。

戦国時代安濃・庵芸郡は、鎌倉時代に来往し現在

2. 遺

農業基盤整備事業に伴う配水路部分の調査であり、

A,..__.,F地区について調査を実施した（第28図）。以

下、主な遺構を各地区ごとに報告する。その他の遺

構については、第 9表の土坑一覧表、第10表の溝一

覧表を参照されたい。

(1) A地区の遺構

調査面積は約330m2である。土層の基本層序は上

から第一層；黒色土（耕土）、第二層；暗茶色士

（床士）、第三層；黒褐色（遺物包含層）、第四層；

黄褐色土（地山）であり、耕土から地山までの深さ

は50"-'80cmである。包含層出土の遺物は土師器皿・

鍋•山茶椀などの中世遺物が大部分を占めるが、縄

文時代中期と思われる土器の破片4点も出土してい

る。検出された遺構は、平安時代末～鎌倉時代中期

の掘立柱建物 2 棟•溝 4 条•土坑墓 1 基•土坑14基

の美里村長野に本拠をおいた長野工藤氏がおさえ、

雲林院• 細野・草生・家所・分部などの被官を領内

に配し、芸濃町の大半は同氏の勢力下となっていた。

一方、鈴鹿•河曲郡は伊勢平氏の子孫を称する関氏

が支配しており、芸濃町林地区は、長野工藤氏と関

氏の勢力が接する所であったらしい。現在、この地

域に存在が確認されている中世城館もこの状況下で

理解すると、長野工藤氏の一族雲林院氏とその被官

等の城館と推定でぎるものとして、雲林院城跡(17)・

前山城跡(18)• 野呂氏館跡(19)があり、関氏の城館とし

ては林城山城跡(al)を想定することが出来る。他には

忍田城跡(21)・萩野城跡(22)や、所在地が確定されてい

ない椋本城跡がある。また岡本城跡（お）は、資料を欠

き憶測の域を出ないようであるが、元久元年 (1204)

伊賀•伊剪の平氏の余党が一斉に蜂起したといわれ

る「伊勢国三日平氏の乱」で、幕府から平氏追討の

命を受けた平賀朝雅の攻撃を受けたといわれる岡八
④ 

郎貞重の城跡とする説がある。

このような中世城館も、織田信長の伊勢侵攻とそ

の余波の中でしだいに姿を消し始め、その後の近世

への歩みと共に破棄されてゆく。近世以降、椋本周

辺は伊勢別街道の宿場町として発展し、現代に至っ

ている。

構

と、時期不明の溝 2 条•土坑 4 基である。

A. 掘立柱建物

S 839 東側が調査区外のため詳細は明らかでな

いが、桁行 2間、梁行 1間以上を確認した。柱間は

2.2mで、建物方向Nl8°Eの南北棟と思われる。柱

穴から時期不明の須恵器片•長胴甕片が出土してい

るが、 SDlとほぼ平行していること、包含層出土

遺物も山茶椀•土師器鍋等の中世遺物が中心である

ことから、 SDlと同時期の平安時代末期の建物と

思われる。

S 840 西側が調査区外のため確定できないが、

桁行 3間、柱間1.6m、棟方向N6°Eの南北棟と思

われる。柱穴から鎌倉時代前期の山茶椀が出土して

しヽる。
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第29図遺構平面図 (1: 200) 

-55-



C  匹 n u  

|  5 6  |  

匹

I
.
 
黒

色
土

（
耕

土
）

2
.
 
暗

茶
色

土

3
.
 
黒

福
色

土
（

包
含

層
）

4
.
 
黒
褐
色
混
り
黄
褐
色
土

I

5
.
 
黄

矯
色

土
（地
山）

第
3
0
図

6
.
 
礫

混
り

暗
茶

渇
色

土

7
 .
 礫

混
り

茶
褐

色
土

8
.
 
福

色
土

9
 .
 櫻

色
粘

質
土

IO
. 

暗
黄

蝸
色

土

土
層
図

(
1

:
 10
0)
 

11
. 

礫
混

り
暗

黄
福

色
土

12
. 

黄
褐
色
混
り
暗
茶
褐
色
土

13
. 

黄
掲
色
混
り
茶
掲
色
土

14
. 
暗

黒
色

土

15
. 

礫
混

り
黄

福
砂

質
土

I
 

6.
 
暗

矯
色

土

17
. 

礫
混

り
暗

茶
掲

色
土

18
. 
橙

櫻
粘

質
土

19
. 

礫
混

り
橙

福
色

土



B. 溝

S D10 調査区中央部で幅約 1,..___., 1. 8m、深さ約3

0"-'50cmの南北溝を検出した。埋土は暗褐色であり、

平安時代末期～鎌倉時代前期の土師器皿(15•16)•鍋

(17"--19)• 山茶椀(20"--29)• 山皿(30)が出土した。

南端で、東側にほぼ直角に曲がる幅約90cm、深さ30

cmの溝とつながる。溝の北側は、鎌倉時代中頃の山

茶椀が出土した SD17に切られている。

C. 土坑

S K22 西側•東側が共に調査区外のため全容は

明らかでないが、幅約4mの方形の士坑であると思

われる。西側で深さ約30cm、東側で深さ約50cmにな

り、人頭大の石が東側中央部を中心に散在しており、

一部は組まれている。埋土は黒褐色であり、西側か

ら中央部にかけで焼士が見られた。鎌倉時代前期の

土師器皿(1・2)• 山茶椀(4• 5)• 青磁椀(6)などが

出土している。

~ 

S K24 径約I.Sm、深さ約15cmの楕円形の土坑

である。埋土は黒褐色で、炭が混ざる。土坑の周囲

には厚さ約 1cmの焼土が見られた。昭和62年度の調

査でも同じような土坑が多数検出されており、土坑

墓の可能性もある。鎌倉時代前期の山茶椀(7)が出

A 

~~~~ 
0 2m 

第31図

B 

51.Bm 

SX25平面図 (1 : 40) 

~ 
耕土

暗茶色土

黒峨色土

規色土（埋土）

暗黒色土

0 

第32図

＿ 
ー焼土

S K22乎面図• 断面図 (1: 40) 
。』

2m 
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土している。

E. 土坑墓

S X25 幅約85cm、長さ約2.8m、深さ約30cmの

隅丸長方形の土坑墓で SD10を切り検出された。埋

土は暗灰褐色であり、南側に「コ」の字状の石組が

ある。中央部から人と思われる骨片が出土した。焼

土は見られない。鎌倉時代前期の土師器皿•鍋(14) ・

山茶椀(12• 13)が出土した。

(2) B地区の遺構

調査面積は約170m2である。土層の基本層序は上

から第一層；黒色土（耕土）、第二層；暗茶色土、

第三層；黄褐色土（地山）であるが、調査区南側で

は地山が黄色砂礫士になる。なお調査区の南端約50

面については、地山が完全な礫層になり遺構も検出

されなかったため、第29図の遺構平面図からは割愛

した。耕土から地山までの深さは、約35~80cmであ

る。検出された遺構は、鎌倉時代前期～中期の土師

器鍋•山茶椀が出土した SK28の他、時期不明の溝

4条がある。

(3) C地区の遺構

調査面積は約80面である。土層の基本層序は上か

ら第一層；黒色土（耕土）、第二層；暗茶色士、第

三層；黒褐色土（包含層）、第四層；黄褐色土（地

山）となり、耕土から地山までの深さは約60"--'80cm

である。調査区南側で幅約16m、深さ約 lmの河道

S D37を検出した。遺構からの遺物はないが、包含

層から鎌倉時代前期～中期の土師器皿•鍋が出土し

ている。その他、時期不明の溝• 土坑がある。

(4) D地区の遺構

調査面積は約50面である。土層は上から第一層；

黒色士（耕土）、第二層；暗茶色土、第三層；黄褐

色土（地山）である。地山までの深さは約20"--'40cm

である。溝•土坑を検出したが、遺構からの遺物は

無かった。暗茶色土から時期不明の山茶椀が出土し

た。

(5) E地区の遺構

調査面積は約60面である。土層は、耕土直下が黄

褐色の地山であり、地山までの深さは約20~40cmで

ある。時期不明の溝 1条、鎌倉時代前期の土坑 1基、

井戸 l基を検出した。

S D29• 32 共に、幅約1.4,..____, 1. 8m、深さ約40
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遺構番号 形 状 規模(cm)

SK2 隅丸方形 80X 150 

3 円 形 6QX6Q 

4 楕円形 50X7Q 

5 楕円形 120X 140 

6 楕円形 BOX — 

7 楕円形 13QX-

， 楕円形 70X-

11 長円形 100 X 140 

13 不整形 -x-

14 溝 状 140X-

15 楕円形 120X-

16 楕円形 lOOX 150 

18 楕円形 70X95 

19 楕円形 330X-

21 楕円形 200X-

22 方 形 45QX-

23 楕円形 lOOX-

24 楕円形 150X 140 

26 隅丸長方形 70X200 

27 楕円形 9QX-

28 不整形 -x-

31 隅丸方形 140X-

表 9 土杭一覧表

遺構番号 幅(cm) 深さ (cm)

1 90 35 

8 100 25 

10 100~180 50 

12 45 30 

17 180 30 

20 120~200 15 

29 180 40 

32 160 40 

33 60 20 

34 50 20 

35 140 15 

36 180 15 

37 16000 200 

38 100 40 

第10表溝一覧表

深さ (cm) 年 代

20 12世紀末

30 13世紀前半

so 13世紀前半

60 13世紀前半

20 13世紀前半

60 13世紀前半

15 不明

25 13世紀中頃

20 13世紀前半

30 不 明

30 不 明

45 13世紀中頃

25 13世紀前半

10 不 明

25 13世紀前半

3o~so 13世紀前半

15 13世紀前半

15 13世紀前半

25 13世紀前半

30 13世紀中頃

35 13世紀中頃

30 12世紀末

主軸方向 年 代

Wl8°N 12世紀末

N38°E 不 明

N 7°E~N2S0E 13世紀前半

Wl2°N 13世紀中頃

Wl2°N 13世紀中頃

Wl3°N 不明

Wl2°N 不 明

N 3°E~Wl2°N 不 明

NS0°W 不明

N31°W 不 明

N 2°W 不 明

N9°W 不明

N40°W 不 明

N26°E 不 明



cm、埋土は暗褐色砂礫土の溝である。遺物は共に土

師器皿の細片だけであり、時期は決定できないが、

S E30とSK31に切られているため、鎌倉時代以前

の遺構と考えられる。恐らく同一の溝と思われる。

S K31 東側を SE30に切られているが、幅約1.

4m、長さ2.5m以上、深さ約30cmの隅丸方形の土坑

と思われる。埋土は暗褐色であり、焼土は見られな

かった。東側に人頭大の石の集石があり、その周辺

から鎌倉時代前期の土師器皿(36•37)• 小皿(33,..____,35)・

鍋(38•39)• 山茶椀(40,..____,42)・陶器ねり鉢(43)の他、

使途は不明であるが、藁痕跡のある分厚い粘土片が

多数出土した。 SE30とは遺物を見るかぎり時期差

はなく、井戸に付随する施設であった可能性もある。

S E30 径約 lm、深さ約2.4mの円形の井戸で、

深さ約1.6mの所で人頭大の石を 2,...___, 3段に半円形

に組んでいる。井戸の上部は石組が崩れていたため、

径約4.0mの円形の井戸掘形しか検出できなかった。

井戸の最深部は石組はなく素掘りであったが、木の

曲物が組まれていたのではないかと思われる。埋土

は、深さ約1.6mまでは黒褐色土、その下は灰褐色

00 

A
 

灰矯色粘質土(SE 30埋土）

暗掲色(SK 31埋土）

暗矯色砂礫土(SD 29埋土）

゜
2m 

第33図 S E30、SK31平面図• 断面図 (1: 40) 
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ようずい ⑤ 

粘質土となり、これが井戸の湧髄部分と思われる。

鎌倉時代前期の土師器皿(47'"'--'58)• 小皿 (59'"'--'75)•

鍋 (76'"'--'83)• 山茶椀(85'"'--'111)• 山皿(112'"'--'116)・

陶器甕(117)・瓦器椀(118)が多数出士した。山茶椀

の底部に「上」・「大」等の墨書があるものが 6点

(106'"'--'111)ある。また平安時代後期のロクロ土師器

(44)• 土師器皿(46)• 台付き皿(45)が井戸掘形より

出土したが、 SD29• 32からの混じり込みと思われ

る。井戸下層部からは、土師器皿(82)• 山茶椀(85•

86)が出土しているが、上層部の遺物と時期差は認

められない。恐らく短期間に埋没したものと思われ

る。

(6) F地区の遺構

調査面積は約40面である。土層は上から第一層；

黒色士（耕士）、第二層；暗茶色土、第三層；黄褐

色土（地山）であり、耕士から地山までの深さは約

20'"'--SOcmである。溝• 土坑を検出したが、遺構から

の遺物はなかった。暗茶色土より鎌倉時代前期の土

師器皿• 鍋•山茶椀が出土している。

3. 遺

当遺跡から出土した遺物は、整理箱（テンバコ）

にしておよそ46箱ある。その内訳はA地区から19箱、

E地区から26箱（内SE30より25箱）、その他の地

区からは 1箱である。遺物の大部分は中世の土器類

であるが、 A地区包含層より縄文土器4点が出土し

ている。以下に特徴的な遺物について概略を述べる。

遺物の法量・調整等については、遺物観察表を参照

されたい。

(1)平安時代後期の土器

この時期の遺物としては、 SE30出土の土師器皿

(46)• 小皿(45)• 台付き皿(45)があるが、いずれも

S D29• 32からの混入と思われる。

土師器小皿(44) 底部糸切りのロクロ土師器であ

る。口縁端部に丸みをもつ。

土師器台付き皿(45) 口縁端部が外側に摘むよう

にヨコナデされてるため、端部上面に平坦な面がで

きる。貼り付け高台である。

土師器皿(46) 口縁部が強いヨコナデにより大き

く外反する。口縁端部は丸みをもつ。

(2)平安時代末～鎌倉時代中期の土器

S K22出土の土器

土師器小皿(1) 底部から屈曲して立ち上がり、

ロ縁端部に丸みをもつ。

士師器皿(2) 平坦な底部から緩やかな弧を描い

て口縁部が立ち上がる。

山茶椀(4• 5) 腰部に張りがあり、口縁がわずか
⑥ 

に外反する。藤澤編年の第III段階第 5型式に相当す

る。

物

山皿(3) 高台は付かず、底部糸切りである。山

茶椀と同時期であろう。

青磁椀(6) 内面に陰刻花文をもつ。太宰府分類
⑦ 

の龍泉窯系青磁椀 I-2-aに相当する。

S K24出土の土器

山茶椀(7) 腰部に張りがあり、口縁部が外反す

る。藤澤編年の第III段階第 5型式に相当する。

S K27出土の土器

土師器鍋(8) 口縁部の折り返し形状は伊藤編年
⑧ 

の第 I段階に類似するが、頸部の形状、体部のハケ

メによる調整から第2段階に相当するものと思われ

る。

S K26出土の土器

山皿(9) ロクロ水晩き形成である。藤澤編年の

第III段階第5型式に相当するものであろう。

SK 16出土の土器

山茶椀(11) 立ち上がりが直線的で、内面は底部

と体部の境の稜が明瞭である。藤澤編年の第III段階

第6型式に相当すると思われる。

山皿(IO) ロクロ水挽き形成である。山茶椀と同

時期であろう。

S X25出土の土器

山茶椀(12• 13) 口縁端部に丸みをもつもの(13)

と、やや尖るもの(12)がある。前者は藤澤編年の第

5型式、後者は第III段階第 6型式に相当するものと

思われる。

土師器鍋(14) 口縁端部を内に折り返すものであ

り、伊藤編年の第 I段階に相当する。

-60-



S D10出土の土器

土師器小皿(15) 平坦な底部から丸く立ち上がる。

土師器皿(16) 口縁部は直線的に立ち上がり、ロ

縁端部は細く終わる。

土師器鍋(17,...__,19) いずれも伊藤編年の第 I段階

に相当するが、 17は口縁端部の折り返し部分に施さ

れる強いヨコナデのため、口縁端部が若干立ち上が

り気味となる。

山茶椀(20,--.__,29) 体部の腰部にやや丸みをもって

立ち上がるもの (21 ・ 28• 29)と、体部が直線的に立

ち上がるもの (20• 22• 24• 26• 27)とがある。前者

は藤澤編年の第III段階第 5型式、後者は第III段階第

6型式に相当するものと思われる。底部外面に墨書

をもったものは 6 点 (20,--.__,25) あるが、 20• 21 ・ 24•

25はSX25の周辺から出土しており、この遺構から

の混じり込みの可能性もある。 20• 21は梅鉢文様、

24• 25は菊花文様である。

山皿(30) 底部から体部にかけて素直に立ち上が

るものであり、藤澤編年の第III段階第 6型式に相当

するものと思われる。

SK  11出土の土器

山茶椀(31) 口径が13.0cmと小さくなり、体部が

直線的に立ち上がる。また内面は、底部と体部の境

の稜が明瞭である。藤澤編年の第VII段階第 8型式に

相当する。

S D17出土の土器

石鍋(32) 底部しか残っていないが、外面にベッ

タリと煤が付着しており、煮たきに使用したと思わ

れる。

S K31出土の土器

土師器小皿(33,...__,35) 底部から屈曲して立ち上が

るもの (33) と、底部から丸く立ち上がるもの (34• 3 

5)とがある。

土師器皿(36• 37) 口縁が外反的に立ち上がるも

の (36) と、器壁が薄く、口縁が緩やかに内弯して

立ち上がり、口縁端部が細く終わるもの (37) とが

ある。

土師器鍋(38• 39) 共に口縁端部を折り返すが、

39は口縁端部が若干立ち上がり気味となり、口縁部

全体の形状としてはやや受口状となる。いずれも伊

藤編年の第 I段階に相当する。
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山茶椀(40"-'42) 口縁部が外反気味のもの (41・

42)と素直に立ち上がるもの (40)とがあるが、いず

れも藤澤編年の第III段階第 5型式に相当するものと

思われる。

陶器ねり鉢(43) 山茶椀質のねり鉢である。山茶

椀と同時期のものであろう。

S E30出土の土器

土師器皿(47"-'58) 口縁部が強いヨコナデにより

屈曲気味に立ち上がるもの (47,...___,49• 51• 55,...___,57)、

底部から丸く立ち上がるもの (50• 52"-'54)とがある。

47は口径が16.2cmあるが、その他は口径14.0"-'15.0

cmの範囲に収まる。

士師器小皿(59,...___,75) 口縁部が強くヨコナデされ、

底部と口縁部との境に稜を残しながら外反気味に立

ち上がるもの (59"-'61) と、底部から口縁部にかけ

て内弯気味に緩やかに立ち上がるもの (62"-'75)が

ある。

土師器鍋(76"-'83) 南伊幣系鍋と呼ばれるもので

ある。頸部が丸く、口縁部が素直に外反するもの(7

7• 79• 80• 82• 83)と、口縁端部が若干立ち上がり

気味になり、頸部と端部がそれぞれにわかれたよう

な形状をとるもの (76• 78• 81)がある。前者は伊藤

編年の第 I段階 a型式、後者は第 I段階b型式に相

当しよう。

土師器羽釜(84) 口径14.0cmの小型の羽釜である。

ロ縁部に折り返しはなく、ヨコナデにより方頭状に

おさまる。

山茶椀(85"-'111) 腰部に緩やかな丸みをもち、

ロ縁は弱く外反するもの (85"-'98• 107 ,...___, 111)と、ロ

径が14.4"-'14.8crnと小さくなり、腰部に張りがなく、

体部が直線的になるもの(99,...___,106)とがある。前者

は藤澤編年の第III段階第 5型式、後者は第III段階第

6型式に相当するものと思われる。胎土から知多産

と渥美産がある。 (106"-'111)は、底部に墨書がある。

山皿(112"-'116) 底部糸切りであり、口縁端部は

丸くおさまる。藤澤編年の第III段階第 5型式に相当

すると思われる。

陶器甕(117) 外面に灰オリーブの釉ダレが見ら

れる。

瓦器椀(118) 体部外面は指オサエが施され、ヘ
⑨ 

ラミガキは認められない。山田編年のIII段階 1型式
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に相当するものと思われる。

3. 包含層出土の土器

縄文土器(119,....__.,122) A地区包含層より、 4点の

縄文土器が出土した。いずれも小片であり詳細はわ

からないが、沈線があるもの(121・122)、口縁端部

に横方向の沈線を施した後、縦方向の縄文が帯状に

施文されたもの(119)と、窓枠状の隆帯がつくもの

(120)がある。いずれも縄文時代中期後半の深鉢と

思われる。

土師器皿(132) 底部から丸く立ち上がる口縁部

をもつ。器壁は薄く、口径10.8cmと小さい。鎌倉時

代中期以降の遺物と思われる。

山茶椀(124,....__,127) 125• 127は藤澤編年第III段階

5 型式、 124• 126は藤澤編年第III段階 6型式に相当

するものと思われる。 127の底部の墨書は、 「主伴」

とも読めるが明確ではない。

瓦器椀(128) 山田編年のIII段階 1型式に相当す

るものと思われる。

4. 結

椋本南方遺跡は、前述した様に安濃川左岸に位置

する面積約49,000面におよぶ広大な遺跡である。し

かし今回はその極一部を調脊したに過ぎないため、

遺跡の全体像や性格を十分把握するまでには至らな

かったが、検出された遺構・遺物からその一端を垣

間見ることはできる。今回の調査で検出した遺構は

平安時代後半から鎌倉時代中頃までのものであり、

特に鎌倉時代前半のものが中心である。掘立柱建物

はA地区で検出された 2棟だけであり、これだけで

時代による棟方向の違いを断定するわけにいかない

が、溝の主軸方向と建物の棟方向から、おおよそ平

安時代末の棟方向はNl8°E前後、鎌倉時代前半の

建物は棟方向N6°E前後と思われる。また、 A地

区の SDlO、E地区の SD29• S D32等の溝は、形

状からなんらかの区画溝と思われるが、 トレンチ掘

りのためその性格は不明である。

昭和62年度の調査では、今回の調査区より南に下

がった地点で、奈良～平安時代前期の竪穴住居や掘
⑩ 

立柱建物が多数検出されている。このことから当遺

五
ロ

11110. 

跡は、奈良時代にまず安濃川に近い段丘上に集落が

形成されはじめ、鎌倉時代前期には安濃川からやや

はなれた段丘上にまで集落が広がったものと思われ

る。平安時代後期から鎌倉時代中頃にかけての集落

跡は、当遺跡より 700m程北西にある大石遺跡でも

掘立柱建物が多数検出されている。また南東に 1km 
⑪ 

程隔たった所にある松山遺跡でもこの頃の集落跡が

確認されていることなどから、鎌倉時代前期には広

範囲にわたり人々が生活をしており、比較的開かれ

た地域であったことがわかる。それは美濃夜神社蔵
⑫ 

の寛元 2(1224)年の棟札に椋本村の地頭名が記され

ていることからも推察される。ただ鎌倉時代中期以

降になると、この地域での集落跡の遺跡は極端に減

少する。今回の調査でも、鎌倉時代中期以降の遺構・

遺物はどの地区からも確認出来なかった。これは推

測の域をでないが、安濃川の氾濫等なんらかの理由

で、集落が安濃川の段丘上から微高地にあたる現在

の集落地に移動したためと思われる。

遺物には、 A地区包含層より縄文時代中期の小片
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が4点出土している。これは混入と思われるが、大

石遺跡の縄文土器と同時期であり、注目される。

中世の遺物は全ての地区から出土しており、山茶

椀が多い。大半は常滑産のものと推定され、大石遺

跡出土のものと産地が同じである。底部外面に墨書

されたものが多くあり、中でも注目されるのは、梅

鉢• 菊花文様の墨書がそれぞれ 2点出土しているこ

とである。これは推測の域をでないが、この墨書が

所有を表すものとすれば、この印は所有者を表し、

室町時代以降に広く使われた家紋の原型のようなも

のではないかとも考えられる。また「上」と書かれ
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第11表 出士土器観察表 (1)

た墨書山茶椀がE地区の SE30より 1点出土してい

るが、昭和62年度の調査でも A区・ F 区の溝• 士坑

から同じ文字の墨書山茶椀が 5点出土している。

「上」は「たてまつる」とも解釈され、先に述べた

墨書が所有を表したものだけでなく、祭祀等で神仏

に捧げたものもあったとも判断される。その他に、

大石遺跡出土の墨書山茶椀には、所有者の階層を窺

わせる「侍器」という文字がはいるものもあり、平

安時代末から鎌倉時代にかけてのこれらの墨書は、

多様な意味に用いられていたものと考えられる。

（石川隆郎）

⑦ 横田賢次郎•森田勉 I太宰府出土の輸入中国陶磁器について」

『九州歴史資料館研究論集4』 1978年

⑧ 伊藤裕偉「中世南伊勢系の土師器に関する一試論」 ™ie history 

vol. l』 1990年

⑨ 山田猛 I瓦器に関する若干の考察」 『中世土器の基礎研究〕』

中世土器研究会 1986年

⑩ 前掲註①

⑪ 前掲註①

⑫ 前掲註③

No. 登録No. 器 種 遺出土位置構
法量(cm)

調整技法の特徴 胎土 焼成 色 調 残存度 備 考
ロ径器高底径

1 6-4 土師器小皿 BS-K222 2 9.4 2.0 内ナデロ：ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 淡橙 1/3 

2 6-6 土師器皿
B-22 14.3 2 6 内：ナデロ：ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 淡橙 1/4 S K22 

3 6-3 陶器皿
B-22 8.4 2.4 4 6 内 外ロ クロナデ底：糸切 密 良 灰白 2/3 山皿
S K22 

4 6-2 陶器椀
B-22 15.4 5 6 6 2 内外 ロクロナデ底糸切、貼付高台 密 良 灰白 9/10 山茶碗、高台籾殻痕
SK22 

5 6-1 陶器椀
B-22 

16.0 5.2 7.1 内外・ ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 1/2 山茶碗、高台籾殻痕
SK22 

6 6-5 青磁椀 BS-K222 2 16 2 内外 ロクロナデ 密 硬 断釉面灰：灰オ白リープ 月月 内側の陰刻花文

7 7-2 陶器椀 BS -K223 4 15 1 5.0 5.6 内外 ロクロナデ底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 2/3 山茶碗、高台籾殻痕

8 5-6 土師器禍
B-43 

26.0 内メ ：ナデ ロ ヨコナデ外：オサエ、ハケ
密 良 淡黄橙 ~~ 外面にスス付着

SK27 

， 5-1 陶器皿
B-24 

8 2 2.0 内外：ロクロナデ 底：糸切 密 良 灰白 2/3 山皿、一部に自然釉
S K26 

10 5-3 陶器皿
B-40 7.6 2 0 3 0 内外：ロクロナデ底糸切 密 良 灰白 3/5 山皿S Kl6 

ll 5-4 陶器椀
B-40 14.9 5 5 5.6 内外 ロクロナデ底：糸切、貼付高台 やや密 良 灰白 1/2 山茶碗、高台籾殻痕
S K16 

12 7-3 陶器椀 BS -X424 5 15.0 5.1 6.7 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 1/4 山茶碗、高台籾殻痕

13 7-1 陶器椀
B-44 15.8 4 9 6.4 内外 ロクロナデ底・ 糸切、貼付高台 密 良 灰白 3/4 山茶碗、高台籾殻痕SX25 

14 7-4 土師器禍
B-44 26.0 ロ ロクロナデ 密 良 淡黄橙 滉S X25 

15 1-3 土師器小皿
B-45 

8 4 1 6 内：ナデロ ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 浅黄橙 1/3 SDlO 

16 2-4 土師器皿
B-44 

14 0 3.1 内：ナデロ ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 黄橙 完形SDlO 

17 4-4 土師器禍
B-40 

口：ヨコナデ 密 良 黄橙 況S DlO 

18 1-1 土師器渦 BS -D410 0 27 2 内ナデロ ヨコナデ外：オサエ、ナデ やや密 良 淡黄 ~~ 
19 4-3 土師器禍 BS -D410 0 28.0 内ナデロ：ヨコナデ外オサ工、ナデ 密 良 淡黄橙 1/5 外面にスス付着
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第11表 出土土器観察表 (2)

No J登録No.I 器 種 遺出土位構置
法量(cm)

調整技法の特徴 胎土 焼成 色 謂 残存度 備 考
ロ径器高底径

20 3-3 陶器椀
B-44 

14 6 5 3 7 2 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 1/3 底山部茶碗墨書、高台籾殻痕
S DlO 

21 3-4 陶器椀
B-44 

15 2 5 5 6 4 内外 ロ ク ロナデ底糸切、貼付高台 やや密 良 灰白 1/3 底山茶部碗墨書、高台籾殻痕
S DlO 

22 4-1 陶器椀
B-39 

14 7 5 4 6.6 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 やや密 良 灰白 2/3 底山茶部碗墨書、高台籾殻痕
S DlO 

23 4-2 陶器椀
B-39 

5.9 内外 ロ ク ロナデ底糸切、貼付高台 密 良 灰白 彗 底山茶部碗墨書、高台籾殻痕
SDlO 

24 3-1 陶器椀
B-45 14.3 5.2 6.5 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 完形 底山茶部碗墨書、高台籾殻痕
S DlO 

25 3-2 陶器椀
B-44 

5 7 内外・ ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 円月 底山茶部碗墨書、高台籾殻痕
S DlO 

26 2-1 陶器椀
B-45 

14 8 1 7 6 0 内外 ロクロナデ底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 1/2 山茶碗、高台籾殻痕S D10 

27 2-2 陶器椀 BS -D4l4 O 14.6 5.4 8.0 内外 ロクロナデ底糸切、貼付高台 やや密 良 灰白 1/3 山茶碗、高台籾殻痕

28 2-3 陶器椀 BS -D4l4 O 14.6 5.0 7.0 内外 ロ ク ロナデ底糸切、貼付高台 やや密 良 灰白 1/3 山茶碗、高台籾殻痕

29 1-2 陶器椀
B-40 

15.8 5.2 6.7 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 やや密 良 灰黄 1/3 山茶碗、高台籾殻痕SDlO 

30 1-4 陶器皿
B-44 8.0 1. 7 4.0 内外 ロクロナデ底：糸切 密 良 灰白 1/2 山皿S DlO 

31 5-5 陶器椀 BS-K4ll 7 13.0 5.0 5.6 内外ロクロナデ底糸切 密 良 灰白 1/3 山茶碗、高台籾殻痕

32 5-2 石鍋
B-36 

13.2 内 ミガキ外：ケズリ、ミガキ 灰白 翌 外面にスス付着S D17 

33 27-5 土師器小皿
E-40 7.9 1.6 内：ナデ ロ：ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 黄橙 1/4 S K31 

34 27-4 土師器小皿
E-40 

8.6 1.1 内ナデロ：ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 黄灰 2/5 S K31 

35 27-8 土師器小皿 ES -K430 1 9 0 1.5 内ナデロ・ ョコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 浅黄橙 1/2 

36 28-4 士師器皿 ES -K430 1 14 7 2.8 内ナデロ ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 浅黄橙 1/2 

37 27-3 土師器皿 ES -K430 1 15.2 2.9 内ナデロ ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 浅黄橙 3/4 

38 27-2 土師器渦 ES -K430 1 25.4 内ナデロ ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 黄灰 滉 外面にスス付着

39 27-1 土師器渦
E-40 34.0 口：ヨコナデ 密 良 黄灰 滉 外面にスス付着S K31 

40 28ー 3 陶器椀
E-40 

15 7 5 5 6 5 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 3/5 山茶碗S K31 

41 27-6 陶器椀
E-40 

16 0 内外：ロクロナデ 密 良 灰白 『1*: 山茶碗S K31 

42 27-7 陶器椀
E-40 

15.2 内外 ロクロナデ 密 良 灰白 『it山茶碗S K31 

43 28-2 陶器鉢
E-40 

14 4 内外 ロクロナデ底糸切、貼付高台 やや密 良 灰白 予門 山茶碗質のねり鉢S K31 

44 17-5 土師器小皿
F-40 

8 8 1.5 7 5 内外ロクロナデ底糸切 密 良 黄橙 1/2 ロクロ土師器
S E30 

45 14-2 台付ぎ皿
F-40 17.4 3 2 9 2 外内 ナデ ロ・ ョコ底ナデ 密 良 黄橙 1/2 S E30 ：オサエ、ナデ ：貼付高台

46 15ー 2 土師器皿 FS -E430 0 16.4 2.8 内ナデロ ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 黄橙 1/2 

47 18-4 土師器皿 FS -E430 0 16.2 2.7 内：ナデ ロ：ヨコナデ外：オサエ やや密 良 灰黄橙 1/8 

48 20---6 土師器皿 FS -E430 0 15.0 3.6 内ナデロヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 黄白 1/3 

49 24-2 土師器皿
F-40 

14 7 3.5 内ナデロ ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 暗黄橙 7/8 S E30 

50 15-1 土師器皿
F-40 

14 6 4 0 内：ナデ ロ：ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 浅黄橙 完形S E30 

51 15-4 土師器皿
F-40 14.9 3 1 内：ナデロ ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 浅黄橙 1/2 S E30 

52 17-3 土師器皿
F-40 

14.6 3.0 内ナデロ ヨコナデ外オサ工、ナデ 密 良 黄橙 1/2 S E30 

53 15-3 土師器皿 FS -E430 0 14.6 2.8 内：ナデ ロ：ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 黄橙 1/3 

54 20---5 土師器皿
F-40 15.0 2.7 内：ナデ ロ：ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 黄橙 1/3 S E30 

55 13-4 土師器皿
F-40 

15 4 3.5 内ナデロ ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 暗黄橙 2/3 S E30 

56 13ー 2 土師器皿
F-40 

13 9 2 5 内：ナデ ロ：ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 暗黄橙 3/4 S E30 

57 13-1 土師器皿
F-40 

14.4 2 9 内：ナデ ロ：ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 浅黄橙 3/4 S E30 
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第11表 出土土器観察表 (3)

No. 登録No 器 種 遺出土位構置
法量(cm)

調整 技法の特徴 胎土 焼成 色 調 残存度 備 考
ロ径器高底径

58 22-4 土師器皿 FS -E430 0 14.0 3.9 内：ナデ ロ：ヨコナデ外・ オサエ、ナデ 密 良 黄橙 2/5 

59 18-5 土師器皿
F-40 

7 0 1 7 内デ ：ナデ ロ：ヨコナデ 外：工具によるナ
密 良 暗黄橙 1/5 SE30 、オサエ

60 22-2 土師器小皿 FS-E430 0 9.0 1.8 内：ナデロ：ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 浅黄橙 4/5 

61 15-8 土師器小皿
F-40 

8.8 1. 7 内ナデロ．ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 黄橙 3/5 S E30 

62 20---4 士師器小皿 FS -E430 0 9.0 1.6 内ナデロ：ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 黄橙 4/5 

63 20---1 土師器小皿 FS -E430 0 8 4 1 6 内ナデロ ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 浅黄橙 2/3 

64 19--1 土師器小皿
F-40 

9 6 1 7 内ナデロ ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 黄橙 1/3 S E30下層

65 22-1 土師器小皿
F-40 

8.5 1.9 内：ナデ ロ：ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 黄橙 4/5 S E30下層

66 22-3 土師器小皿 FS-E430 0下層 9 0 1. 7 内：ナデ ロ：ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 浅黄橙 4/5 

67 18-3 土師器小皿 FS -E430 0下層 8.8 1.6 内：ナデロ：ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 黄白 1/2 

68 18-6 土師器小皿
F-40 

8.4 1.6 内：ナデ ロ：ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 浅黄橙 完形S E30下層

69 20---3 土師器小皿
F-40 

8.6 1. 7 内ナデロ：ヨコナデ外：オサ工、ナデ 密 良 黄橙 2/3 S E30下層

70 15-6 土師器小皿
F-40 

8 4 1.9 内ナデロ ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 浅黄橙 9/10 S E30下層

71 15-5 土師器小皿 FS -E430 0 8.2 1.6 内：ナデロ：ヨコナデ外オサエ、ナデ 密 良 暗黄橙 3/5 

72 1~2 土師器小皿
F-40 

9 0 1 1 内・ ナデロ ヨコナデ外：オサエ、ナデ やや密 良 黄橙 1/4 S E30 

73 2Cr-2 土師器小皿
F-40 

8 8 1.5 内・ ナデ ロ：ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 橙 9/10 S E30 

74 17-4 土師器小皿
F-40 

8.3 2.0 内ナデロ・ヨ コナデ外：オサ工、ナデ 密 良 暗黄橙 2/3 SE30 

75 15-7 土師器小皿
F-40 

9.0 1.4 内：ナデ ロ：ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 淡黄橙 3/5 S E30 

76 17-2 土師器禍
F-40 

26 5 内ナデロ ヨコナデ外：オサエ、ナデ やや密 良 黄橙 『l： 外面にスス付着S E30 

77 18-2 土師器渦
F-40 26.3 内：ナデロ ヨコナデ外オサエ、ナデ やや密 良 灰褐 『l:S E30 

78 16-1 土師器渦
F-40 

29 8 内：ナデロ ヨコナデ外オサエ、ナデ やや密 良 灰黄 『9外面にスス付着S E30 

79 17-1 士師器渦 FS -E430 0 31 2 内 ナデデ、ハケメ ロ：ヨコナデ外：オサ
ェ、ナ

やや密 良 灰黄 『/f外面にスス付着

80 21-1 土師器渦
F-40 

31 4 内ナデロ ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 黄橙 『9外面にスス付着S E30 

81 18一 1 土師器禍
F-40 22.6 内ナデロ ヨコナデ外オサエ、ナデ やや密 良 黄橙 況 外面にスス付着S E30 

82 23ー 2 士師器禍 FS -E430 0下層 25.0 内：ナデ ロ：ヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 黄澄 翌 外面にスス付着

83 24-1 土師器渦 FS -E430 0下層 26.0 内サエ・板、ナケデズ、リ ケズリ ロ：ヨコナデ 外：オ 密 良 黄橙 『}f

84 14-1 土師器羽釜
F-40 

14.0 内リ ナデ ロ．ヨコナデ外：オサエ、ケズ
密 良 黄灰 3/5 外面にスス付着SE30下層

85 12-5 陶器椀
F-40 

15.7 5.5 6.9 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 1/2 山茶碗、高台籾殻痕S E30下層

86 12-2 陶器椀
F-40 16.0 4.9 7.0 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 3/5 山茶碗、高台籾殻痕S E30下層

87 11-6 陶器椀 FS -E430 0下層 16.1 5 7 6 8 内外 ロ ク ロナデ底糸切、貼付高台 密 良 灰白 3/5 山茶碗

88 8-5 陶器椀 FS -E430 0下層 16.4 5.8 7.5 内外：ロクロナデ底糸切、貼付高台 密 良 灰白 1/2 山茶碗

89 8-3 陶器椀 FS -E430 0下層 16 4 6 0 6.1 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 1/3 山茶碗

90 11-5 陶器椀
F-40 

16 2 5 2 6.7 内外 ロクロナデ底糸切、貼付高台 密 良 灰白 2/3 山茶碗S E30下層

91 11-3 陶器椀
F-40 

15.5 5.3 6.2 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 完 山茶碗S E30下層

92 12-1 陶器椀
F-40 

15.8 5.6 7.3 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰黄 3/4 山茶碗S E30下層

93 12-3 陶器椀 FS -E430 0下層 15 5 5.3 6 0 内外 ロクロナデ底糸切、貼付高台 密 良 灰黄 1/2 山茶碗

94 11-4 陶器椀 FS -E430 0下層 16.0 5.5 7.8 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 やや密 良 灰白 完 山茶碗、高台籾殻痕

95 8-1 陶器椀 FS -E430 0下層 15.8 5.6 6.8 内外：ロクロナテ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 3/5 山茶碗、高台籾殻痕
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第11表 出土土器観察表 (4)

No 登録No. 器 種 遺出土位構置
法量(cm)

調整技法の特徴 胎土 焼成 色 調 残存度 備 考
ロ径器高底径

96 9-1 陶器椀 FS -E4301 下層 16.1 5.2 7.5 内外・ロクロナテ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 5/6 山茶碗、高台籾殻痕

97 8-6 陶器椀
F-41 

16.2 4.8 7.7 内外：ロクロナテ 底糸切、貼付高台 密 良 灰白 1/3 山茶碗、高台籾殻痕S E30下層

98 9-3 陶器椀
F-41 

16 3 5 3 7.3 内外：ロクロナテ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 1/3 山茶碗、高台籾殻痕S E30下層

99 8-4 陶器椀
F-41 

14.8 5.4 5.7 内外：ロクロナテ 底糸切、貼付高台 密 良 灰白 1/3 山茶碗、高台籾殻痕S E30下層

100 11-2 陶器椀
F-41 

14 6 4 9 6.2 内外：ロクロナテ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 2/3 山茶碗、高台籾殻痕S E30下層

101 12-4 陶器椀 FS -E4301 下層 14.6 5.2 7.1 内外：ロクロナテ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰黄 3/5 山茶碗、高台籾殻痕

102 11-1 陶器椀 FS -E4301 下層 14.9 6.8 4.7 内外：ロクロナテ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰黄 4/5 山茶碗、高台籾殻痕

103 8-2 陶器椀 FS-E4301 下層 14.4 4.8 7.2 内外：ロクロナテ 底糸切、貼付高台 密 良 灰白 1/3 山茶碗、高台籾殻痕

104 9-2 陶器椀
F-41 

14.9 5.0 7.7 内外：ロクロナテ 底糸切、貼付高台 密 良 灰白 5/6 山茶碗、高台籾殻痕S E30下層

105 10----5 陶器椀 Fs -41 
E30下層

14.8 5.2 6.8 内外：ロクロナテ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 完形 山茶碗、高台籾殻痕

106 25-2 陶器椀 FS -E430 0 7.0 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 翌 底山茶部碗に墨書

107 25-1 陶器椀
F-40 

15.2 5.6 6.7 内外：ロクロナデ底糸切、貼付高台 密 良 灰白 4/5 底山部茶碗に墨、書高台「籾上殻」痕S E30 

108 25-4 陶器椀
F-40 

7.0 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 岳元形部 底山部茶碗に墨、書高台「籾大殻」痕S E30 

109 25-3 陶器椀 FS -E430 0 15.7 4.8 7 0 内外 ロ ク ロナデ底糸切、貼付高台 密 良 灰白 4/5 底山茶部碗に墨、書高台「籾ひ殻」痕？ 

llO 26-1 陶器椀
F-40 

8.2 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 鰐 底山茶部碗に墨、書高台籾殻痕
S E30 

111 26-2 陶器椀
F-40 

7.1 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白 翌 底山部茶碗に墨、書高台「籾上殻J痕S E30 

112 10---2 陶器椀
F-40 

8.8 2.6 4.1 内外：ロクロナデ 底：糸切 密 良 灰白 4/5 山皿S E30 

113 10-3 陶器椀
F-40 

8.4 2.1 4.3 内外：ロクロナデ底糸切 密 良 灰白 7/8 山皿S E30 

114 9-4 陶器椀
F-40 

8.3 1.8 4.7 内外：ロクロナデ 底：糸切 密 良 灰白 完形 山皿S E30 

115 9-5 陶器椀 FS -E430 0 7.9 1 9 4 5 内外 ロクロナデ底：糸切 密 良 明灰白 3/4 山皿

116 10---1 陶器椀 FS -E430 0 7 6 2 1 4.0 内外 ロクロナデ底：糸切 密 良 灰白 完形 山皿

n7 19----3 陶器甕 FS -E430 0 14.0 内外：ロクロナデ 密 良 灰褐 予門 対内面面に自釉然釉ダレ

118 22-5 瓦器椀
F-40 

15 0 3.5 外内：ヘラミガキ ロ：ヨコ付ナ高デ 密 良 黒灰 1/4 S E30 オサエ、ナ デ底貼 台

119 31-3 縄文土器（鉢） 包B-49 
横ロ縁方部向外の面沈線に後、 縦方向の縄文 粗 良 暗褐 小片

120 3-4 縄文土器（鉢） 包B-35 外面に窓枠状の隆帯 粗 良 暗褐 小片

121 31-1 縄文土器（鉢） 包B-34 外面に沈線 粗 良 暗褐 小片

122 31-2 縄文土器（鉢） 包B-51 外面に沈線 粗 良 暗褐 小片

123 30-4 土師器皿 包B-35 10.8 3.0 内：ナデ ロヨコナデ外：オサエ、ナデ 密 良 黄橙 6/7 

124 30---1 陶器椀 包B-47 15.3 5.2 6.4 内外：ロクロナデ 底：糸切、貼付高台 密 良 灰白黄橙 5/8 山茶碗

125 29----1 陶器椀 包E-40 15 4 5.4 7.6 内外 ロクロナデ底：糸切、貼付高台 密 良 灰白黄橙 1/3 山茶碗、高台籾殻痕

126 30--2 陶器椀 包B-40 14.3 4.8 5.7 内外：ロクロナ デ 底 糸 切 、 貼 付 高 台 密 良 灰白黄橙 1/5 

127 30---3 陶器椀 包B-44 15 2 5 0 7.0 内外 ロクロナデ底：糸切、貼付高台 密 良 灰白黄橙 2/5 底山茶部碗に墨書「主伴」 ？ 

128 29----2 瓦器椀 包F-40 15 6 3.6 5.5 外内．ヘラミガキ ロ：ヨコ付ナ高デ
オサエ、ナデ底貼 台 密 良 黒灰 1/7 山茶碗
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椋本南方遺跡 P L. 16 

E地区全呆（西から）

S X25 (東から）

- 71-



P L. 17 椋本南方遺跡

S E30 (南から）

S D37 (南から）
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