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巻頭図版１

２・３・４・６区全景（上が南東）
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巻頭図版２

調査地地形遠景（南東から）

調査地から東を臨む
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巻頭図版３

５区北東側木棺墓群（西から）

５区SK８ ５区SK18
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巻頭図版４

2・３区木棺墓群、溝状土壙群（上が南西）
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巻頭図版５

６区木棺墓群、弧状溝群（上が西）
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巻頭図版６

６区竪穴建物、段状遺構（南から）

６区竪穴建物、段状遺構（南東から）
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巻頭図版７

６区横穴墓（西から）

６区横穴墓墓室内遺物出土状況（南から）
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巻頭図版８

６区版築状遺構（南から）

６区版築状遺構A‒A′断面
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巻頭図版９

６区SK62管玉出土状況

４区SK４土器出土状況
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巻頭図版10

５区SK36出土管玉状石製品

５区SK36出土管玉状石製品

管　　玉

６区SI１‒３出土ガラス管玉

４区SK４出土翡翠製勾玉

４区SS29出土石器
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巻頭図版11

弥生墳墓関連遺構出土土器

４区SK４出土土器
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序

　鳥取県西部、秀峰大山の西に位置する南部町は豊かな自然に恵まれた美しい町で

あります。さらに、古代からの遺跡の宝庫として知られており、山陰屈指の規模を

誇る三崎殿山古墳、三角縁神獣鏡の出土した普段寺古墳群など古代人の生活や当時

の活発な交流を物語る貴重な遺跡・遺物が数多く存在しています。

　当財団では、平成21年度から平成23年度にかけて鳥取県の委託を受け、一般国道

180号（南部バイパス）の改良工事に伴い境矢石遺跡の発掘調査を実施いたしました。

　調査の結果、弥生時代前期～中期にかけての墳墓や、弥生時代後期から古代にか

けての集落など、数多くの遺構・遺物が確認されました。これらはこの地域の歴史

を解明するための貴重な資料になると思われます。

　この度、この調査成果をまとめ、発掘調査報告書として刊行することができまし

た。本報告書が、今後、郷土の歴史を解き明かしていく一助となり、埋蔵文化財に

対する理解、関心がより深まることを期待しております。

　最後になりましたが、今回の発掘調査にあたり、ご理解とご協力をいただきまし

た地元の皆様をはじめ、ご指導・ご助言をいただきました鳥取県西部総合事務所県

土整備局ならびに関係各位に対し、心から感謝し、厚く御礼申し上げます。

　　　平成27年３月

� 一般財団法人　米子市文化財団

� 理 事 長　杉原　弘一郎
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例　　　言
１�．本報告書は一般国道180号（南部バイパス）道路改良工事に伴い実施した境矢石遺跡の発掘調

査報告書である。

２�．発掘調査は、鳥取県の委託を受けて財団法人�米子市教育文化事業団（現　一般財団法人　米

子市文化財団）が実施した。

３�．本報告書における方位は公共座標北を示し、Ｘ、Ｙ、Ｚの数値は世界測地系に準拠した公共座

標第Ⅴ系の座標値である。また、レベルは海抜標高を示す。

４�．本報告書に掲載した地図は、国土地理院発行の1/50,000地形図「米子」、南部町作成の1/5,000「南

部町全図」及び鳥取県西部総合事務所県土整備局作成の1/1,000「一般国道180号（南部バイパス）

道路改良工事平面図」を加筆して使用した。

５�．本報告にあたり、剥片石器の鑑定を公益財団法人�鳥取県教育文化財団　北浩明氏に、石器の

石材鑑定を鳥取県埋蔵文化財センター　高橋章司氏にお願いした。また、玉類の材質鑑定を高知

県教育委員会　米田克彦氏にお願いした。記して感謝いたします。

６�．５区SK36出土の管玉状石製品については大賀克彦氏に、４区SS29出土の異形石器については島

根県埋蔵文化財調査センター　稲田陽介氏にご教示いただいた。記して感謝いたします。

７�．出土鉄製品の非破壊分析については、独立行政法人　日本原子力研究開発機構　三ツ井誠一郎

氏にお願いし、玉稿を賜った。記して感謝いたします。

８�．ガラス製管玉の科学分析を独立行政法人�国立文化財機構奈良文化財研究所　田村朋美氏にお

願いし、玉稿を賜った。また、田村氏にはガラス製小玉の技法についてご教示いただいた。記し

て感謝いたします。

９�．出土鉄製品のＸ線写真撮影については、鳥取県埋蔵文化財センターの協力を得た。記して感謝

いたします。

10�．発掘調査にあたり、調査前及び調査後の空中写真撮影と地形測量を測量業者に委託した。また、

プラント・オパール分析、花粉分析、樹種同定、種実同定を（株）古環境研究所に、リン・炭素分

析、赤色顔料分析を（株）パリノ・サーヴェイに、放射性炭素年代測定を（株）古環境研究所と（株）

パリノ・サーヴェイにそれぞれ委託した。出土鉄製品の保存処理は（株）文化財サービスに委託した。

11�．本報告書に掲載した遺物の実測、浄書は、一般財団法人　米子市文化財団�埋蔵文化財調査室

で行った。

12．本報告書で使用した遺構・遺物写真は調査担当職員が撮影した。

13�．本報告書の執筆は、小原、高橋、濵野、佐伯が行い、編集は小原、高橋、濵野が協議して行った。

なお、文責は目次に記載した。

14�．発掘調査によって作成された図面、写真などの記録類は米子市教育委員会、出土遺物は南部町

教育委員会で保管している。

15�．発掘調査にあたっては、南部町教育委員会にご指導、ご協力いただいた。明記して深謝いたします。
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凡　　　例
１．遺跡の略称は ｢SKYI｣ とした。
２�．本報告書で用いた遺構の略称は、調査時及び報告書をまとめる段階で遺構の性格が変更された
ものについても調査時のものを踏襲した。結果、以下のとおり、竪穴建物の一部にはSSとSK、
土坑の一部にはSD、溝状土壙の一部にはSI、溝状遺構の一部にはSSを用いた。

　　　木棺墓・土壙墓：SK　溝状土壙：SD、SI　土壙：SK　竪穴建物：SI、SS、SK　
　　　段状遺構：SS　掘立柱建物：SB　柵列：SA　土坑・貯蔵穴：SK、SD　
　　　溝状遺構：SD、SS　　
３�．本報告では、原則として遺構毎にまとめて記述するが、段状遺構内に同時期の竪穴建物や掘立
柱建物、貯蔵穴、土坑があるもの、または、竪穴建物、段状遺構に付属すると考えられる溝状遺
構はその関連性が考えられることから、これらは併記して報告する。

４．本報告書における遺物の縮尺は以下のとおりである。
　　　土器、土製品、陶磁器：1/1・1/8・1/4・1/3・1/2、石器：1/1・1/4・1/2
　　　鉄製品：1/3・1/4、ガラス玉：1/1
５．本文中、挿図中、遺物観察表中及び写真図版中の遺物番号は一致する。
６．木棺墓内の破線は木棺痕跡を示す。
７．遺構図、遺物実測図に用いた網掛け及び記号は、特に説明がない限り以下のとおりである。
　遺　構
　　 ：地山　　　 ：貼床　　　　 ：焼土　　　　　 ：被熱　
　　 ：硬化面　　 ：炭化物　　　 ：激しい燃焼部　　　　
　遺　物
　　 ：土器赤彩範囲　　　 ：石器研磨痕　　　　 ：石器被熱範囲
　●：土器出土ポイント　　▲：石器出土ポイント　　■：ガラス玉出土ポイント　
　□：鉄製品出土ポイント
８�．遺物実測図のうち、須恵器は断面黒塗りとし、それ以外は断面白抜きで示した。また、遺物実
測図中における記号は以下のとおりである。
　　　→：ケズリの方向　　↔：研磨範囲　　 ：潰れ範囲
９．ピット計測表の法量記載における（　）は現存値を示す。
10．遺物観察表の法量記載における※は推定復元値、△は現存値を示す。
11．本報告書における遺構、遺物の時期決定には下記の参考文献を参照した。
　参考文献
　　清水真一　1992「因幡・伯耆地域」『弥生土器の様式と編年－山陽・山陰編－』木耳社
　　濵田竜彦　�2003「大山山麓地域における弥生時代後期土器の編年」『史跡妻木晩田遺跡第４次

発掘調査報告書』�鳥取県教育委員会
　　牧本哲夫　�1999「古墳時代の土器について」�『長瀬高浜遺跡Ⅷ・園第６遺跡』財団法人鳥取県

教育文化財団
　　田辺昭三　1966『陶邑古窯址群』平安学園考古学クラブ
　　稲田陽介　�2013「第10章　出土遺物の様相　第２節　土器」『史跡出雲国府跡―９総括編―』

島根県教育委員会
　　山本信夫　2000『大宰府条坊跡』�　太宰府市教育委員会
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目　　　次
（第１分冊）
　序
　例言
　凡例
　目次

第１章　調査の経緯と経過
　第１節　調査に至る経緯����������������������（高橋）  １
　第２節　調査の経過������������������������（高橋）  ２
　第３節　整理作業の経過����������������������（高橋）  ３
　第４節　調査体制�������������������������（高橋）  ４

第２章　位置と環境
　第１節　地理的環境������������������������（高橋）  ７
　第２節　歴史的環境������������������������（高橋）  ７

第３章　調査の概要
　第１節　調査区の名称と調査の方法�����������������（高橋）  12
　　１．調査区の名称����������������������������12
　　２．調査の方法�����������������������������13
　第２節　遺跡の立地と調査区の層序�����������������（高橋）  14
　　１．遺跡の立地�����������������������������14
　　２．調査区の層序����������������������������14
　　　（1）１区・５区の層序�������������������������14
　　　（2）２区・３区の層序�������������������������17
　　　（3）４区の層序����������������������������21
　　　（4）６区の層序����������������������������24

第４章　検出した遺構と遺物　
　第１節　縄文時代�������������������������（高橋）  33
　　１．概　　要������������������������������33
　　２．陥　　穴������������������������������33
　第２節　弥生時代前期～中期������������������������51
　　１．概　　要��������������������������（高橋）  51
　　２．土壙墓、木棺墓�����������������������（高橋）  51
　　３．溝状土壙、弧状溝、土壙����������������（高橋　濵野）120
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　　４．段状遺構�������������������������（濵野）  162
　　５．溝状遺構�������������������������（高橋）  163
　　６．石　　列����������������������（高橋　濵野）  163
　　７．貯 蔵 穴�������������������������（高橋）  175
　　８．土　　坑�������������������������（高橋）  181
　　９．土 器 溜�������������������������（高橋）  189
　第３節　弥生時代後期�������������������������� 191
　　１．概　　要�������������������������（高橋）  191
　　２．竪穴建物����������������������（高橋　濵野）  191
　　３．段状遺構����������������������（高橋　濵野）  318
　　４．木 棺 墓�������������������������（高橋）  355
　　５．土　　坑�������������������������（高橋）  357
　　６．溝状遺構����������������������（高橋　濵野）  359
　第４節　古墳時代前期�������������������������� 364
　　１．概　　要�������������������������（高橋）  364
　　２．竪穴建物�������������������������（高橋）  364
　　３．段状遺構�������������������������（高橋）  390
　　４．竃����������������������������（高橋）  392
　第５節　古墳時代中期�������������������������� 403
　　１．概　　要�������������������������（高橋）  403
　　２．竪穴建物����������������������  （高橋　濵野）  403
　　３．竪穴状遺構������������������������（高橋）  437
　　４．段状遺構����������������������（高橋　濵野）  439
　　５．土　　坑�������������������������（濵野）  442
　　６．溝状遺構�������������������������（高橋）  443
　第６節　古墳時代後期�������������������������� 445
　　１．概　　要�������������������������（高橋）  445
　　２．竪穴建物�������������������������（濵野）  445
　　３．土壙墓、木棺墓����������������������（高橋）  447
　　４．横 穴 墓�������������������������（佐伯）  450
　　５．版築状遺構������������������������（高橋）  452
　第７節　古　　代���������������������������� 465
　　１．概　　要�������������������������（高橋）  465
　　２．段状遺構����������������������（高橋　濵野）  465
　　３．掘立柱建物���������������������（高橋　濵野）  518
　　４．柵　　列����������������������（高橋　濵野）  523
　　５．土　　坑����������������������（高橋　濵野）  525
　　６．溝状遺構�������������������������（高橋）  527
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　第８節　中・近世���������������������������� 537
　　１．概　　要�������������������������（高橋）  537
　　２．段状遺構����������������������（高橋　濵野）  537
　　３．溝状遺構����������������������（高橋　濵野）  545
　第９節　ピット出土遺物���������������������（高橋）  551
　第10節　遺構内包含層出土遺物������������������（高橋）  553
　第11節　突帯文土器�����������������������（濵野）  560
　第12節　遺構外出土遺物���������������������（高橋）  567
　第13節　表土出土遺物����������������������（高橋）  611

（第２分冊）
第５章　理化学的分析
　第１節　境矢石遺跡における自然科学分析����������（株式会社　古環境研究所）  １
　第２節　境矢石遺跡３区SD11における花粉分析 �������（株式会社　古環境研究所）  ９
　第３節　境矢石遺跡２・３区における樹種同定��������（株式会社　古環境研究所）  13
　第４節　境矢石遺跡４・６区における樹種同定��������（株式会社　古環境研究所）  16
　第５節　境矢石遺跡出土炭化材の放射性炭素年代測定
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第１章　調査の経緯と経過

第１節　調査に至る経緯

　本発掘調査は、平成21~23年度に一般国道180号（南部バイパス）道路改良工事を原因とし、鳥取
県西伯郡南部町境地内の工事予定地内に存在する埋蔵文化財について実施したものである。
　工事予定地内は周知の遺跡として認識されてはいなかったため、工事に先立って工事予定地内の遺
跡の有無及びその範囲を確認する必要が生じた。そのため平成19~21年度に南部町教育委員会が試掘
調査を実施したところ、竪穴建物や段状遺構などが検出され、縄文時代~近世の遺物が出土し、遺跡
の存在が確認された。

第１図　南部バイパス関係遺跡位置図
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　この結果を受け、鳥取県西部総合事務所と南部町教育委員会は遺跡の取り扱いについて協議を行い、
発掘調査が必要との判断に至った。このことに基づき、鳥取県西部総合事務所長は文化財保護法第94
条に基づく発掘通知を鳥取県教育委員会教育長に提出し、事前発掘の指示を受けた。そこで、鳥取県
西部総合事務所長は発掘調査を南部町教育委員会に依頼したが、南部町教育委員会は、体制上、発掘
調査は困難であるという回答を行った。そのため、協議の結果、鳥取県西部総合事務所長は、財団法
人米子市教育文化事業団（平成25年４月１日に一般財団法人米子市文化財団に改称）に調査を委託す
ることとなり、当財団理事長は鳥取県教育委員会教育長に文化財保護法第92条に基づく発掘届を提出
し、当財団埋蔵文化財調査室が調査を実施した。

第２節　調査の経過

　発掘調査は、平成21年度から平成23年度の３年度にわたって実施した。調査にあたっては、発掘作
業の工程や、発掘作業員駐車場と排土置場を確保する必要があるため、調査区を１～６区の６つに分
けて実施した。

１．平成21年度
　平成22年３月15日　１区を重機による表土掘削開始
　平成22年３月16日　１区を発掘作業員稼働による包含層の掘削開始
　平成22年３月30日　平成21年度調査終了

２．平成22年度
　４月21日　１区を調査再開、発掘作業員稼働による包含層及び遺構の掘削
　４月21日　２区調査開始
　４月21日～４月24日　２区を重機による表土掘削
　４月21日～８月10日　発掘作業員稼働による包含層及び遺構の掘削
　４月28日　１区を調査終了
　６月22日～６月28日　４区、６区を業者委託による調査前地形測量
　７月１日　３区を調査開始
　７月１日～８月18日　３区を重機による表土掘削
　７月８日～12月17日　３区を発掘作業員稼働による包含層及び遺構の掘削
　11月11日　４区調査開始
　11月11日～平成23年３月14日　４区を重機による表土掘削
　11月18日　記者発表
　11月20日　２区、３区の現地説明会実施、参加者80名
　12月１日～平成23年３月29日　４区を発掘作業員稼働による包含層及び遺構の掘削
　12月19日　２区、３区を業者委託による調査後空中写真撮影
　12月21日～12月24日　２区、３区を業者委託による調査後地形測量
　12月24日　３区調査終了
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平成23年３月29日　平成22年度調査終了

３．平成23年度
　４月７日　５区調査開始
　４月７日～４月14日　５区を重機により表土掘削
　４月13日～７月11日　５区を発掘作業員稼働による包含層及び遺構の掘削
　４月13日　４区の調査再開
　４月13日～８月９日　４区を重機による表土掘削、発掘作業員稼働による包含層及び遺構の掘削
　６月16日　記者発表
　６月18日　４区、５区の現地説明会実施、参加者103名
　７月８日　６区調査開始
　７月８日～平成24年３月30日　６区を重機による表土掘削
　７月11日　５区調査終了
　７月14日～平成24年３月30日　６区を発掘作業員稼働による包含層及び遺構の掘削
　８月４日　４区を業者委託により調査後の空中写真撮影
　８月９日～８月12日　４区を業者委託による調査後地形測量
　８月12日　４区調査終了
　平成24年３月21日～３月23日　６区を業者委託による調査後地形測量
　平成24年３月22日　記者発表
　平成24年３月24日　６区の現地説明会実施、参加者89名
　平成24年３月29日　６区を業者委託による調査後空中写真撮影
　平成24年３月30日　本遺跡のすべての調査終了

第３節　整理作業の経過

　整理作業及び報告書作成は、平成22年度から平成26年度の５年度にわたって実施した。

１．平成22年度
　平成22年度は、１区・２区・３区の出土遺物の洗浄、注記を行った後、遺物を器種、出土遺構、出
土層位毎に分別し、１区の接合と２区・３区の接合の一部を行った。その後、１区の実測遺物を抽出
し、実測を行った。

２．平成23年度
　平成23年度は、２区・３区の接合の続きと並行して４区・５区・６区の洗浄、注記を行った後、遺
物を器種、出土遺構、出土層位毎に分別し、４区の一部と５区の接合を行った。その後、２区・３区・
５区の実測遺物を抽出し、実測を行った。２区と３区の実測を完了した。５区の実測は一部実施した。
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３．平成24年度
　平成24年度は、４区の接合と５区の遺物実測の続きを並行して行い、４区の接合が完了した後、４
区の実測遺物を抽出し、実測を行った。また、これらと並行して６区の洗浄、注記を行った後、遺物
を器種、出土遺構、出土層位毎に分別し、接合を行った。その後、６区の実測遺物を抽出し、実測を
行った。
　また、１区と５区及び２区と３区の一部の遺構図の第２原図の作成を行った。

４．平成25年度
　平成25年度は、６区の遺物実測の続きと並行して２区と３区の残りの遺構図及び４区と６区の遺構
図の第２原図の作成を行った。遺構図の第２原図の作成後には、遺構のトレースを行い、遺物実測の
完了後には遺物のトレースを行った。その後、版下の作成と原稿執筆の一部を行った。

５．平成26年度
　平成26年度は、版下作成、遺物写真撮影、原稿の執筆と編集を行い、平成27年３月27日に報告書を
刊行した。

第４節　調査体制

平成21年度
　・事業主体　　財団法人　米子市教育文化事業団
　　　　　　　　　　理　事　長　杉原弘一郎
　　　　　　　　　　常 務 理 事　中村　智至（当事業団事務局長）
　　　　　　　　埋蔵文化財調査室
　　　　　　　　　　室　　　長　長谷川明洋（米子市教育委員会文化課長）
　　　　　　　　　　事　務　長　小原　貴樹
　・事業担当　　埋蔵文化財調査室
　　　　　　　　　　主任調査員　高橋　浩樹
平成22年度
　・事業主体　　財団法人　米子市教育文化事業団
　　　　　　　　　　理　事　長　杉原弘一郎
　　　　　　　　　　常 務 理 事　中村　智至（当事業団事務局長）
　　　　　　　　埋蔵文化財調査室
　　　　　　　　　　室　　　長　⻆　　昌之（米子市教育委員会文化課長）
　　　　　　　　　　事　務　長　小原　貴樹
　　　　　　　　　　非常勤職員　田中　昌子（事務員）
　・事業担当　　埋蔵文化財調査室
　　　　　　　　　　統括調査員　平木　裕子
　　　　　　　　　　主任調査員　高橋　浩樹
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　　　　　　　　　　調　査　員　小原　貴樹（事務長兼務）
　　　　　　　　　　嘱託調査員　濵野　浩美　
　　　　　　　　　　嘱　　　託　秦　　美香
　　　　　　　　　　臨 時 職 員　佐々木志保
平成23年度
　・事業主体　　財団法人　米子市教育文化事業団
　　　　　　　　　　理　事　長　杉原弘一郎
　　　　　　　　　　常 務 理 事　中村　智至（当事業団事務局長）
　　　　　　　　埋蔵文化財調査室
　　　　　　　　　　室　　　長　⻆　　昌之（米子市教育委員会文化課長）
　　　　　　　　　　事　務　長　小原　貴樹
　　　　　　　　　　非常勤職員　田中　昌子（事務員）
　・事業担当　　埋蔵文化財調査室
　　　　　　　　　　統括調査員　平木　裕子
　　　　　　　　　　主任調査員　高橋　浩樹　濵野　浩美
　　　　　　　　　　調　査　員　小原　貴樹（事務長兼務）
　　　　　　　　　　嘱　　　託　秦　　美香　永登　朋子　佐々木志保
平成24年度
　・事業主体　　財団法人　米子市教育文化事業団
　　　　　　　　　　理　事　長　杉原弘一郎
　　　　　　　　　　常 務 理 事　中村　智至（当事業団事務局長）
　　　　　　　　埋蔵文化財調査室
　　　　　　　　　　室　　　長　岡　　雄一（米子市教育委員会文化課長）
　　　　　　　　　　事　務　長　小原　貴樹
　　　　　　　　　　非常勤職員　田中　昌子（事務員）
　・事業担当　　埋蔵文化財調査室
　　　　　　　　　　次長兼統括調査員　平木　裕子
　　　　　　　　　　主任調査員　高橋　浩樹　濵野　浩美　
　　　　　　　　　　調　査　員　小原　貴樹（事務長兼務）
　　　　　　　　　　嘱　　　託　秦　　美香　佐々木志保
平成25年度
　・事業主体　　一般財団法人　米子市文化財団（平成25年４月１日に改称）
　　　　　　　　　　理　事　長　杉原弘一郎
　　　　　　　　　　常 務 理 事　中村　智至（当財団事務局長）
　　　　　　　　埋蔵文化財調査室
　　　　　　　　　　室　　　長　岡　　雄一（米子市教育委員会文化課長）
　　　　　　　　　　事　務　長　小原　貴樹
　　　　　　　　　　非常勤職員　田中　昌子（事務員）

― 5―

CW6_TY091_P001_D01_第１分冊.indd   5 2015/03/04   17:35:35



　・事業担当　　埋蔵文化財調査室
　　　　　　　　　　次長兼統括調査員　平木　裕子
　　　　　　　　　　主任調査員　高橋　浩樹　濵野　浩美　
　　　　　　　　　　調　査　員　小原　貴樹（事務長兼務）
　　　　　　　　　　嘱　　　託　秦　　美香　佐々木志保
平成26年度
　・事業主体　　一般財団法人　米子市文化財団
　　　　　　　　　　理　事　長　杉原弘一郎
　　　　　　　　　　常 務 理 事　中村　智至（当財団事務局長）
　　　　　　　　埋蔵文化財調査室
　　　　　　　　　　室　　　長　岡　　雄一（米子市教育委員会文化課長）
　　　　　　　　　　事　務　長　小原　貴樹
　　　　　　　　　　非常勤職員　田中　昌子（事務員）
　・事業担当　　埋蔵文化財調査室
　　　　　　　　　　主任調査員　高橋　浩樹　濵野　浩美　
　　　　　　　　　　調　査　員　小原　貴樹（事務長兼務）
　　　　　　　　　　嘱　　　託　秦　　美香　
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第２章　位置と環境

第１節　地理的環境

　境矢石遺跡は、鳥取県西伯郡南部町境に所在する。平成16年10月１日に西伯町と会見町が合併して
誕生した南部町は、鳥取県の西部に位置し、北は米子市、東は伯耆町、南は日野町、日南町、西は島
根県安来市に接している。面積は114.03㎢、人口は約11,600人である。
　地形的には東、南、西側にある山稜が、法勝寺川及び小松谷川水系をＹ字型に囲み、米子市に接す
る北側が平野となって開ける南高北低の地形をしており、町域の大部分が山岳地域で、法勝寺川なら
びに小松谷川によってもたらされた肥沃な沖積地に集落の大半が形成されている。
　法勝寺川は粗粒花崗岩山地に発源し、上流部は急流で浸蝕が進み、中流部の南部町鴨部、能竹の辺
りからは、急に緩流となり花崗岩の風化、崩落した砂礫、表土を流送・堆積して中下流部に幅広い河
谷低地（法勝寺低地）を発達させている。
　法勝寺低地は上流山地から運ばれた花崗岩質粗粒堆積物からなり、水はけがよく、現法勝寺川流路
に沿って自然堤防が発達し、耕作地が多い。なお、低地の周縁に青灰色粘土からなる海抜20～30ｍの
低い台地があるが、これは大山火山噴出物による堰止湖に由来する湖成段丘である。
　低地周縁の支谷では、両側の山腹からでる小河川の小扇状地や崖錘などの流下物が両側の丘陵裾部
に並んで陸上堆積物の様相を呈している。
　境矢石遺跡は、法勝寺川中流域の左岸に位置し、鳥取・島根県境の母塚山（標高272ｍ）から北東
へのびる丘陵からさらに南東に派生する支丘陵と、さらにその先端から南東へのびる尾根、そしてこ
の丘陵の北東側を開析する谷部に位置している。

第２節　歴史的環境

旧石器時代
　南部町域ではこれまでに旧石器時代の遺構は確認されていない。米子平野南縁に位置する長者原台

第２図　遺跡位置図

境矢石遺跡

南部町南部町
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地の諏訪西山ノ後遺跡（73）では、ローム層中から頁岩製のナイフ形石器が１点出土し、古墳の周溝
からもナイフ形石器が１点出土している。また、坂長村上遺跡（72）では、ローム漸移層からである
が、黒曜石製のナイフ形石器が１点出土している。

縄文時代
　草創期には、これまでは大山北、西麓を中心に尖頭器が発見されていたが、法勝寺川左岸の福成石
佛前遺跡（20）や境矢石遺跡（17）、境北井﨏遺跡（16）、吉谷亀尾ノ上遺跡（３）、奈喜良遺跡（１）、
法勝寺川右岸の諸木遺跡（69）などでも発見され、さらに近年、長者原台地や越敷山山麓からも出土
しており、その分布範囲は広がりつつある。
　早期は、大山西麓の台地上の小河川流域に押型文土器を出土する遺跡が多く分布するが、近年の調
査で法勝寺川左岸の清水谷遺跡（24）や新山山田遺跡（７）、東長田川流域の今長龍徳遺跡や八金小
ブケ遺跡、八金清水田遺跡などでも押型文土器が出土しており、八金小ブケ遺跡では竪穴建物も確認
されている。
　前期には、大山西麓では早期から継続する遺跡が多く、その一方、中海沿岸では早期末～前期初頭
になると集落が形成され始め、大山西麓から中海沿岸の低湿地への進出が窺える。南部町域では、法
勝寺川最上流域の河岸段丘上に営まれた早田第１遺跡で竪穴建物が確認され、条痕文土器と爪形文土
器が出土している。
　中期の様相は明確ではないが、後期になると米子平野周辺の丘陵上に遺跡が形成されるようになる。
この時期の遺跡には、早田第２遺跡と口朝金遺跡（61）があり、早田第２遺跡では石器製作段階で生
じる多量の安山岩剥片や石囲炉、漆塗土器が出土している。口朝金遺跡では後期と晩期の土器ととも
に石斧や石鏃が多量に出土している。また、後期から晩期にかけて丘陵や山岳地域では陥穴が多数確
認され、青木遺跡（74）では228基、越敷山遺跡群（67）では341基が確認されている。　
　晩期になると口朝金遺跡や才ノ木遺跡（38）、枇杷谷遺跡（37）、金田堂ノ脇遺跡（57）、三崎遺跡、
高姫五反田遺跡、浅井遺跡、絹屋遺跡、馬場遺跡、落合遺跡、福成早里遺跡（19）、福成石佛前遺跡
など、丘陵裾部の平野部でも遺跡が確認されるようになる。枇杷谷遺跡ではドングリ貯蔵穴が確認さ
れ、口朝金遺跡からは、ほぼ完全な注口土器が出土している。また、田住枕田遺跡からは人面土器が
出土している。人面土器は、外面に高い鼻と丸く空いた口を表現し、眉には刻みを入れた粘土紐が貼
り付けられている。

弥生時代
　前期の遺跡としては、諸木遺跡、天王原遺跡（53）、清水谷遺跡が知られており、これらは低丘陵
上に立地する集落跡でＶ字状の環濠が巡る。Ｖ字状の環濠は続く中期の宮尾遺跡（43）でも確認され
ており、当地は県下でも有数の環濠が集中する地域といえる。
　中期の遺跡としては宮前遺跡（46）、天万遺跡（44）、浅井土居敷遺跡（48）、清水谷遺跡、境矢石
遺跡、天王原遺跡、越敷山遺跡群、鶴田合清水遺跡などがあり、その立地範囲も拡大し、丘陵や台地
上、高原地域にまで見られるようになる。浅井土居敷遺跡では、中期中葉の竪穴建物内で検出された
方形土坑から丹塗りの台付注口土器をはじめ黒漆塗りの甕、ガラス玉等、玉類約50個体分や焼けただ
れた土器片が多数出土している。また、柱穴からは銅釧も出土している。清水谷遺跡では３基の土壙
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墓が確認され、このうちの１基は標石を伴い、15点の石鏃が出土している。宮前遺跡では36基の木棺
墓や貯蔵穴が検出され、鶴田合清水遺跡からは、中期後葉の土器と石器が竪穴建物から一括して出土
している。
　後期の遺跡は中期から継続して営まれるものが多く、青木遺跡や福市遺跡（75）、越敷山遺跡群で
は竪穴建物が多数確認されており、拠点的な集落として展開している。また、この時期には遺跡は低
地から低丘陵上に移動するようになり、このような遺跡には、前葉の福成石佛前遺跡や中葉以降の清
水谷遺跡、北福王寺遺跡（28）、倭孫谷山遺跡（32）、竹山遺跡（29）、北方廣畑遺跡（26）、諸木遺跡、
荻名第５遺跡、八金小ブケ遺跡、八金清水田遺跡などがあるが、これらはごく短期間で廃絶する。天
萬土井前遺跡（42）では終末期から古墳時代初頭にかけての土器溜りが検出されており、良好な一括
資料が出土している。朝金小チヤ遺跡では末葉に比定される墳丘墓が確認され、田住松尾平遺跡（64）
からは小型の仿製鏡が出土している。

古墳時代
　前期の古墳には普段寺古墳群（41）がある。１号墳は全長23ｍの前方後方墳で、その規模はこの時
期としては西伯耆最大を誇る。１号墳からは三角縁唐草文帯二神二獣鏡が出土しており、これは島根
県安来市大成古墳、大阪府伝鎌足塚古墳出土の鏡と同笵である。２号墳は径22～23ｍの円墳と考えら
れ、三角縁四神四獣鏡が出土している。
　中期になると三崎殿山古墳（39）や浅井11号墳（47）、後﨏山古墳（68）、福成春日山古墳（21）な
ど、全長40ｍを越える前方後円墳が築造されている。三崎殿山古墳は全長108ｍ、後円部径58ｍを測り、
山陰地方でも最大級の規模を誇る。浅井11号墳は30基近い円墳で構成される浅井古墳群の盟主的な古
墳で、全長45ｍを測り、後円部からは画文帯神獣鏡が出土している。後﨏山古墳は中期後半の築造で、
全長55ｍを測り、三角帽子状の冠を付けた垂髪の人物埴輪が出土している。福成春日山古墳は全長40
ｍを測り、後円部に２基の箱式石棺が並び、東側の石棺からはＶ字状石枕と朱塗りの頭蓋骨が出土し
ている。
　後期になると、丘陵上に多くの古墳群が形成されるようになり、法勝寺川及び小松谷川流域の平野
を取り囲むように境古墳群（６）、福成古墳群（23）、鴨部古墳群、落合古墳群、田住古墳群（66）、
朝金古墳群（62）、井上古墳群（52）、御内谷古墳群、高姫古墳群（49）、金田古墳群などの古墳群が
築かれている。寺内８号墳（40）からは当地唯一の陶棺が出土している。
　６世紀後半になると、横穴墓の造営が開始される。マケン堀横穴墓群（27）では、35基の横穴墓と
７基の後背墳丘が確認されている。玄室形態は断面三角形に限定されており、当地域の特殊性を示し
ている。この他に県内で唯一の二室が連結した横穴墓をもつ小堤山横穴墓群（30）や谷川横穴墓群（22）、
西横穴墓群（31）、今長龍徳横穴墓群、福成早里横穴墓（19）などがある。
　古墳時代の集落は、清水谷遺跡や北方廣畑遺跡、宮尾遺跡、宮前遺跡、高姫根小松遺跡（50）、高
姫近藤遺跡（51）などがあり、北方廣畑遺跡、高姫近藤遺跡では前期、宮前遺跡、高姫根小松遺跡で
は中期、宮尾遺跡、八金小ブケ遺跡、八金清水田遺跡、福成早里遺跡では後期の竪穴建物が確認され
ている。また、清水谷遺跡では前期から後期の竪穴建物が確認されている。
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古　代
　律令制下の町域は『和名類聚抄』によると伯耆国会見郡鴨部郷、天万郷、星川郷に相当する。郡衙
は近年の調査により伯耆町坂長に所在する可能性が高まってきた。鴨部郷は古墳群の分布状況などか
ら南部町鴨部の周辺にその中心地が推定されている。鴨部は「賀茂部」とも記されており、神護景雲
４年（770）の東大寺文書には賀茂郷住民の賀茂部秋麻呂という青年が僧になったことを記している。
天万郷は、南部町天万周辺がその中心地であると考えられ、天平勝宝９年（756）の正倉院文書が初
見である。星川郷は、小松谷川の流域が郷域と推定され、他国の同名郷との関連から紀氏の流れをく
む星川臣の一族の居住地と推定されている。金田瓦窯跡（54）は白鳳期の大寺廃寺に葺かれた瓦の生
産地とされ、その南東には両部太郎窯跡（56）があり、内面に車輪文を施す須恵器が確認されている。
また、朝金天田遺跡（59）からは奈良時代のものと思われる瓦塔（瓦製塔婆）が出土している。瓦塔
は須惠質で、丸軒、垂木を粘土紐で写実的に表現している。
　この時期の遺跡は、丘陵上に形成され、奈良時代の北福王寺遺跡や福成早里遺跡、平安時代の倭孫
谷山遺跡、福成石佛前遺跡、清水谷遺跡、福成早里遺跡、八金清水田遺跡がある。福成早里遺跡から
は、製塩土器や赤色塗彩を施した土師器が出土しており、官衙的な性格が窺える。八金清水田遺跡で
は９世紀前半の土器溜りが確認されており、「厨」と記された墨書土器とともに良好な一括資料が出
土している。また、清水谷遺跡のピットには平安時代後期の和鏡が埋納され、金華山からは平安時代
後期のものと考えられる経筒が出土している。

中　世
　中世の遺跡としては、南北朝時代に塩冶高貞によって攻略されたと伝えられる小松城跡（55）や戦
国時代後期の尼子、毛利の対立を背景にして要害山の山頂に築かれた手間要害（34）があり、手間要
害は近年の調査で郭配置などが確認されている。また、手間要害の周辺には数多くの郭や堀切が確認
され、砦や居館の存在が推定されている。この他、法勝寺城跡、柏尾城跡（小鷹城跡ともいう）（25）、
鎌倉城跡、原城山遺跡などの城郭がある。

近　世
　西伯耆は吉川広家、中村一忠、加藤貞泰と領主が交代し、元和３年（1617）に因幡・伯耆32万石を
領する池田光政が鳥取藩主となる。町域の南部は良質な砂鉄を含む風化花崗岩が広く分布しており、
日野郡と同様に古くからたたら製鉄の行われた所で、現在のところ15ケ所のたたら関係の遺跡が確認
されている。鎌倉山の山麓に位置する奥山鉄山所たたらは江戸後期（文化年間）に操業された高殿た
たらで、近世の代表的なたたら跡である。また、田住桶川遺跡（63）では土葬墓21基が確認されてい
る。
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第３図　周辺遺跡分布図

  1　奈喜良遺跡    2　橋本徳道西遺跡    3　吉谷亀尾ノ上遺跡    4　吉谷上ノ原山遺跡    5　吉谷トコ遺跡
  6　境古墳群    7　新山山田遺跡    8　古市流田遺跡    9　古市カハラケ田遺跡  10　古市河原田遺跡
11　古市コガノ木遺跡  12　古市宮ノ谷山遺跡  13　吉谷屋奈ヶ﨏遺跡  14　吉谷銭神遺跡  15　吉谷中馬場山遺跡
16　境北井﨏遺跡  ★17　境矢石遺跡  18　境内海道西遺跡  19　福成早里遺跡  20　福成石佛前遺跡
21　福成春日山古墳  22　谷川横穴墓群  23　福成古墳群  24　清水谷遺跡  25　柏尾城跡（小鷹城跡）
26　北方廣畑遺跡  27　マケン堀古墳群  28　北福王寺遺跡  29　竹山遺跡  30　小堤山横穴墓群
31　西横穴墓群  32　倭孫谷山遺跡  33　清水川六反田遺跡  34　手間要害  35　清水川御崎前遺跡
36　福成大坪上遺跡  37　枇杷谷遺跡  38　才ノ木遺跡  39　三崎殿山古墳  40　寺内８号墳
41　普段寺古墳群  42　天萬土井前遺跡  43　宮尾遺跡  44　天万遺跡  45　宮前古墳群
46　宮前遺跡  47　浅井11号墳  48　浅井土居敷遺跡  49　高姫古墳群  50　高姫根小松遺跡
51　高姫近藤遺跡  52　井上古墳群  53　天王原遺跡  54　金田瓦窯跡  55　小松城跡
56　両部太郎窯跡  57　金田堂ノ脇遺跡  58　御内谷向田遺跡  59　朝金天田遺跡  60　朝金小チヤ遺跡
61　口朝金遺跡  62　朝金古墳群  63　田住桶川遺跡  64　田住松尾平遺跡  65　田住滝山遺跡
66　田住古墳群  67　越敷山遺跡群  68　後﨏山古墳  69　諸木遺跡  70　大袋丸山遺跡
71　長者屋敷遺跡  72　坂長村上遺跡  73　諏訪西山ノ後遺跡  74　青木遺跡  75　福市遺跡
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第３章　調査の概要

第１節　調査区の名称と調査の方法

１．調査区の名称
　境矢石遺跡は、北西から南東へのびる丘陵と、さらにその先端から南東へ派生する尾根、そしてこ
の丘陵の北東側を開折する谷部に位置する。
　発掘調査は、平成21～23年度の３年度にわたり、発掘調査の作業工程や現場事務所用地と発掘作業
員駐車場及び排土置場の確保の必要性から調査区を６つに分けて実施した。

第４図　調査前地形測量図及びグリッド設定図
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　調査区名は調査に着手した順に１～６区とし、南東側の尾根の先端部を５区、その北西側を１区、
この尾根の北西側にある谷部の北東側を２区、南西側を３区、さらにその北西側にある丘陵上の北東
側を４区、南西側を６区とした（第４図）。

２．調査の方法
　調査に先立ち、調査地全体に世界測地系：公共座標第Ⅴ系に準拠した10ｍ画のグリッドを設定した。
グリッド名は、西から東にかけて順にアラビア数字を付して１～23とし、北から南にかけて順にアル
ファベットを付して－Ｄ～Ｏとした（第４図）。
　遺構の検出にあたっては、南部町教育委員会が実施した試掘調査の結果から、各調査区とも遺構面
が１面のみであると判断された。１区・４区・５区・６区は試掘調査の結果のとおり遺構面が１面で
あったが、２区と３区は調査の途中段階で、２区では３面、３区では２面の遺構面を確認したことか
ら、各遺構面まで人力にて順次包含層を掘削して遺構を検出した。
　検出した遺構は、原則としてトータルステーションを用いて記録、図化し、必要に応じて実測した。
　出土遺物は、包含層から出土したものは先述したグリッド毎及び層位毎に一括して取り上げた。遺
構内から出土した遺物は、一括して取り上げたものもあるが、時期判断が可能なものや特徴的な遺物
については、出土位置を記録して取り上げた。
　現地での写真撮影は35㎜判カメラを用い、モノクロフィルムとカラーポジフィルムで撮影し、デジ
タルカメラで補足撮影した。

第５図　調査地周辺の地形
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第２節　遺跡の立地と調査区の層序

１．遺跡の立地
　境矢石遺跡は、法勝寺川中流域の左岸に位置し、鳥取・島根県境の母塚山（標高272ｍ）から北東
へのびる丘陵からさらに南東に派生する支丘陵と、さらにその先端から南東へのびる尾根、そしてこ
の丘陵の北東側を開析する谷部に位置している。
　なお、この丘陵の北西側には当事業に伴い、平成21年度に発掘調査が実施され、弥生時代後期から
古代の集落跡が確認された境北井﨏遺跡が隣接する。
　調査前の地目は山林、水田であり、２・３区の谷部と４・６区の丘陵斜面部は比較的旧状を留めて
いたが、４・６区の丘陵頂部は平坦に削平され、１区、５区及び３区の南側の尾根頂部は耕作などに
より改変を受けていた。

２．調査区の層序
　各調査区の基本層序の確認は、１区と５区では北東側の壁面、２区と３区では谷部中央に設定した
トレンチ、４区は東側斜面に設定したトレンチと調査区南側の壁面、６区は南西側の小谷部に設定し
たトレンチと調査区北西側の壁面を利用して行った。
　以下、調査区毎に各層の概要を述べるが、１区と５区、２区と３区は地形的にまとまっており、さ
らに基本層序もそれぞれ共通するのでこれらは各々まとめて述べる。なお、土質、土色の層名を丸囲
みのアラビア数字で表し、土層の性格等を加味した層名については、調査地が広範囲にわたるうえ、
各調査区の立地地形が異なっており、調査区間で基本層序に統一性が認め難いことから、１区と５区
はローマ数字、２区と３区はアラビア数字、４区は大文字のアルファベット、６区は小文字のアルファ
ベットを付して層名を示す。

（１）１区・５区の層序（第６・第７図）
　１区の西側と５区の西側は後世の耕作によって平坦に削平され、１区では２段、５区では１段、１
区と５区との境界ではさらに１段の段切りが行われており、改変が著しい。また、これに伴い、調査
区の大部分で現耕作土及び旧耕作土が地山直上まで及んでいるが、斜面の下部にあたる１区の北東側
と５区の北東側から南東側にかけては耕作土による撹乱が著しいものの遺物包含層が僅かに遺存する。
Ⅰ層：�Ⅰ層（①、②層）は現水田耕作土の灰茶色土（①層：Ⅰ－１層）とその基盤土である橙褐色土（②

層：Ⅰ－２層）からなり、１区の西側から南西側にかけては当層直下が地山となっている。層
厚はⅠ－１層が７～30㎝、Ⅰ－２層が５～20㎝を測る。

Ⅱ層：�Ⅱ層（③層）は黄褐色を呈する圃場整備時の造成土と考えられる。斜面下部にあたる１区の東
側では造成が行われているが、５区では造成は行われていない。層厚は５～10㎝を測る。

Ⅲ層：�Ⅲ層（⑤～⑧層）は旧耕作土で、淡灰色土（⑤層：Ⅲ－１層）、鉄分を含む淡灰茶色土（⑥層：
Ⅲ－２層）、鉄分を含まない淡灰茶色土（⑦層：Ⅲ－３層）、灰褐色土（⑧層：Ⅲ－４層）の４層
に細分される。

　　　�Ⅲ－１層はⅠ層による削平が著しく、１区では認められず、５区の北東側から南東側にかけて
部分的に遺存するのみである。層厚は５～15㎝を測る。
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第６図　１区土層図
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第７図　５区土層図
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　　　Ⅲ－２層は１区の北東側と５区の東側隅から南東側にかけて堆積し、層厚は５～20㎝を測る。
　　　�Ⅲ－３層は調査区のほぼ全域に堆積する。１区の南東側では比高差８㎝の段状落差があり、そ

の上面の凹凸が著しい。また、この部分に造成（Ⅱ層）が行われている。層厚は５～40㎝を測
る。

　　　Ⅲ－４層は１区の東側から５区の南東側にかけて堆積し、層厚は５～10㎝を測る。
Ⅳ層：�Ⅳ層（⑨層）は黒褐色を呈する遺物包含層で、１区の北東側から東側隅にかけてと５区の南東

側に堆積する。層厚は１区では８～30㎝を測るが、５区ではⅢ－３層とⅢ－４層による削平のた
め、５～10㎝と遺存状態があまり良好ではない。

　　　�また、本来は当層上面から遺構が掘り込まれていると考えられるが、平面的な検出が困難であっ
たため、直下層の地山（Ⅴ層）上面で遺構を検出した。

Ⅴ層：Ⅴ層（㉓層）は地山のローム層である。

（２）２区・３区の層序（第８・10図）
　２区と３区では谷地形に沿うように緩やかに傾斜堆積しており、良好な状態で遺構面及び遺物包含
層が遺存する。
　４層上面では、弥生時代前期の木棺墓３区SK32、弥生時代前期～中期と考えられる石列、古墳時
代中期の遺構を検出した。弥生時代前期から中期の遺構は、Ⅴ、Ⅵ層直下のローム漸移層及び地山直
上で検出したものであるが、４層上面で３区SK32を検出していることと、集石とこれらの遺構には
位置的な相関関係が窺え、さらに３区SD19内に石列の石の一部が落ち込んでいることから、これら
弥生時代前期から中期の遺構は、本来、４層上面から掘り込まれたと考えられる。
１層：１層（①層）は淡灰茶色を呈する表土である。
２層：�２層（②、③層）は淡褐色と淡黄褐色を呈する圃場整備時の造成土と考えられる。主に２区の

谷部に造成が行われ、層厚は10～35㎝を測る。
３層：�３層（④、⑤層）は暗茶灰色と暗茶褐色を呈する旧耕作土で、谷部のほぼ全域に堆積する。３

区の中央やや北東寄りには段状の落差があり、これを境に南西側は層厚15～40㎝を測るが、北
東側は10～25㎝と浅くなっている。なお、２区では当層上面で近世以降の溝状遺構を検出した。

４層：�４層（⑥層）は暗灰色を呈する遺物包含層で、谷部のほぼ全域に堆積する。層厚は３区では15
～50㎝と厚いが、２区では上層の３層に削平されているため10～30㎝と浅くなっている。

　　　�当層上面では古墳時代中期を中心とする遺構を検出したが、前述したようにⅤ、Ⅵ層直下のロー
ム漸移層及び地山直上で検出した弥生時代前期から中期の遺構は、本来、当層上面から掘り込
まれたと考えられる。

５層：�５層（⑦層）は暗灰褐色を呈する粘質土層で、谷部のほぼ全域に堆積するが、３区の北東側で
はⅣ層によって削平を受けている。層厚は３区では10～40㎝と厚く、２区では15～25㎝とやや
浅い。

６層：�６層（⑧層）は灰色を呈する粘土層で、主に２区の谷部に堆積する。層厚は５～20㎝を測る。
プラント・オパール分析の結果、当層の堆積時はヨシ属が生育するような湿潤な環境にあった
と考えられる。

７層：�７層（⑨層）は暗褐色を呈するローム漸移層である。弥生時代前期から中期の遺構は当層上面
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第８図　２区土層図（１）
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第９図　２区土層図（２）
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第10図　３区土層図
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及び、その直下層の地山上面で検出したが、前述したように、これらの遺構は本来、４層上面
から掘り込まれたと考えられる。

（３）４区の層序（第11・12図）
　４区では北側の小谷状地形部と南側の丘陵斜面部で基本層序の確認を行った。なお、大文字のアル
ファベットを付した層名は、小谷状地形部、丘陵斜面部とも相互に対応する。
　丘陵斜面部では古墳時代以前の遺構が埋没した後、盛土造成が行われ、古代の遺構が掘り込まれて
いる。一方、小谷状地形部ではこのような盛土造成は認められないが、下層にはクロボクの２次堆積
が認められる。

小谷状地形部（第11図）
Ｃ層：�Ｃ層（⑥～⑩層）は標高39.5～43.8ｍ付近に堆積する旧表土で、遺構が埋没した後に堆積した

ものである。さらに淡灰褐色土（⑥層：Ｃ－１層）、淡褐灰色土と淡灰茶色土（⑦、⑧層：Ｃ－
２層）、は灰褐色土と褐色土（⑨層、⑩層：Ｃ－３層）の３層に大別できる。Ｃ－１層は標高
42.6～43.8ｍ付近、Ｃ－２層は標高39.5～43.1ｍ付近、Ｃ－３層は標高35.9～39.5ｍ付近に堆積し、
斜面上部から下部にかけて連続して堆積している。層厚はＣ－１層が10～20㎝、Ｃ－２層が５～
30㎝、Ｃ－３層が10～35㎝を測る。

Ｅ層：�Ｅ層（�層）は暗褐色を呈する堆積層で、標高46.6～48.8ｍ付近に堆積し、層厚は10～45㎝を
測る。また、当層上面から４区SS22と４区SS23が掘り込まれている。

Ｆ層：�Ｆ層（�層）は暗灰褐色を呈する自然堆積層で、ロームを母材とする淡黄灰色ブロックが多量
に混じっている。標高43.1～46.3ｍ付近に堆積し、層厚は10～30㎝を測る。

Ｇ層：�Ｇ層（�層）は灰褐色を呈する自然堆積層で、ロームを母材とする小ブロックが混じっている。
標高39.8～45.3ｍ付近に堆積し、層厚は15～35㎝を測る。

Ｈ層：�Ｈ層（�層）は黒褐色を呈するクロボクの２次堆積層である。標高39.7～45.1ｍ付近に堆積し、
層厚は10～40㎝を測る。

Ｉ層：Ｉ層（�層）は暗褐色を呈するローム漸移層である。

丘陵斜面部（第12図）
Ａ層：Ａ層（①層）は現表土である。
Ｂ層：�Ｂ層（②～⑤層）は丘陵上部から流れ込んだ堆積土である。暗赤褐色土（②層：Ｂ‐１層）と

暗黄褐色土（③～⑤層：Ｂ‐２層）の２層に大別でき、丘陵上部から傾斜堆積している。
Ｃ層：Ｃ層（⑨層）は黒褐色を呈する旧表土で、小谷状地形部のＣ‐３層に対応すると考えられる。
Ｄ層：�Ｄ層（⑯層）は暗褐色土と黄褐色土が混合する盛土造成土で、標高36.4ｍ以下に造成が行われ

ている。層厚は最大で50㎝を測る。標高35.9ｍ付近以下は段切り、削平されており、特に古墳
時代前期以前の遺構が存在する標高33.6ｍ以下は削平により遺存状態は良好ではない。古墳時
代前期以前の遺構が埋没した後に、盛土造成されたと考えられ、当層上面から古墳時代中期と
古代の遺構が掘り込まれている。なお、Ｄ層直下は地山のローム層となっている。
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第11図　４区土層図（１）
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第12図　４区土層図（２）

0
2m

（
S＝

１
：

80
）

H
＝
31
.0
m

H
＝
31
.0
m B′

H
＝
43
.0
m

H
＝
43
.0
m

B H
＝
35
.0
m

SS
29

SS
23

SS
30

SS
25

SS
27

H
＝
39
.0
m

H
＝
39
.0
m

H
＝
35
.0
m

H
＝
33
.0
m

⑯

⑤



④

②

①

⑯

③















⑨



⑯

　
　
Ｂ
－
Ｂ
′

 
①

　
表

土
（

Ａ
層

）
②

　
暗

赤
褐

色
土

（
Ｂ

－
１

層
、

締
ま

り
な

し
、

粘
性

弱
い

。
黒

褐
色

ブ
ロ

ッ
ク

多
量

含
有

）
③

　
暗

黄
褐

色
土

（
Ｂ

－
２

層
、

締
ま

り
弱

い
）

④
　

暗
黄

褐
色

土
（

Ｂ
－

２
層

、
締

ま
り

な
し

、
粘

性
弱

い
）

⑤
　

暗
黄

褐
色

土
（

Ｂ
－

２
層

、
白

色
パ

ミ
ス

少
量

含
有

）
⑨

　
黒

褐
色

土
、

締
ま

り
（

Ｃ
層

、
粘

性
弱

い
）

⑯
　

暗
褐

色
土

＋
黄

褐
色

土
（

Ｄ
層

、
締

ま
り

な
し

、
粘

性
弱

）


　

暗
黄

色
土

（
締

ま
り

な
し

、
粘

性
弱

）


　
黄

褐
色

土
（

締
ま

り
、

粘
性

弱
。

黒
色

粒
少

量
含

有
）


　

黒
色

ス
コ

リ
ア

に
よ

る
硬

化
面


　

黄
褐

色
土

（
地

山
風

化
土

）


　
黄

褐
色

土
（

炭
化

物
少

量
含

有
）


　

黄
褐

色
土

（
黒

褐
色

土
少

量
含

有
）


　

暗
褐

色
土

（
黄

色
粒

少
量

、
炭

化
物

微
量

含
有

）


　
暗

黄
褐

色
土

（
地

山
風

化
土

？
暗

褐
色

ブ
ロ

ッ
ク

少
量

含
有

）


　
暗

褐
色

土


　
淡

黄
褐

色
土

（
黒

色
粒

少
量

含
有

）

― 23 ―

CW6_TY091_P012_D03_第１分冊.indd   23 2015/03/04   17:38:11



（４）６区の層序（第13・14図）
　６区では調査区の中央北西寄りの小谷部と北西側の丘陵斜面部で基本層序の確認を行った。なお、
小文字のアルファベットを付した層名は、小谷部、丘陵斜面部とも相互に対応する。
　斜面の上部では急傾斜でありながら、表土直下に堆積層が遺存するが、斜面の下部は表土直下が地
山となっている。なお、小谷部は遺構面まで掘り下げた段階で土層の確認を行った。

小谷部（第13図）
ｂ層：�ｂ層（⑤～⑨層）は締まりの弱い堆積層で、丘陵上部から流れ込んで堆積したと考えられる。

小谷部全域に堆積し、さらに上層から淡褐色系土（⑤～⑦層：ｂ－１層）、暗褐色土（⑧層：ｂ
－２層）、灰褐色土（⑨層：ｂ－３層）の３層に大別できる。ｂ－１層は標高39.7ｍ以下、ｂ－２
層は標高39.7～45.7ｍ付近、ｂ－３層は標高39.6ｍ以下に堆積する。層厚はｂ－１層が20～25㎝、
ｂ－２層が10～35㎝、ｂ－３層が10～40㎝を測る。なお、当層上面で弥生時代後期から古代の遺
構を検出した。

ｃ層：�ｃ層（㉑層）は淡黒灰色を呈する遺物包含層で、多量の遺物を包含している、標高40.8ｍ以下
に堆積し、層厚は10～30㎝を測る。

ｄ層：�ｄ層（㉒～㉕層）は淡灰褐色から暗褐色を呈する堆積層で、標高40.5～42.5ｍ付近に堆積する。
ｄ層はさらに淡灰褐色土（㉒層：ｄ－１層）と暗褐色土及び灰褐色土（㉓～㉕層：ｄ－２層）の
２層に大別でき、層厚はｄ－１層が15～40㎝、ｄ－２層が15～20㎝を測る。

ｅ層：�ｅ層（㉖～㉝層）はｄ層直下に堆積する無遺物層で、標高41.0ｍ付近以下に堆積する。堅く締まっ
ており、上層から灰褐色土、暗褐色土、暗灰色土が互層状に堆積している。

丘陵斜面部（第14図）
ａ層：ａ層（①、②層）は暗褐色を呈する表土である。
ｂ層：�ｂ層（③、④層）は斜面の上部、標高44.5～48.4ｍに堆積し、層厚は10～25㎝を測る。斜面の

下部ではａ層に削平されており、遺存していない。なお、当層直下は地山となっており、斜面
部では地山上面で遺構を検出したが、土層断面の所見から、本来は当層上面から遺構が掘り込
まれたと考えられる。
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第13図　６区土層図（１）
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第14図　６区土層図（２）
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第15図　遺跡全体図
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第16図　１・５区遺構分布図
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第17図　２・３区遺構分布図
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― 31・32 ―
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第４章　検出した遺構と遺物

第１節　縄文時代

１．概　　要
　縄文時代の遺構は、２区、３区の谷部と４区、６区の丘陵部で陥穴17基を検出した。陥穴は２区、
３区の谷部、６区の丘陵東側裾部、６区の西側の谷状地形部では８基を検出しており、いずれも平面
形態が楕円形あるいは円形を呈し、このうち底面でピットを検出したものは３区SK39の１基のみで
ある。これに対して、４区と６区の丘陵上では９基を検出しており、いずれも平面形態が隅丸方形あ
るいは隅丸長方形を呈し、底面にはピットを有する。
　いずれの陥穴からも確実に時期を特定できる遺物が出土していないが、形態的特徴から縄文時代に
帰属すると判断した。
　遺構外の出土遺物は、縄文時代晩期が主体を占めるが、押型文土器数点と尖頭器１点が出土した。

２．陥　　穴
（１）２　　区
　SK９（第21図）
　位置　２区中央やや南西寄り、Ｇ‐15グリッドより検出された陥穴である。確認面上の標高は26.5ｍ、
北東向きの緩斜面に位置する。北西側７ｍには３区SK18、南西側７ｍには３区SK39がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに円形を呈する。規模は上面で長径80㎝、短径78㎝、底面は長
径44㎝、短径41㎝、確認面からの深さは80㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面ではピットは
検出できなかった。
　埋土　茶灰色系土と暗灰色系土を主体とし、下層から順次自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、形態的特徴から縄文時代の陥穴
と考えられる。

　SK10（第21図）
　位置　２区南東寄り、Ｈ‐17グリッドより検出された陥穴である。確認面上の標高は25.8～25.9ｍ、
北東向きの緩斜面に位置する。南東側10ｍには２区SK11がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を呈する。規模は上面で長径69㎝、短径53㎝、底面は
長径53㎝、短径36㎝、確認面からの深さは78㎝を測る。断面の形状は長方形状を呈し、底面ではピッ
トは検出できなかった。
　埋土　黒色土と黒褐色土を主体とし、このうち、③、④、⑥層は壁の崩落土とみられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、形態的特徴から縄文時代の陥穴
と考えられる。　
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　SK11（第21図）
　位置　２区南東壁際、Ｈ‐18グリッドより検出された陥穴である。確認面上の標高は25.8～25.9ｍ、
北東向きの緩斜面に位置する。北西側10ｍには２区SK10がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を呈する。規模は上面で長径68㎝、短径58㎝、底面は
長径54㎝、短径43㎝、確認面からの深さは94㎝を測る。断面の形状は長方形状を呈し、底面ではピッ
トは検出できなかった。
　埋土　上層から淡黒灰色土、暗灰色土、暗茶灰色土、暗灰色土、暗褐色土が堆積しており、下層か
ら順次自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、形態的特徴から縄文時代の陥穴
と考えられる。

（２）３　　区
　SK18（第22図）
　位置　３区北東壁際、Ｇ‐14グリッドより検出された陥穴である。確認面上の標高は26.8ｍ、北東
向きの緩斜面に位置する。南東側７ｍには２区SK９、南側９ｍには３区SK39がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を呈する。規模は上面で長径118㎝、短径102㎝、底面
は長径82㎝、短径64㎝、確認面からの深さは152㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面ではピッ
トは検出できなかった。
　埋土　最上層は暗茶灰色土、それ以下は暗灰色粘質土を主体とし、下層から順次自然埋没したと考
えられる。なお、下層は湧水が著しいため、分層できなかった。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、形態的特徴から縄文時代の陥穴
と考えられる。

　SK35（第22図）
　位置　３区中央、Ｈ‐14グリッドより検出された陥穴である。確認面上の標高は27.6ｍ、北東向き
の緩斜面に位置する。北東側３ｍには３区SK39がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに円形を呈する。規模は上面で直径105㎝、底面は直径38㎝、
確認面からの深さは116㎝を測る。断面の形状は逆台形状を呈し、底面ではピットは検出できなかった。
　埋土　上層は暗灰色土、下層は黒灰色土を主体とし、下層から順次自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は土器の細片が10点出土したが、いずれも図示し得るものはなかった。
　時期・性格　出土遺物による時期比定は困難であるが、形態的特徴から縄文時代の陥穴と考えられ
る。
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第19図　２・３区縄文時代遺構分布図
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― 37・38 ―第20図　４・６区縄文時代遺構分布図
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　SK39（第23図）
　位置　３区中央、Ｇ‐14グリッドより検出され
た陥穴である。確認面上の標高は27.3～27.4ｍ、
北東向きの緩斜面に位置する。南西側３ｍには
３区SK35、北側９ｍには３区SK18、北東７ｍ
には２区SK９がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに不整な
楕円形を呈する。規模は上面で長径139㎝、短径
124㎝、底面は長径89㎝、短径74㎝、確認面から
の深さは127㎝を測る。断面の形状は逆台形状を
呈し、底面中央やや北寄りで長径23㎝、短径16㎝、
深さ25㎝のピットを検出した。
　埋土　上層は暗灰色土、中層は黒灰色土、下
層は灰褐色土を主体とし、下層から順次自然埋
没したと考えられる。底面のピットは灰褐色土
の単層である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期
比定は困難であるが、形態的特徴から縄文時代
の陥穴と考えられる。

第21図　２区SK9・10・11

第23図　３区SK39第22図　３区SK18・35
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　　SK10土層注記 
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　　SK18土層注記 
①　暗茶灰色土
②　暗灰色土（白色砂粒が僅かに混じ

る）
③　暗灰色粘質土
④　暗灰褐色粘質土
⑤　暗灰色粘質土（ローム粒混じり）
⑥　灰褐色粘質土（ロームブロック混

じり）

　　SK35土層注記 
①　暗灰色土（暗褐色粘土ブロッ

ク混じり）
②　灰褐色土
③　暗灰色土
④　暗褐色土
⑤　灰褐色土（ローム小ブロック
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①　暗灰色土（直径１㎜以下の白色砂
粒、ローム粒混じり）

②　暗灰色土（暗褐色粘土ブロック混じ
り）

③　暗灰色土
④　黒灰色土
⑤　灰褐色土（ロームブロック混じり）
⑥　灰褐色土（ローム小ブロック混じ
り）

⑦　暗灰色土（ローム粒混じり）
⑧　灰褐色土（ローム粒混じり）
⑨　黒灰色土（ローム粒混じり）
⑩　灰褐色土
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（３）４　　区
　SK7（第24図）
　位置　４区北寄り、－Ａ‐８グリッドより検出された陥穴である。確認面
上の標高は48.0～48.3ｍ、東向きの斜面に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形を呈する。規模は上面で
長径90㎝、短径49㎝、底面は長径68㎝、短径36㎝を測る。確認面からの深さ
は54㎝と浅く、上部が削平されたと考えられる。断面の形状は逆台形を呈し、
底面中央で長径19㎝、短径14㎝、深さ29㎝のピットを検出した。
　埋土　上部が削平されたと考えられ、最下層の暗褐色土を確認したのみで
あるが、自然埋没したと考えられる。底面のピットは暗黄褐色土の単層で、
地山のロームブロックが多量に混じっている。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、形態的
特徴から縄文時代の陥穴と考えられる。　

　SK8（第25図）
　位置　４区南東寄り、Ｄ‐11グリッドより検出された陥穴である。確認
面上の標高は33.9～34.2ｍ、東向きの緩斜面に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を呈する。規模は上面で長
径129㎝、短径95㎝、底面は長径62㎝、短径60㎝、確認面からの深さは133
㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、上部付近で一段の段差を有する。
なお、底面ではピットは検出できなかった。
　埋土　黒褐色土と黒色土を主体とするが、①～⑧層は⑩、⑪、⑬層を二
次的に掘り込んだ後、自然堆積したと考えられる。　　
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、形態
的特徴から縄文時代の陥穴と考えられる。　

（４）６　　区
　SK５（第26図）
　位置　６区中央やや南寄り、Ｇ‐６グリッドより検出された陥穴である。
確認面上の標高は44.1～44.4ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。東側11ｍ
には６区SK９、南西側14ｍには６区SK14がある。上部は６区SI７に削平
されている。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形状を呈する。規模は上
面で長径84㎝、短径57㎝、底面は長径59㎝、短径45㎝、確認面からの深さ
は69㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面中央やや南寄りで長径28
㎝、短径17㎝、深さ34㎝のピットを検出した。

第24図　４区SK７

第25図　４区SK８
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有。

②　暗黄褐色土。粘性強い。
地山黄色ブロック多量に
含有。
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①　暗褐色土。黒褐色土、暗黄褐色土
多量に含有。

②　黒褐色土。黄色粒、焼土粒僅かに
含有。

③　黒褐色土。黄色粒やや多く含有。
④　黒褐色土。黄色ブロック、焼土粒
少量含有。

⑤　黒褐色土。暗黄色ブロック含有。
⑥　暗茶褐色土。黒色土、ロームブロ
ック多量に含有。

⑦　黒色土。黄色粒僅かに含有。
⑧　黒色土、締まり・粘性弱い。ロー
ムブロック多量に含有。

⑨　黒色土。
⑩　黒色土。ロームブロック、暗褐色
土やや多く含有。

⑪　黒色土。ロームブロック少量含有。
⑫　暗黄褐色土、締まり・粘性弱い。
黒色粒少量含有。

⑬　黒色土。暗褐色土少量含有。
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　埋土　上部は６区SI７に削平されているが、
暗赤褐色土と粘質土を主体とする自然堆積で、
①～③層は④層を二次的に掘り込んだ後、自
然堆積したと考えられる。底面のピットは暗
灰褐色系の粘質土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時
期比定は困難であるが、形態的特徴から縄文
時代の陥穴と考えられる。　

　SK７（第27図）
　位置　６区南西寄り、Ｅ‐２グリッドより検
出された陥穴である。確認面上の標高は37.8
～38.5ｍ、西向きの緩斜面に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円
形を呈する。規模は上面で長径162㎝、短径
149㎝、底面は長径82㎝、短径50㎝、確認面か
らの深さは162㎝を測る。断面の形状は逆台形
を呈し、壁面の上面付近で一段の段差を有す
る。また南西側の壁面の中位で幅36㎝、奥行
13㎝、高さ18㎝と幅17㎝、奥行14㎝、高さ20㎝、
北東側の壁面の中位で幅37㎝、奥行20㎝、高
さ30㎝のステップ状の掘り込みを検出した。なお、底面ではピットは検出
できなかった。
　埋土　灰褐色土、暗灰色土、暗褐色土を主体とする自然堆積であるが、
①～⑤層は⑥層を二次的に掘り込んだ後、自然堆積したと考えられる。
　遺物　遺物は土器の細片が１点出土したが、図示し得なかった。
　時期・性格　出土遺物による時期比定は困難であるが、形態的特徴から
縄文時代の陥穴と考えられる。

　SK9（第28図）
　位置　６区中央東寄り、Ｇ‐８グリッドより検出された陥穴である。確認
面上の標高は41.1～41.4ｍ、南東向きの斜面に位置する。西側11ｍには６区
SK５がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸方形を呈する。規模は上面で
長径104㎝、短径74㎝、底面は長径48㎝、短径40㎝、確認面からの深さは
118㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、北側壁面の上面付近には一段の
段差がある。また、北西側の壁面やや上位で幅30㎝、奥行28㎝、高さ13㎝

第27図　６区SK７

第26図　６区SK５

第28図　６区SK９
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0 50㎝（S＝１：40）

①　黒灰色粘質土。炭化物
少量含有。

②　暗灰赤褐色粘質土。灰
色粘質土少量含有。

③　暗灰褐色粘質土。黒灰
色粘質土少量含有。

④　暗赤褐色土。灰色粘
土、茶褐色土多量に含
有。

⑤　暗灰褐色粘質土。黒灰
色粘質土少量含有。

⑥　暗灰黄色粘質土。黒赤
褐粒多量に含有。

⑦　暗赤褐色土。赤褐色土
多量に含有。
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⑥
⑧ ⑧

④
③
②

① ⑤

0 50㎝（S＝１：40）

A′

A A′

①　灰褐色土（白色砂粒混じり）
②　暗灰色土（白色砂粒混じり、炭化物粒が僅
かに混じる）

③　暗褐色土
④　灰褐色土（暗褐色ブロック混じり）
⑤　暗灰色土（白色砂粒、炭化物粒混じり）
⑥　灰褐色土（白色砂粒混じり）
⑦　暗褐色土（暗灰色小ブロック混じり）
⑧　灰褐色土（暗褐色ブロック混じり）

H＝41.5mA A′

A′A

①

②

③ ③
⑥

④
⑤

0 50㎝（S＝１：40）

①　黒褐色土。暗褐色土少量含有。
②　黒色土。暗褐色土少量含有。
③　黒褐色土。暗茶褐色土含有。
④　暗茶褐色土。茶褐色土多量に含
有。

⑤　茶褐色土。暗褐色土少量含有。
⑥　黄褐色土。
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のステップ状の掘り込みを検出した。底面中央で直径15㎝、深さ16㎝のピットを検出した。
　埋土　黒褐色土と黒色土を主体とする自然堆積であるが、①、②層は③、④層を二次的に掘り込ん
だ後、自然堆積したと考えられる。底面のピットは茶褐色土の単層である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、形態的特徴から縄文時代の陥穴
と考えられる。　

　SK10（第29図）
　位置　６区南寄り、Ｈ‐８グリッドより検出された陥穴である。確認面上の標高は39.7～40.2ｍ、南
東向きの斜面に位置する。東側3.5ｍには６区SK11、南側３ｍには６区SK12がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸方形を呈する。規模は上面で長径200㎝、短径186㎝、底
面は長径72㎝、短径65㎝、確認面からの深さは178㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、北側の壁
面の上面付近には二段、西側の壁面の上面付近には一段の段差がある。また、南側の壁面の上位で幅
17㎝、奥行６㎝、高さ13㎝、北西側の壁面の上位で幅12㎝、奥行13㎝、高さ17㎝のステップ状の掘り
込みを検出した。底面中央で直径20㎝、深さ52㎝のピットを検出した。
　埋土　黒色土と暗褐色土を主体とする自然堆
積であるが、①～⑪層は⑫、⑯、⑰層を二次的
に掘り込んだ後、自然堆積したと考えられる。
なお、⑧、⑭、⑰層は壁の崩落土とみられる。
　遺物　遺物は土器の細片が１点出土したが、
図示し得なかった。
　時期・性格　出土遺物による時期比定は困難
であるが、形態的特徴から縄文時代の陥穴と考
えられる。　

　SK11（第30図）
　位置　６区南寄り、Ｈ‐８グリッドより検出
された陥穴である。確認面上の標高は39.2～
39.5ｍ、南東向きの斜面に位置する。西側3.5ｍ
には６区SK10、南西側６ｍには６区SK12があ
る。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長
方形を呈する。規模は上面で長径117㎝、短径
91㎝、底面は長径78㎝、短径55㎝、確認面から
の深さは135㎝を測る。断面の形状は逆台形状
を呈するが、南東側以外の壁面の下部はオー
バーハングしている。また、西側と北側の壁面
の上面付近には一段の段差がある。底面中央で 第29図　６区SK10

H＝40.1mA A′

A′A

⑯
② ①

⑱
③

④

⑥
⑰

⑤

⑦

⑧

⑫

⑭

⑮

⑬

⑪
⑩ ⑨

0 50㎝（S＝１：40）

①　暗褐色土。黄褐
色ブロック少量
含有。

②　黒色土。黄色粒
少量含有。

③　黒褐色土。暗褐
色土ブロック多
量に含有。

④　黒色土。黄色ブ
ロック少量含
有。

⑤　暗褐色土。黄褐
色土少量含有。

⑥　暗褐色土。黄褐
色土と黒色土が
ブロック状に含
有。

⑦　暗褐色土。黒褐
色土多量、黄褐
色土少量含有。

⑧　暗黄褐色土。黄
褐色ブロック多
量に含有。

⑨　黒褐色土。黄褐
色土少量含有。

⑩　暗黄褐色土。黄
褐色ブロック含
有。

⑪　暗褐色土。黄褐
色ブロック少量
含有。

⑫　黒色土。黄色
粒、暗褐色土少
量含有。

⑬　暗褐色土。黒色
土含有。

⑭　暗黄褐色土。黒
色土少量、黄色
ブロック多量に
含有。

⑮　暗黄褐色土。黒
褐色土、黄褐色
ブロック含有。

⑯　暗黄褐色土。暗
褐色土多量に含
有。

⑰　暗黄褐色土。
ロームブロック
多量に含有。

⑱　黄褐色土。
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長径17㎝、短径15㎝、深さ26㎝のピットを検出した。
　埋土　黒褐色土、黒色土、茶褐色土を主体とする自然堆積であるが、
①～③層は④、⑤層を二次的に掘り込んだ後、自然堆積したと考えられ
る。底面のピットは茶褐色土の単層である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、形
態的特徴から縄文時代の陥穴と考えられる。　

　SK12（第31図）
　位置　６区南寄り、Ｉ‐８グリッドより検出された陥穴である。確認
面上の標高は39.2～39.5ｍ、南東向きの斜面に位置する。北側３ｍには
６区SK10、北東側６ｍには６区SK11がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形を呈する。規模は上
面で長径83㎝、短径62㎝、底面は長径49㎝、短径43㎝、確認面からの深
さは99㎝を測る。断面の形状は長方形状を呈し、底面中央で直径13㎝、
深さ43㎝のピットを検出した。
　埋土　上層は黒褐色土、下層は黒色土を主体とし、下層から順次自然
埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、形
態的特徴から縄文時代の陥穴と考えられる。

　SK14（第32図）
　位置　６区南寄り、Ｈ‐６グリッドより検出された陥穴である。確認
面上の標高は41.0～41.2ｍ、南西向きの斜面に位置する。北東側14ｍに
は６区SK５、東側19ｍには６区SK10・12がある。
　形状　平面形態は上縁部は長楕円形状、底面は隅丸長方形状を呈する。
規模は上面で長径121㎝、短径81㎝、底面は長径114㎝、短径68㎝、確認
面からの深さは158㎝を測る。断面の形状は長方形状を呈するが、北側
は壁面がオーバーハングしている。また、北東側の壁面の上面付近には
一段の段差がある。底面中央やや北寄りで長径23㎝、短径17㎝、深さ27
㎝のピットを検出した。
　埋土　黒褐色土、暗褐色土、暗赤褐色土を主体とする自然堆積である
が、①～⑤層は⑥、⑦、⑧層を二次的に掘り込んだ後、自然堆積したと
考えられる。底面のピットは暗赤褐色土の単層である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、形
態的特徴から縄文時代の陥穴と考えられる。

第30図　６区SK11

H＝39.5m
A

A

A′

A′

⑥

⑤

③

②

①
④

0 50㎝（S＝１：40）

①　黒褐色土。暗褐色土
多量に含有。

②　黒色土。黄色粒少量
含有。

③　黒色土。黄色ブロッ
ク、暗茶褐色粒含
有。

④　暗茶褐色土。黄色ブ
ロック多量に含有。

⑤　茶褐色土。黄色ブ
ロック多量に含有。

⑥　茶褐色土。黄色ブ
ロック、暗褐色ブ
ロック多量に含有。

第31図　６区SK12

H＝39.5m
A

A A′

A′

⑦

④

③

②⑤

①
⑤

⑥

0 50㎝（S＝１：40）

①　黒褐色土。暗褐色土多量に
含有。

②　黒褐色土。暗黄褐色土がブ
ロック状に多量に含有。

③　黒色土。
④　黒色土。暗褐色土少量含
有。

⑤　暗黄褐色土。暗褐色土多量
に含有。

⑥　暗褐色土。暗黄褐色土少量
含有。

⑦　暗黄褐色土。黄褐色土、
ロームブロック多量に含
有。
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　SK22（第33・34図）
　位置　６区東寄り、Ｉ‐10グリッドより
検出された陥穴である。確認面上の標高は
34.9～35.2ｍ、東向きの緩斜面に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕
円形を呈する。規模は上面で長径139㎝、
短径131㎝、底面は長径42㎝、短径40㎝、
確認面からの深さは220㎝を測る。断面の
形状は逆台形状を呈し、壁面の中位付近に
は一段の段差がある。なお、底面ではピッ
トは検出できなかった。
　埋土　黒色土、黒褐色土、暗褐色土を主
体とする自然堆積であるが、①～⑨、⑪層
は⑩、⑫層を二次的に掘り込んだ後、自然
堆積したと考えられる。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、こ
のうち石器２点を図示した。１は黒曜石製
の楔形石器、２は凝灰角礫岩製の台石で、
表面には磨痕と敲打痕が認められる。
　時期・性格　出土遺物による時期比定は
困難であるが、形態的特徴から縄文時代の
陥穴と考えられる。

　SI4‐P7（第35図）
　位置　６区中央、Ｄ‐５グリッドより検
出された陥穴である。確認面上の標高は
48.7～48.8ｍ、南西向きの斜面に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形を呈する。規模は上面で長径84㎝、短径61㎝、底
面は長径77㎝、短径38㎝、確認面からの深さは59㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈するが、北側は
壁面がオーバーハングしている。底面中央で長径18㎝、短径15㎝、深さ18㎝のピットを検出した。
　埋土　黄褐色土と暗茶褐色土を主体とし、下層から順次自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。　　
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、形態的特徴から縄文時代の陥穴
と考えられる。　

第32図　６区SK14

H＝41.7m
A

A

A′

A′

①
③⑤

⑥
②

④⑦
⑨

⑧

⑩

0 50㎝（S＝１：40）

①　黒褐色土。炭化物・赤色粒多
量に含有。

②　暗褐色土。炭化物、黒褐色土
多量に含有。

③　暗褐色土、締まり・粘性やや
有り。黄褐色土多量に含有。

④　暗褐色土。
⑤　暗褐色土。炭化物、黄褐色土
少量含有。

⑥　暗赤褐色土。灰黄褐色土少量
含有。

⑦　暗赤褐色土。暗褐色土少量含
有。

⑧　暗赤褐色土。黄褐色土多量に
含有。

⑨　暗赤褐色土。ロームブロック
多量に含有。

⑩　暗赤褐色土。暗褐色土僅かに
含有。

第33図　６区SK22

H＝35.3mA A′

A
2

A′

①②
⑤

③

④

⑩

⑨

⑥
⑤

⑥⑩

⑦
⑪⑧

⑫

0 50㎝（S＝１：40）

①　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。
②　黒色土。黒褐色土少量含有。
③　黒褐色土。黒色土多量に含有。
④　黒褐色土、締まり・粘性やや有り。黄
褐色土粒が下層に多量に含有。

⑤　黒褐色土、締まり・粘性やや有り。黄
褐色土多量に含有。

⑥　暗褐色土、締まり・粘性弱い。黄褐色
土多量に含有。

⑦　暗褐色土、締まり・粘性弱い。⑥層よ
り黄褐色土多量に含有。

⑧　暗茶褐色土、締まり・粘性弱い。黄褐
色土と黒褐色土がブロック状に含有。

⑨　暗黄褐色土、締まり・粘性弱い。黒褐
色土少量含有。

⑩　黄褐色土、締まり・粘性やや有り。暗
茶褐色土少量含有。

⑪　暗黄褐色土。暗褐色土少量含有。
⑫　黒色土。黄褐色土がブロック状に含有。
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第35図　６区SI４-Ｐ７

H＝48.8mA

H
＝
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m
B

B
B′

B′

A′

A′A

①

④②

③

⑤

0 50㎝（S＝１：40）

①　黄褐色土。黄色ブ
ロック非常に多量
に含有。

②　暗黄褐色土。炭化
物僅かに含有。

③　暗茶褐色土。炭化
物多量に含有。

④　黄褐色土。黄色ブ
ロック非常に多量
に含有。

⑤　暗茶褐色土。

第34図　６区SK22出土遺物

0 10㎝（S＝１：４）

0 2㎝（S＝１：１）

1

2
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第36図　１・５区弥生時代前期～中期遺構分布図
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第37図　２・３区弥生時代前期～中期遺構分布図
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― 49・50 ―第38図　４・６区弥生時代前期～中期遺構分布図
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第２節　弥生時代前期～中期

１．概　　要
　弥生時代前期から中期の遺構は、木棺墓91基、土壙墓４基、石囲墓１基、溝状土壙12基、弧状溝12
基、土壙27基、貯蔵穴６基、土坑13基、溝状遺構３基、土器溜２基、石列を検出した。
　２区と３区の谷部ではその縁辺部に沿うように、溝状の遺構が列状に配置されている。溝内には墓
壙状の遺構があるものや、供献土器と考えられる完形の土器が出土していることから、これらの溝状
の遺構は、墳墓関連の遺構の可能性がある。そこで、本報告では、通常の溝状遺構とは区別して、こ
れらを ｢溝状土壙｣ と呼称する。また、６区の丘陵南東側裾部では、弧状にのびる溝状の遺構があり、
これらを ｢弧状溝｣ と呼称する。
　溝状土壙内には平面形態が長楕円形を呈する遺構が存在し、平面形態や規模的には土壙墓と酷似す
る。しかし、これらの中には供献土器と考えられる完形の土器が出土しているものがあり、土壙墓と
は性格が異なると想定されることから、本報告ではこれらを ｢土壙｣ と呼称する。また、３区SK42
や６区SK36-２は不整形な土坑状の遺構で、埋没後に木棺墓が掘り込まれていることから、その関係
を考慮して、これらも ｢土壙｣ として扱った。
　木棺墓及び土壙墓は１区と５区の尾根状地形部の南東側斜面、２区と３区の谷部、６区の丘陵南東
側の斜面裾部に位置する。１区、５区の西側と３区の南側の尾根状地形部は後世の削平により遺構が
遺存していないが、この部分にも木棺墓及び土壙墓が本来的には展開していた可能性がある。木棺墓
のなかには標石を伴うものや、棺の裏込めとして礫を据え付けるものや、小児用の小型のものもある。
　石列は３区と６区で検出された。石列は３区では第４層で検出されたが、３区の溝状土壙内と６区
の弧状溝内に礫が落ち込んでいるものがあることから、
その関係が窺え、木棺墓群との位置関係から、これらの
墓域を区画する石列と推定される。

２．土壙墓・木棺墓
（１）１　　区
　SK１（第39図）
　位置　１区南端、Ｍ-19グリッドより検出された木棺
墓である。確認面上の標高は25.1～25.2ｍ、南東向きの
緩斜面に位置する。北側0.5ｍに１区SK２がある。
　形状　南西側は調査区外に広がっているが、平面形態
は上縁部、底面ともに不整な隅丸長方形を呈する。主軸
方位はＮ-61°-Ｗである。規模は上面で長軸157㎝以上、
短軸90㎝以上、底面は長軸144㎝以上、短軸79㎝以上、
確認面からの深さは11～15㎝を測る。断面の形状は逆台
形を呈し、底面は平坦である。底面には木棺の小口痕跡
と側板痕跡は認められないが、方形の形態的特徴から木
棺墓と推定した。 第39図　１区SK１
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　埋土　淡黄灰色土の単層である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難
であるが、１区SK２との位置関係から、本遺構の
時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK２（第40図）
　位置　１区南端、Ｍ-19グリッドより検出された
木棺墓である。確認面上の標高は25.1～25.2ｍ、南
東向きの緩斜面に位置する。南側0.5ｍに１区SK１
がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形
を呈する。主軸方位はＮ-82°-Ｅである。掘り方の
規模は長軸157㎝、短軸72～80㎝、確認面からの深
さは12～16㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、
底面は平坦である。西半部の底面には小口痕跡と側
板痕跡が認められ、側板痕跡間の長さから。木棺の
規模は短軸30㎝前後と推定される。
　埋土　上層は灰褐色土、下層は明褐色土が堆積す
る。
　遺物　出土遺物は微細片１片のみであり、図示し
得るものはなかった。
　時期　出土した微細片土器から、本遺構の時期は弥生時代前期
と考えられる。

　SK３（第41図）
　位置　１区東壁際、Ｋ-20グリッドより検出された木棺墓であ
る。確認面上の標高は24.7ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。北
側1.5ｍに１区SK４がある。
　形状　南東側は調査区外へ広がっているが、平面形態は上縁部、
底面ともに隅丸長方形を呈すると考えられる。主軸方位はＮ-
64°-Ｗである。規模は上面で長軸95㎝以上、短軸93㎝、底面は長
軸85㎝以上、短軸75㎝、確認面からの深さは19～24㎝を測る。断
面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面には木棺の小
口痕跡と側板痕跡は認められないが、方形気味の形態的特徴から
木棺墓と推定した。
　埋土　黒灰色系土を主体とする。
　遺物　遺物は出土しなかった。

第40図　１区SK２
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　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、１区SK４との位置関係から、本遺構
の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK４（第42図）
　位置　１区東壁際、Ｋ-20グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は24.6ｍ、北東
向きの緩斜面に位置する。南側1.5ｍに１区SK３がある。
　形状　南東側は調査区外へ広がっているが、平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形を呈すると
考えられる。主軸方位はＮ-53°-Ｗである。規模は上面で長
軸123㎝以上、短軸86㎝以上、底面は長軸114㎝以上、短軸85
㎝以上、確認面からの深さは16㎝を測る。断面の形状は逆台
形を呈し、底面は南から北へ緩やかに傾斜している。底面に
は木棺の小口痕跡と側板痕跡は認められないが、形態的特徴
から木棺墓と推定した。
　埋土　黒褐色土の単層である。
　遺物　出土遺物はいずれも微細片であり、図示し得るもの
はなかった。
　時期　出土した微細片土器から、本遺構の時期は弥生時代
前期と考えられる。

　SK５（第43図）
　位置　１区南東壁際、Ｌ-20グリッドより検出された土壙
墓である。確認面上の標高は25.0ｍ、北東向きの緩斜面に位
置する。南西側10ｍに１区SK２、北側８ｍに１区SK３がある。
　形状　東側は調査区外へ広がっているが、平面形態は上縁
部、底面ともに長楕円形を呈すると考えられる。主軸方位は
Ｎ-75°-Ｅである。規模は上面で長軸157㎝以上、短軸122㎝、
底面は長軸128㎝以上、短軸111㎝、確認面からの深さは10㎝
を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底
面には木棺の小口痕跡と側板痕跡が認められないことと、形
態的特徴から土壙墓と判断した。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難である
が、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生時代前期
と考えられる。

第42図　１区SK４
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（２）２　　区
　SK２（第44図）
　位置　２区中央、Ｆ-14グリッドより検出され
た土壙墓である。確認面上の標高は26.2～26.4ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。東側４ｍに２区SK
３がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を
呈する。主軸方位はＮ-81°-Ｗである。規模は上
面で長軸150㎝、短軸77㎝、底面は長軸77㎝、短
軸41㎝、確認面からの深さは49㎝を測る。断面の
形状は縦断面はＵ字状、横断面はＶ字状を呈する。
東端には標石と考えられる長さ62㎝、幅21㎝、厚
さ26㎝と長さ19㎝、幅13㎝、厚さ９㎝の石がある。
底面には木棺の小口痕跡と側板痕跡が認められな
いことと、形態的特徴から土壙墓と判断した。
　埋土　上層は黒色粘質土、下層は黒色土が堆積
する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し
得るものはなかったが、壺片が認められた。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK３（第45図）
　位置　２区中央、Ｆ-15グリッドより検出され
た土壙墓である。確認面上の標高は25.6～25.7ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。西側４ｍに２区SK
２がある。
　形状　東側が削平されているが、平面形態は上
縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位は
Ｎ-89°-Ｅである。規模は上面で長軸132㎝以上、
短軸104㎝、底面は長軸128㎝以上、短軸95㎝、確
認面からの深さは12㎝を測る。断面の形状は逆台
形を呈し、底面は西から東へ緩やかに傾斜してい
る。底面には木棺の小口痕跡と側板痕跡が認めら
れないことと、形態的特徴から土壙墓と判断した。
　埋土　黒色粘質土の単層である。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し
得るものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は

第44図　２区SK２
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弥生時代前期と考えられる。

（３）３　　区
　SK１（第46図）
　位置　３区北寄り、Ｆ-13グリッドより
検出された木棺墓である。確認面上の標高
は28.2～28.4ｍ、東向きの緩斜面に位置す
る。南東側12ｍに３区SK11がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅
丸長方形を呈する。主軸方位はＮ-74°-Ｗ
である。規模は上面で長軸184㎝、短軸101
～117㎝、底面は長軸171㎝、短軸85～99㎝、
確認面からの深さは８～30㎝を測る。断面
の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
底面には木棺の小口痕跡と側板痕跡は認め
られないが、長方形の形態から木棺墓と推
定した。
　埋土　上層は暗灰茶色土、下層は暗灰色
土と茶灰色系土が堆積し、堆積状況から西
側から埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るも
のはなかったが、甕片が認められた。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時
代中期初頭と考えられる。

　SK７（第47図）
　位置　３区中央、Ｈ-13グリッドより検出された。確
認面上の標高は29.3～29.5ｍ、北東向きの緩斜面に位置
する。北東側11ｍに３区SK19、南側２ｍに３区SK32が
ある。
　形状　暗灰色土（第４層）中のロームブロック層の落
ち込みとして確認されたもので、土壙墓あるいは木棺墓
と推定されるが、墓壙の平面プラン及び底面は正確には
検出できなかった。
　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形を呈する。
主軸方位はＮ-44°-Ｅである。規模は上面で長軸194㎝、
短軸67～72㎝、底面は長軸183㎝、短軸48～67㎝、確認
面からの深さは８～16㎝を測る。
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　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時
期比定は困難であるが、他の木棺墓と
の関係から、本遺構の時期は弥生時代
前期末～中期初頭頃と考えられる。

第48図　３区SK11

0 1m（S＝１：30）

H＝27.7m
A

H
＝
27
.7
m B

H
＝
27
.7
m B

A

A′

A′

B
B′ B′ B′

1 1
22

3

⑧

⑭
⑩

⑧ ⑪
⑫

⑬
⑨

⑦
⑨

①
④

③
②

⑤ ⑥

⑯
⑨

⑪ ⑮

①　暗黄褐色土（ローム集積層）
②　淡黒灰色土
③　暗茶灰色土（ローム小ブロック混じり）
④　暗灰色土
⑤　暗黄褐色土（ローム集積層）
⑥　淡黒灰色土（ローム粒が僅かに混じる）
⑦　暗茶灰色土（ローム粒が多く混じる）
⑧　黒褐色土
⑨　暗灰色土（ロームブロックが多く混じる）
⑩　淡黒灰色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）
⑪　黒褐色土（ローム小ブロック混じり）
⑫　暗茶灰色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）
⑬　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
⑭　暗褐色土（ローム小ブロックが多く混じる）
⑮　暗灰色土
⑯　暗灰色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）

3

第49図　３区SK11出土遺物

0 10㎝（S＝１：４）

1

2

3

― 56 ―

CW6_TY091_P051_D04-05_第１分冊.indd   56 2015/03/04   17:15:52



　SK11（第48・49図）
　位置　３区中央やや北寄り、Ｇ-13・14グリッドにまたがって検出された木棺墓である。確認面上
の標高は27.2～27.6ｍ、東向きの緩斜面に位置する。北西側12ｍに３区SK１、北側１ｍに３区SK14が
ある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形を呈する。主軸方位はＮ-86°-Ｗである。規模は
上面で長軸329㎝、短軸128～137㎝、底面は長軸299㎝、短軸103～114㎝、確認面からの深さは18～55
㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面には木棺の小口痕跡と側板痕跡は認
められないが、形態的特徴から木棺墓と推定した。
　埋土　淡黒灰色土、暗灰色土、黒褐色土を主体とし、西側の下層には暗茶灰色系土が堆積する。堆
積状況から西側から埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物は、壺、甕が認められるが、このうち３点を図示した。
　１～３は弥生土器である。１、２は甕で、１の口縁端部には刻み目が施され、頸部には２条のヘラ
描沈線が巡る。２は頸部に３条のヘラ描沈線が巡る。３は底部である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期初頭と考えられる。

　SK14（第50図）
　位置　３区中央やや北寄り、Ｇ-14グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は27.2
～27.4ｍ、東向きの緩斜面に位置する。南側１ｍに３区SK11、北西側1.5ｍに３区SK15がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形を呈する。主軸方位はＮ-84°-Ｗである。規模は
上面で長軸120㎝、短軸64～82㎝、底面は長軸117㎝、短軸58～75㎝、確認面からの深さは５～20㎝を
測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は東側から中央に向かって緩やかに傾斜している。また、西
側には長軸59㎝、短軸51㎝の隅丸長方形を呈する掘り込みがある。底面には木棺の小口痕跡と側板痕
跡は認められないが、形態的特徴から木棺墓と推定した。
　埋土　暗灰色土を主体とし、堆積状況から西側か
ら埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難
であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期
は弥生時代前期末～中期初頭頃と考えられる。

　SK15（第51図）
　位置　３区北寄り、Ｆ-13・14グリッドにまたがっ
て検出された木棺墓である。確認面上の標高は27.2
～27.5ｍ、東向きの緩斜面に位置する。南側3.5ｍに
３区SK11、南東側1.5ｍに３区SK14がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形
を呈する。主軸方位はＮ-４°-Ｗである。規模は上
面で長軸230㎝、短軸98～131㎝、底面は長軸191㎝、 第50図　３区SK14
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短軸80～109㎝、確認面からの深さは18～32
㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面
は平坦である。底面には木棺の小口痕跡と側
板痕跡は認められないが、形態的特徴から木
棺墓と推定した。
　埋土　茶灰色系土を主体とする。
　遺物　出土遺物は細片３点であり、図示し
得るものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時
期は弥生時代前期末～中期初頭と考えられる。

　SK16（第52・53図）
　位置　３区北寄り、Ｆ-13・14グリッドに
またがって検出された木棺墓である。確認面
上の標高は27.1～27.3ｍ、東向きの緩斜面に
位置する。南側には３区SK15が隣接し、南
東側２ｍに３区SK17がある。
　形状　東側は削平されているが、平面形態
は上縁部、底面ともに隅丸長方形を呈し、東
側は幅が狭くなる。主軸方位はＮ-89°-Ｗで
ある。規模は上面で長軸200㎝以上、短軸68
～125㎝、底面は長軸190㎝以上、短軸48～90
㎝、確認面からの深さは５～29㎝を測る。断
面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
中央やや北寄りの底面直上からは標石の可能
性のある長さ53㎝、幅20㎝、厚さ６㎝の石が
検出された。底面には木棺の小口痕跡と側板痕跡は認められないが、形態的特徴から木棺墓と推定し
た。
　埋土　上層から黒褐色土、淡黒灰色土、暗灰色土が堆積し、堆積状況から西側から埋没したと考え
られる。
　遺物　出土土器は細片８点で、このうち弥生土器甕と台石を図示した。
　１は弥生土器甕で、口縁端部には刻み目が施され、頸部には４条以上のヘラ描沈線が巡る。また、
内外面には赤色塗彩が施されている。　
　２は凝灰角礫岩製の台石で、表面には磨痕と敲打痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期初頭と考えられる。

第51図　３区SK15

①　淡茶褐色土（ローム小ブロック混じり）
②　淡茶灰色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）
③　淡茶灰色土（ローム小ブロック混じり）
④　茶灰色土（ローム小ブロック混じり）
⑤　暗褐色土
⑥　暗茶灰色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）
⑦　暗褐色土（ローム小ブロック混じり）
⑧　暗茶灰色土（ローム小ブロック混じり）
⑨　灰褐色土

①
②

③
④

⑤
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　SK17（第54・55図）
　位置　３区北寄り、Ｆ-14グリッドより検
出された木棺墓である。確認面上の標高は
27.0～27.3ｍ、東向きの緩斜面に位置する。
西側1.5ｍに３区SK15、北西側２ｍに３区
SK16がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸
長方形を呈する。主軸方位はＮ-32°-Ｅであ
る。掘り方の規模は上面で長軸191㎝、短軸
75～87㎝、底面は長軸188㎝、短軸56～67㎝、
確認面からの深さは10～31㎝を測る。断面の
形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底
面の南西側には長さ49㎝、幅14㎝、深さ13㎝
の小口痕跡がある。木棺の規模は小口痕跡の
長さから、短軸45㎝前後と推定される。
　埋土　上層は暗灰色土、下層は灰褐色土が
主体に堆積する。
　遺物　出土遺物は細片17点で、このうち１

第52図　３区SK16

①　黒褐色土
②　淡黒灰色土
③　暗灰色土
④　灰褐色土
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①④
②
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第53図　３区SK16出土遺物
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第54図　３区SK17

①　暗灰色土（ローム小ブロックが
僅かに混じる）

②　灰褐色土（ローム小ブロックが
多く混じる）

③　灰褐色土（ローム粒混じり）
④　黒褐色土

①

②
③

③
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点を図示した。
　１は弥生土器甕で、口縁端部には刻み目が施されてい
る。頸部には８条の櫛描沈線が巡り、その下には爪形の
列点文が施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末
と考えられる。

　SK19（第56図）
　位置　３区中央、Ｇ・Ｈ-13グリッドにま
たがって検出された木棺墓である。確認面上
の標高は27.9～28.0ｍ、北東向きの緩斜面に
位置する。南西側11ｍに３区SK７、北東側
12.5ｍに３区SK11がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方
形を呈する。主軸方位はＮ-35°-Ｅである。
掘り方の規模は上面で長軸174㎝、短軸80～
90㎝、底面は長軸167㎝、短軸52～84㎝、確
認面からの深さは23～30㎝を測る。断面の形
状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面
の南西側には長さ64㎝、幅15～18㎝、深さ５
㎝、北東側には長さ68㎝、幅18～23㎝、深さ
６㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは
123㎝を測る。また、南西側の２隅には側板
を据えるための掘り込みが突出しており、そ
の内法の長さは64㎝を測る。木棺の規模は小
口痕跡間の長さと小口痕跡の長さから長軸
125㎝前後、短軸70㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～⑥層が該当し、茶
灰系色土と灰褐色系土を主体とし、堆積状況から南西から北東へ向かって埋没したと考えられる。棺
の裏込めは暗灰色土の単層である。
　遺物　遺物は細片19点で、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物と他の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期初頭頃と考えら
れる。

第55図　３区SK17出土遺物
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第56図　３区SK19

①　暗褐色土（ロームブロック混
じり）

②　暗茶灰色土
③　茶灰褐色土（ロームブロック
混じり）

④　灰褐色土
⑤　暗灰色土
⑥　暗灰褐色土
⑦　灰褐色土
⑧　暗灰色土
⑨　暗茶灰色土
⑩　暗灰色土（ローム粒混じり）
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　SK20（第57図）
　位置　３区西寄り、Ｉ-12グリッドより
検出された木棺墓である。確認面上の標高
は30.7～31.0ｍ、北東向きの緩斜面に位置
する。北側４ｍに３区SK23、西側４ｍに
３区SK42がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長
方形を呈する。主軸方位はＮ-40°-Ｅであ
る。掘り方の規模は長軸174㎝、短軸65～
72㎝、確認面からの深さは25～53㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は北東か
ら南西へ緩やかに傾斜している。底面の南
西側には長さ63㎝、幅10㎝、深さ９㎝、北
東側には長さ57㎝、幅14㎝、深さ８㎝の小
口痕跡があり、その内法の長さは145㎝を
測る。また、底面の北西側には長さ190㎝、
幅９～14㎝、深さ８㎝、南東側には長さ
193㎝、幅８～13㎝、深さ５㎝の側板痕跡
があり、その内法の長さは55～58㎝を測る。
木棺の規模は小口痕跡間の長さと側板痕跡
間の長さから長軸145㎝前後、短軸60㎝前
後と推定される。
　埋土　上層は暗灰色系土、下層は淡黒灰色土を主体とし、堆積状況から南西から北東へ向かって埋
没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比
定は困難であるが、他の木棺墓との関係か
ら、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期
初頭頃と考えられる。

　SK21（第58図）
　位置　３区西寄り、Ｉ-12グリッドより
検出された木棺墓である。確認面上の標高
は30.4～30.6ｍ、北東向きの緩斜面に位置
する。南側５ｍに３区SK20、南東側2.5ｍ
に３区SK23がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長
方形を呈する。主軸方位はＮ-33°-Ｅであ

第57図　３区SK20

①　褐色土
②　暗灰色土（ローム粒混じり）
③　暗灰色土
④　黒褐色土（ローム粒が僅かに混じる）
⑤　淡黒灰色土（ローム粒混じり）
⑥　暗褐色土（ローム小ブロック混じり）

④
②

③
① ⑤
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第58図　３区SK21

①　暗灰茶色土
②　暗茶灰色土
③　灰褐色土（ローム粒混じり）
④　暗褐色土
⑤　暗灰色土
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②
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る。掘り方の規模は上面で長軸110㎝、短軸50～62㎝、底面は長軸151㎝、短軸64～82㎝、確認面から
の深さは９～22㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は南西から北東へ緩やかに傾斜している。
底面の南西側には長さ41㎝、幅５㎝、深さ３㎝、北東側には長さ36㎝、幅５㎝、深さ３㎝の小口痕跡
があり、その内法の長さは91㎝を測る。また、南西側の２隅には側板を据えるための掘り込みが突出
しており、その内法の長さは28㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間の長さと小口痕跡の長さから長軸
95㎝前後、短軸30㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①、②層が該当し、上層は暗灰茶色土、下層は暗茶灰色土が堆積し、堆積状況
から、南西側から埋没したと考えられる。棺の裏込めは暗褐色土の単層である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時
期は弥生時代前期末～中期初頭頃と考えられる。

　SK22（第59図）
　位置　３区西寄り、Ｉ-11・12グリッドにまたがっ
て検出された木棺墓である。確認面上の標高は30.7
～31.0ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。３区SK37
の埋没後に掘り込まれたもので、南東側４ｍに３区
SK20、北東側１ｍに３区SK21がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈
する。主軸方位はＮ-45°-Ｅである。掘り方の規模
は上面で長軸160㎝、短軸72㎝以上、底面は長軸124
㎝、短軸61㎝以上、確認面からの深さは28～54㎝を
測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦であ
る。底面の南西側には長さ48㎝、幅８㎝、深さ17㎝、
北東側には長さ38㎝、幅８㎝、深さ６㎝の小口痕跡
があり、その内法の長さは95㎝を測る。また、南西
側の２隅と北側隅には側板を据えるための掘り込み
が突出しており、南西側の掘り込みの内法の長さは
39㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間の長さと側板
痕跡間の長さから長軸100㎝前後、短軸40㎝前後と
推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～⑥層が該当し、上層は暗
灰色土、下層は黒灰色系土が主体に堆積する。棺の
裏込めには上層から淡灰褐色土、暗褐色土、暗灰色
土が堆積する。３区SK37と複合しており、複合面に貼床を施している。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時
期は弥生時代前期末～中期初頭頃と考えられる。

第59図　３区SK22

①　暗灰色土
②　黒褐色土
③　暗灰色土（ローム粒混じり）
④　淡黒灰色土
⑤　暗褐色土（ローム粒混じり）
⑥　黒灰色土
⑦　淡灰褐色土
⑧　暗褐色土（ローム小ブロック混じり）
⑨　暗灰色土

②
③
④ ⑤ ⑥
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　SK23（第60図）
　位置　３区西寄り、Ｉ-12グリッドより検出さ
れた木棺墓である。確認面上の標高は30.0～30.4
ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。南側４ｍに３
区SK20、北西側2.5ｍに３区SK21がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を
呈する。主軸方位はＮ-33°-Ｅである。掘り方の
規模は上面で長軸200㎝、短軸86～90㎝、底面は
長軸168㎝、短軸73㎝、確認面からの深さは37㎝
を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦
である。底面の南西側には長さ70㎝、幅８～15㎝、
深さ８㎝、北東側には長さ66㎝、幅10～13㎝、深
さ９㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは146
㎝を測る。また、底面の中央から南西側にかけて
の北西側と南東側には側板痕跡があり、その内法
の長さは52㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間の
長さと側板痕跡間の長さから長軸150㎝前後、短
軸55㎝前後と推定される。中央やや南西寄りでは
底面から少し浮いた状態で、標石の可能性のある
長さ26㎝、幅14㎝、厚さ11㎝の石が検出された。
　遺物　遺物は細片１点のみで、図示し得るもの
はなかった。
　時期　細片のため時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生時代前
期末～中期初頭頃と考えられる。

　SK26（第61図）
　位置　３区西寄り、Ｉ-12グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は29.9～30.1ｍ、
北東向きの緩斜面に位置する。北西側６ｍに３区SK30がある。
　形状　北西側は３区SK25の調査によって削平されているが、平面形態は上縁部、底面ともに長方
形を呈する。主軸方位はＮ-45°-Ｗである。掘り方の規模は上面で長軸168㎝以上、短軸73～78㎝、底
面は長軸164㎝以上、短軸59～63㎝、確認面からの深さは14～33㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、
底面は平坦である。北西側の３区SK25と重複する部分には貼床（⑦層）が施されており、底面の南
東側には長さ55㎝、幅12～15㎝、深さ12㎝の小口痕跡がある。木棺の規模は小口痕跡の長さから長軸
86㎝以上、短軸55㎝前後と推定される。中央やや北東寄りでは底面から少し浮いた状態で、標石の可
能性のある長さ16㎝、幅13㎝、厚さ11㎝の石が検出された。
　埋土　上層は暗灰茶色土、下層は茶褐色系土が堆積する。貼床層は土圧で落ち込んでいる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、３区SK25との関係から、本遺構の時期は弥生時

第60図　３区SK23
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代中期中葉頃と考えられる。

　SK28（第62図）
　位置　３区西寄り、Ｉ-12グリッドより
検出された木棺墓である。確認面上の標高
は30.0～30.2ｍ、北東向きの緩斜面に位置
する。北西側３ｍに３区SK23、北西側５
ｍに３区SK30がある。
　形状　底面まで削平されており、小口痕
跡が残るのみで、掘り方の平面形態及び規
模は不明である。小口痕跡は長さ52㎝、幅
15㎝、深さ10㎝を測る。木棺の規模は小口
痕跡の長さから、短軸50㎝前後と推定され
る。
　埋土　底面まで削平されているため、埋
土は遺存していない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比
定は困難であるが、他の木棺墓との関係か
ら、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期
頃と考えられる。

　SK30（第63図）
　位置　３区西寄り、Ｉ-12グリッドより検出された木棺墓で
ある。確認面上の標高は29.5～29.7ｍ、北東向きの緩斜面に位
置する。南東側６ｍに３区SK25、南西側５ｍに３区SK28がある。
　形状　北西側が削平されているが、平面形態は上縁部、底面
ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-31°-Ｅである。規模は
上面で長軸90㎝以上、短軸51～60㎝、底面は長軸87㎝以上、短
軸48～51㎝、確認面からの深さは３～10㎝を測る。断面の形状
は逆台形を呈し、底面は南西から北東へ緩やかに傾斜している。
底面には木棺の小口痕跡と側板痕跡は認められないが、形態的
特徴から木棺墓と推定した。
　埋土　黒色土の単層である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時
期は弥生時代前期末～中期初頭頃と考えられる。

第61図　３区SK26
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　SK32（第64図）
　位置　３区中央、Ｈ-13グリッ
ドより検出された木棺墓である。
確認面上の標高は28.7～28.9ｍ、
北東向きの緩斜面に位置する。北
側２ｍに３区SK７、東側12ｍに
３区SK43がある。
　形状　北西側の掘り方は調査に
よって削ってしまったが、平面形
態は上縁部、底面ともに長方形を
呈する。主軸方位はＮ-41°-Ｅで
ある。掘り方の規模は上面で長軸
245㎝、短軸79㎝以上、底面は長
軸229㎝、短軸68㎝以上、確認面
からの深さは87㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の南西側には長さ70
㎝、幅12～18㎝、深さ６㎝、北東側には長さ50㎝、幅９～17㎝、深さ５㎝の小口痕跡があり、その内
法の長さは137㎝を測る。また、南側隅には側板痕跡がある。木棺の規模は小口痕跡間の長さと小口
痕跡の長さから長軸140㎝前後、短軸50～70㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は⑱～⑳層以外が該当し、上層は灰茶色系土と灰褐色系土、下層は黒褐色系土を
主体とする。棺の裏込めには上層は褐色土、下層は黒褐色土が堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、壺片が認められるが、図示し得るものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末と考えられる。
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　SK43（第65図）
　位置　３区中央、Ｈ-13グリッドより検出さ
れた木棺墓である。確認面上の標高は28.4～
28.6ｍ、北向きの緩斜面に位置する。西側12ｍ
に３区SK32がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形
を呈する。主軸方位はＮ-31°-Ｅである。掘り
方の規模は上面で長軸156㎝、短軸56～68㎝、
底面は長軸151㎝、短軸55～59㎝、確認面から
の深さは８～18㎝を測る。断面の形状は逆台形
を呈し、底面は中央から北東側へ緩やかに傾斜
している。底面の南西側には長さ57㎝、幅14～
19㎝、深さ９㎝、北東側には長さ53㎝、幅14㎝、
深さ10㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは
105㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間の長さ
と小口痕跡の長さから長軸110㎝前後、短軸50
㎝前後と推定される。
　埋土　灰褐色土が主体に堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時
期比定は困難であるが、他の木棺墓と
の関係から、本遺構の時期は弥生時代
前期末～中期初頭頃と考えられる。

　SK57（第66図）
　位置　３区北寄り、Ｆ-14グリッド
より検出された土壙墓である。確認面
上の標高は27.0～27.2ｍ、東向きの緩
斜面に位置する。３区SK17に切られ
ており、北西側２ｍに３区SK16がある。
　形状　南西隅は３区SK17に切られ
ているが、平面形態は上縁部、底面と
もに隅丸長方形状を呈する。主軸方位
はＮ-４°-Ｗである。規模は上面で長
軸203㎝、短軸113～130㎝、底面は長
軸128㎝、短軸54～80㎝、確認面から
の深さは５～22㎝を測る。断面の形状
は逆台形を呈し、底面は平坦である。

第65図　３区SK43
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底面には木棺の小口痕跡及び側板痕跡が認められないことから、土壙墓と判断した。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、３区SK17との切合関係から、本遺構
の時期は弥生時代前期末以前と考えられる。

　SK59（第67・68図）
　位置　３区中央、Ｈ-14グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は27.3～27.5ｍ、北
東向きの緩斜面に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形を呈する。主軸方位はＮ-４°-Ｗである。掘り方
の規模は上面で長軸190㎝、短軸100～107㎝、底面は長軸173㎝、短軸91～95㎝、確認面からの深さは
18～29㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の南西側には長さ80㎝、幅８
～10㎝、深さ８㎝の小口痕跡があり、
小口痕跡内には長径５㎝、短径４㎝、
深さ５㎝と長径９㎝、短径４㎝、深さ
５㎝の２基の小ピットがある。木棺の
規模は小口痕跡の長さから、短軸80㎝
弱と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～④、⑥層が
該当し、上層は暗灰色土、下層は灰褐
色土が堆積する。棺の裏込めには灰褐
色土と黒褐色土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物は細片で、このうち
１点を図示した。
　１は弥生土器甕で、口縁端部には刻
み目が施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期
は弥生時代前期と考えられる。
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（S＝１：4）0 10㎝

1

― 67 ―

CW6_TY091_P051_D04-05_第１分冊.indd   67 2015/03/04   17:15:54



（４）５　　区
　SK２（第69・70図）
　位置　５区南寄り、Ｏ21グ
リッドより検出された木棺墓
である。確認面上の標高は
23.8～23.9ｍ、南東向きの緩
斜面に位置する。北東側４ｍ
に５区SK３がある。
　形状　平面形態は上縁部、
底面ともに長方形を呈する。
主軸方位はＮ-76°-Ｅである。
掘り方の規模は上面で長軸
175㎝、短軸82～87㎝、底面
は長軸154㎝、短軸75㎝、確
認面からの深さは23～32㎝を
測る。断面の形状は逆台形を
呈し、底面は平坦である。北
東側の側辺と東側の小口部分
には棺の裏込めとして石が据
えられている。また、南側の
側辺には長さ133㎝、幅７～
13㎝、深さ５㎝の側板痕跡が
ある。木棺の規模は、側板痕跡、棺の裏込め石の位置と土層断面の
所見から長軸130㎝前後、短軸50㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～④層が該当し、上層から暗茶灰色土、暗
灰色土、灰茶色土が主体に堆積する。棺の裏込めには灰褐色系土と暗灰色系土を主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち１点を図示した。
　１は弥生土器甕の口縁部である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK３（第71図）
　位置　５区南寄り、Ｎ-21グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は23.7～23.9ｍ、
南東向きの緩斜面に位置する。南西側４ｍに５区SK２、北東側3.5ｍに５区SK４がある。　
　形状　南東側は削平されているが、平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位は
Ｎ-70°-Ｗである。掘り方の規模は上面で長軸172㎝以上、短軸79～86㎝、底面は長軸165㎝以上、短
軸77㎝、確認面からの深さは９㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の北
西側には長さ48㎝、幅16～18㎝、深さ２㎝、南東側には長さ20㎝、幅12㎝、深さ３㎝の小口痕跡があ
り、その内法の長さは137㎝を測る。また、底面の中央から北西側にかけての北東側辺には長さ169㎝、
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南西側辺には長さ172㎝の側板痕跡があり、その内
法の長さは46㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間の
長さと側板痕跡間の長さから長軸140㎝前後、短軸
50㎝前後と推定される。
　埋土　削平により埋土の大部分が失われている
が、棺内の埋土は①、②層が該当し、淡灰茶色土と
淡灰色土が北西から南東へ傾斜堆積している。棺の
裏込めは灰褐色土の単層である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難
であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期
は弥生時代前期と考えられる。

　SK４（第72図）
　位置　５区中央やや南寄り、Ｎ-22グリッドより
検出された木棺墓である。確認面上の標高は23.7～
23.9ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。南西側3.5ｍ
に５区SK３、南東側２ｍに５区SK５がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈
する。主軸方位はＮ-73°-
Ｅである。掘り方の規模
は上面で長軸170㎝、短軸
85～92㎝、底面は長軸167
㎝、短軸81㎝、確認面か
らの深さは９～13㎝を測
る。断面の形状は逆台形
を呈し、底面は平坦であ
る。底面の南西側には長
さ46㎝、幅９㎝、深さ７㎝、
北東側には長さ48㎝、幅
７㎝、深さ９㎝の小口痕
跡があり、その内法の長
さは137㎝を測る。また、
東側の二隅と南西側隅に
は側板を据えるための掘
り込みが突出している。
木棺の規模は小口痕跡間
の長さと土層断面の所見
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から、長軸140㎝前後、短軸50㎝前後と推定される。また、西側の底面直上では水銀朱が検出された。
　埋土　棺内の埋土は①～④層が該当し、上層は灰褐色土、下層は淡灰褐色土が堆積する。棺の裏込
めには淡灰褐色土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物は突帯文系土器の細片があるが、図示し得るものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK５（第73図）
　位置　５区南東寄り、Ｎ-22グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は23.5～23.7ｍ、
南東向きの緩斜面に位置する。北西側２ｍに５区SK４、北側１ｍに５区SK６がある。　
　形状　大部分が削平されているが、平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈すると考えられる。
主軸方位はＮ-73°-Ｗである。掘り方の規模は上面で長軸207㎝以上、短軸105㎝、底面は長軸204㎝、
短軸97㎝、確認面からの深さは４㎝を測る。底面は平坦で、西から東へ緩やかに傾斜している。底面
の西側には長さ61㎝、幅10㎝、深さ26㎝、東側には長さ57㎝、幅９～12㎝、深さ17㎝の小口痕跡があ
り、その内法の長さは130㎝を測る。また、北西側隅、南西側隅、南東側隅には側板痕跡が遺存し、
西側の側板痕跡の内法の長さは48㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間の長さと側板痕跡間の長さから
長軸135㎝前後、短軸50㎝前後と推定される。
　埋土　削平により埋土の大部分が失われているが、西側の掘り方には暗褐色土が僅かに認められる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定
は困難であるが、他の木棺墓との関係から、
本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK６（第74図）
　位置　５区南東寄り、Ｎ-22グリッドより
検出された木棺墓である。確認面上の標高は
23.5～23.7ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。
南側１ｍに５区SK５、西側1.5ｍに５区SK４
がある。　
　形状　底面まで削平されているため、掘り
方の規模は不明であるが、平面形態は小口痕
跡と側板痕跡の位置から、長方形を呈すると
考えられる。主軸方位はＮ-69°-Ｗである。
底面は平坦で、北西から南東へ緩やかに傾斜
している。底面の北西側には長さ36㎝、幅６
㎝、深さ７㎝、南東側には長さ33㎝、幅７㎝、
深さ４㎝の小口痕跡があり、その内法の長さ
は117㎝を測る。また、北西側の両側辺には
長さ61㎝の側板痕跡があり、その内法の長さ 第73図　５区SK５
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は32㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間の長さと側板痕跡間の長さ
から長軸120㎝前後、短軸35㎝前後と推定される。
　埋土　底面まで削平されているため、埋土は遺存していない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、他
の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK７（第75図）
　位置　５区南東寄り、Ｎ-22グリッドより検出された木棺墓であ
る。確認面上の標高は23.5～23.6ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。
西側には５区SK５と５区SK６が隣接する。
　形状　底面まで削平されているため掘り方の平面形態及び規模は
不明である。主軸方位はＮ-37°-Ｅである。底面は平坦で、水平で
ある。底面の南西側には長さ56㎝、幅８㎝、深さ８㎝、北東側には
長さ26㎝以上、幅７～10㎝、深さ５㎝の小口痕跡があり、その内法
の長さは115㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間の長さと小口痕跡
の長さから長軸120㎝前後、短軸55㎝前後と推定される。
　埋土　底面まで削平されているため、埋土は遺存していない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、他の
木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK８（第76図）
　位置　５区東寄り、Ｍ-22グリッドより検出された石囲墓である。
確認面上の標高は23.5～23.7ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。南
西側５ｍに５区SK６、北西側0.5ｍに５区SK９がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位
はＮ-77°-Ｗである。掘り方の規模は上面で長軸272㎝、短軸130～
142㎝、底面は長軸255㎝、短軸130㎝、確認面からの深さは７～15
㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面では木棺の小口痕跡及び側板痕跡が
認められなかったことから、木棺は伴っていなかったと判断した。東側を除く３方には20～40㎝大の
礫が配置されており、東側の礫は失われているが、その据え付け痕跡が認められる。
　埋土　配石内には上層は黒色土、下層は黒褐色土が堆積し、裏込めには上層は暗灰色土、下層は灰
褐色土と暗褐色土が堆積する。
　遺物　出土遺物は細片１点であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。
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　SK９（第77図）
　位置　５区東寄り、Ｍ-22グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は23.7ｍ、南東
向きの緩斜面に位置する。南東側0.5ｍに５区SK８、北西側0.5ｍに５区SK10がある。　
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-56°-Ｅである。掘り方の規
模は上面で長軸115㎝、短軸51～56㎝、底面は長軸91㎝、短軸41㎝、確認面からの深さは25㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面では小口痕跡及び側板痕跡は認められなかった
が、四隅に側板を据えるための掘り込みが突出し、さらに、四隅付近と南東側辺の中央に棺の裏込め
石が存在することから、木棺墓と判断した。木棺の規模は、四隅の側板を据えるための掘り込みの内
法の長さから短軸30㎝前後と推定される。

第76図　５区SK８
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　埋土　上層から黒灰色土、黒色土、黒灰褐色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時
期は弥生時代前期と考えられる。

　SK10（第78図）
　位置　５区東寄り、Ｍ-22グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は23.7～23.8ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。南東側0.5ｍに５区SK９、西側0.5ｍに５区SK11がある。　
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-62°-Ｅである。掘り方の規
模は上面で長軸210㎝、短軸106～116㎝、底面は長軸165㎝、短軸75㎝、確認面からの深さは38～41㎝
を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の北側隅には長さ40㎝、幅６～９㎝、
深さ４㎝の側板痕跡がある。木棺の規模は土層断面の所見から長軸160㎝前後、短軸65㎝前後と推定
される。
　埋土　棺内の埋土は②～⑧、⑪層が該当し、茶褐色系土と灰褐色系土を主体とする。棺の裏込めに
は暗灰色土と灰褐色土が堆積する。
　遺物　出土遺物は細片10点であるが、図示し得るものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

第77図　５区SK９

①

①

②

（S＝１：30）0 1m

A′

H＝23.9m

A
H
＝
23
.9
m

A′
A H
＝
23.9m

A′
A

A′
A

A′
A

H
＝
23
.9
m

B B′

B B′

③

②
③

①　黒灰色土（ローム粒混じり）
②　黒色土（ローム粒混じり）
③　黒灰褐色土（ローム粒混じり）

― 73 ―

CW6_TY091_P051_D04-05_第１分冊.indd   73 2015/03/04   17:15:56



　SK11（第79図）
　位置　５区中央やや東寄り、Ｍ-22グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は23.8
～23.9ｍ、東向きの緩斜面に位置する。北側には５区SK12が隣接し、東側0.5ｍに５区SK10がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-67°-Ｗである。掘り方の規
模は上面で長軸187㎝、短軸98～117㎝、底面は長軸141㎝、短軸80㎝、確認面からの深さは44～53㎝
を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の西側には長さ55㎝、幅15～19㎝、深
さ５㎝、東側には長さ49㎝、幅８～19㎝、深さ10㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは111㎝を測る。
また、北側辺には側板痕跡があり、北西側隅と北東側隅には側板を据えるための掘り込みが突出する。
木棺の規模は小口痕跡間の長さと土層断面の所見から長軸115㎝前後、短軸60㎝前後と推定される。
南東側には標石の可能性のある石が検出された。
　埋土　棺内の埋土は①～⑦、⑬層が該当し、上層から暗茶灰色土、灰褐色土、灰褐色系土、灰褐色
土が堆積する。棺の裏込めには灰茶色系土と灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物は細片５点であるが、図示し得るものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

第78図　５区SK10
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　SK12（第80・81図）
　位置　５区中央やや東寄り、Ｍ-
22グリッドより検出された三段の掘
り方を有する木棺墓である。確認面
上の標高は23.7～23.9ｍ、東向きの
緩斜面に位置する。南側には５区
SK11、東側には５区SK14が隣接す
る。　
　形状　墓壙の平面形態は上縁部、
底面ともに長方形を呈する。主軸方
位はＮ-49°-Ｅである。規模は上面
で長軸290㎝、短軸162～174㎝、底
面は長軸247㎝、短軸84～110㎝、確
認面からの深さは51㎝を測る。断面
の形状は逆台形を呈し、底面は平坦
である。
　墓壙底面には二段目の掘り方が掘
り込まれている。北西側と南東側は
一段目の墓壙下縁部より10～24㎝内
側から掘り込まれているが、南西側
と北東側は一段目の墓壙の壁面から
掘り込まれている。平面形態は上縁
部、底面ともに長方形を呈する。規
模は上面で長軸270㎝、短軸105～
134㎝、底面は長軸247㎝、短軸89～
109㎝、確認面からの深さは31～35
㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
　二段目の掘り方の底面の中央には三段目の掘り方が掘り込まれている。平面形態は上縁部、底面と
もに長方形を呈する。規模は上面で長軸172㎝、短軸64～83㎝、底面は長軸155㎝、短軸45～56㎝、確
認面からの深さは68～74㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面では小口痕
跡と側板痕跡は検出できなかったが、土層断面の所見から木棺墓と判断した。また、埋土中から水銀
朱が検出された。
　埋土　棺内の埋土は①～③、⑤～⑫層が該当し、上層から暗灰茶色土、灰褐色土、灰褐色粘質土が
主体に堆積する。また、灰褐色土は包含するローム小ブロックの量により、さらに上下２層に細分さ
れる。棺の裏込めには茶灰色系土、暗灰色系土、暗褐色系土、灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土土器は細片で、このうち土器１点と石器２点を図示した。
　１は弥生土器甕の底部で、胎土に粗い砂粒が混じる。２、３は石器である。２は黒曜石製の楔形石
器、３は閃緑岩製の磨製石斧で、先端部が欠損する。

第79図　５区SK11
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⑥　灰褐色土
⑦　淡灰褐色土
⑧　灰茶色土（白色砂粒混じり）
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⑩　淡褐灰色土（ローム小ブロック混じり）
⑪　灰茶色土

⑫　暗灰色土（小口痕）
⑬　灰茶色土
⑭　褐灰色土
⑮　淡灰褐色土（ローム粒混じり）
⑯　灰褐色土
⑰　灰茶色土
⑱　淡灰褐色土
⑲　灰褐色土（ローム粒混じり）
⑳　暗褐色土（ロームブロック混じり）
㉑　暗灰色土（側板痕）
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　時期　出土遺物から、本
遺構の時期は弥生時代前期
と考えられる。

　SK13（第82・83図）
　位置　５区東寄り、Ｍ-
22グリッドより検出された
木棺墓である。確認面上の
標高は23.7ｍ、東向きの緩
斜面に位置する。５区
SK14に切られており、東

第80図　５区SK12
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①　淡灰褐色土（ロームブロックが
多く混じる）

②　暗灰茶色土（ロームブロック混
じり）

③　灰褐色土（ローム小ブロックが
僅かに混じる）

④　灰褐色土
⑤　灰褐色土（上面に鉄分沈着）
⑥　灰褐色土（ロームブロック混じ
り）

⑦　灰褐色土（ローム小ブロック混
じり）

⑧　褐灰色土
⑨　灰褐色粘質土（ロームブロック
混じり）

⑩　暗灰色粘質土
⑪　暗褐灰色土（ロームブロック混
じり）

⑫　暗褐灰色土
⑬　灰茶色土
⑭　暗灰色土（ローム粒混じり）
⑮　暗褐色土
⑯　暗茶灰色土（ロームブロック混
じり）

⑰　灰褐色土（ローム粒混じり）
⑱　淡灰褐色土
⑲　灰茶色土
⑳　暗茶褐色土
㉑　褐灰色土（ローム小ブロック混
じり）

㉒　淡褐灰色土（ローム小ブロック
混じり）

㉓　暗褐色土
㉔　淡灰褐色土
㉕　淡茶灰色土（白色砂粒混じり）
㉖　暗茶褐色土（ローム小ブロック
が多く混じる）

㉗　灰褐色土（ローム小ブロックが
多く混じる）

㉘　灰褐色土
㉙　淡褐灰色土（ローム粒が僅かに
混じる）

㉚　淡灰色土
㉛　淡灰色土（ローム粒が多く混じ
る）

　灰色土

第81図　５区SK12出土遺物
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側には５区SK17が隣接する。
　形状　南側は５区SK14に切られているが、平
面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主
軸方位はＮ-８°-Ｅである。掘り方の規模は上面
で長軸145㎝以上、短軸70㎝、底面は長軸145㎝以
上、短軸65㎝、確認面からの深さは17㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
底面では小口痕跡と側板痕跡は検出できなかった
が、土層断面の所見から木棺墓と判断した。木棺
の規模は、長軸103㎝以上、短軸45㎝前後と推定
される。
　埋土　棺内の埋土は①～③、⑥層が該当し、上
層は暗灰色土、下層は灰褐色土が堆積する。棺の
裏込めには上層は灰褐色土、下層は褐色系土が主
体に堆積する。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち
１点を図示した。
　１は弥生土器甕の底部で、胎土に粗い砂粒が混じる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK14（第84・85図）
　位置　５区東寄り、Ｍ-22グリッドより検出された木棺墓である。
確認面上の標高は23.7～23.8ｍ、東向きの緩斜面に位置する。東側は５区SK13を切っており、西側に
は５区SK12が隣接する。　
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-84°-Ｅである。掘り方の規
模は上面で長軸181㎝、短軸102～107㎝、底面は長軸164㎝、短軸78㎝、確認面からの深さは42～48㎝
を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の西側には長さ55㎝、幅16～21㎝、深
さ10㎝、東側には長さ56㎝、幅７～９㎝、深さ８㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは135㎝を測る。
また、西側の２隅と南東側隅には側板を据えるための掘り込みが突出する。木棺の規模は小口痕跡間
の長さと土層断面の所見から長軸140㎝前後、短軸45㎝前後と推定される。南西側隅には棺の裏込め
として石が据えられている。
　埋土　棺内の埋土は①～⑧層が該当し、上層から暗灰茶色土、灰褐色土、暗灰色土、暗灰色系土が
堆積する。棺の裏込めには灰茶色系土と灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土土器は細片で、図示できなかったが、石器１点を図示した。
　１はサヌカイト製の石鏃である。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

第82図　５区SK13
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第83図　５区SK13出土遺物
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　SK15（第86図）
　位置　５区東寄り、Ｎ-22グリッドより検出された木棺墓で
ある。確認面上の標高は23.5～23.6ｍ、南東向きの緩斜面に位
置する。北側には５区SK８が隣接する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形を呈する。
主軸方位はＮ-84°-Ｗである。掘り方の規模は上面で長軸125㎝、
短軸72～86㎝、底面は長軸124㎝、短軸73㎝、確認面からの深
さは10～14㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面では小口痕跡と側板痕跡
は検出できなかったが、土層断面の所見から木棺墓の可能性があり、木棺の規模は長軸75㎝前後と推
定される。
　埋土　棺内の埋土は①、②、④、⑥層が該当し、上層は灰褐色土、下層は黒色土が堆積する。棺の
裏込めは黒灰褐色土の単層である。
　遺物　出土遺物は突帯文系土器の細片があるが、図示し得るものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK16（第87・88図）
　位置　５区中央、Ｍ-21・22グリッドにまたがって検出された木棺墓である。確認面上の標高は

第84図　５区SK14
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⑤　暗灰色土（ロームブロック混じり）
⑥　灰褐色土（ローム粒混じり）
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⑯　灰褐色土（ローム小ブロック混じり）

第85図　５区SK14出土遺物
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23.9～24.0ｍ、東向きの緩斜面に位置する。南側には５
区SK18が隣接し、南側1.5ｍに５区SK26、北東側１ｍに
５区SK28がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。
主軸方位はＮ-71°-Ｅである。掘り方の規模は上面で長
軸180㎝、短軸74～96㎝、底面は長軸141㎝、短軸77㎝、
確認面からの深さは39～48㎝を測る。断面の形状は逆台
形を呈し、底面は平坦である。底面の西側には長さ71㎝、
幅21㎝、深さ７㎝、東側には長さ45㎝、幅９㎝、深さ２
㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは114㎝を測る。
また、南西側隅と北東側隅には側板を据えるための掘り
込みが突出する。木棺の規模は小口痕跡間の長さと土層
断面の所見から長軸115㎝前後、短軸40㎝前後と推定さ
れる。四隅付近には棺の裏込めとして石が据えられてい
る。
　埋土　棺内の埋土は①～⑦層が該当し、上層から淡灰
褐色土、暗灰褐色土、暗灰色系土、暗褐色砂質土が主体
に堆積する。棺の裏込めには灰褐色系土、灰茶色系土、
暗灰色土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち２点を
図示した。
　１、２は弥生土器甕である。いずれも頸部で、１は３条、２は４条のヘラ描沈線が巡る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK17（第89・90図）
　位置　５区東寄り、Ｍ-22グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は23.6～23.7ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。西側には５区SK13が隣接する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-76°-Ｅである。掘り方の規
模は上面で長軸163㎝、短軸91～104㎝、底面は長軸141㎝、短軸71㎝、確認面からの深さは18～25㎝
を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の南西側には長さ43㎝以上、幅12～14
㎝、深さ５㎝の小口痕跡があり、四隅には側板を据えるための掘り込みが突出する。木棺の規模は土
層断面の所見から長軸120㎝、短軸50㎝前後と推定される。東側隅付近と西側隅付近には棺の裏込め
として石が据えられている。
　埋土　棺内の埋土は①～⑤層が該当し、上層から暗灰茶色土、暗灰色土、灰褐色土が堆積する。棺
の裏込めには灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土土器はほとんどが細片であるが、このうち石器１点を図示した。
　１は黒曜石製の凹基式の石鏃で、先端部が欠損する。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期後葉と考えられる。

第86図　５区SK15
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第87図　５区SK16
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㉕　灰褐色土（ローム粒混じり）

第88図　５区SK16出土遺物
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　SK18（第91図）
　位置　５区中央、Ｍ-22グリッド
より検出された木棺墓である。確認
面上の標高は23.9～24.0ｍ、東向き
の緩斜面に位置する。北西側には５
区SK16が隣接し、南東側1.5ｍに５
区SK12がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面と
もに長方形を呈する。主軸方位は
Ｎ-58°-Ｅである。掘り方の規模は
上面で長軸110㎝、短軸54～60㎝、
底面は長軸103㎝、短軸50㎝、確認
面からの深さは22～28㎝を測る。断
面の形状は逆台形を呈し、底面は平
坦である。底面の南西側には長さ33
㎝、幅９～11㎝、深さ４㎝、北東側
には長さ21㎝、幅６㎝、深さ４㎝の
小口痕跡があり、その内法の長さは
65㎝を測る。また、四隅には側板を
据えるための掘り込みが突出する。
木棺の規模は小口痕跡の長さと土層
断面の所見から長軸70㎝前後、短軸
30㎝前後と推定される。北側隅、西
側隅付近、南東側辺には棺の裏込め
として石が据えられている。
　埋土　棺内の埋土は①～④層が該
当し、上層から暗灰茶色土、灰褐色
土、暗灰色土が堆積する。棺の裏込
めには上層から灰茶色土、灰褐色土
が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため
時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期
は弥生時代前期と考えられる。

　SK21（第92図）
　位置　５区東寄り、Ｍ-23グリッドより検出された木棺墓である。
確認面上の標高は23.3～23.4ｍ、東向きの緩斜面に位置する。西側3.5

第89図　５区SK17

（S＝１：30）0 1m

H＝23.8m

A′
A

A′
A

C
′

C

H
＝
23
.8
m

C
′

C
H
＝
23
.8
m

B B′

B B′

H
＝
23.8m

A
A′

①

②

①
②

③
④

⑤
⑥ ⑦

⑧
⑨

⑩

④

⑪
⑫ ⑬

⑭
⑮

①　暗灰茶色土（白色
砂粒混じり）

②　暗灰色土
③　灰褐色土
④　灰褐色土（ローム
小ブロック混じ
り）

⑤　淡灰褐色土（ロー
ム小ブロック混じ
り）

⑥　淡灰褐色土
⑦　暗褐色土
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第90図　５区SK17出土遺物
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ｍに５区SK17がある。
　形状　西側は排水溝によって改変されているが、平
面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方
位はＮ-62°-Ｅである。掘り方の規模は上面で長軸180
㎝、短軸65～75㎝、底面は長軸165㎝、短軸68㎝、確
認面からの深さは10～20㎝を測る。断面の形状は逆台
形を呈し、底面は平坦である。底面の北東側には長さ
43㎝、幅８～11㎝、深さ５㎝の小口痕跡があり、南東
側には長さ132㎝以上、幅７～９㎝、深さ４㎝の側板
痕跡がある。木棺の規模は側板痕跡の長さと土層断面
の所見から長軸132㎝以上、短軸45㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～③層が該当し、上層は灰褐
色土、下層は暗灰色土が堆積する。棺の裏込めには灰
褐色土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得る
ものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生
時代前期と考えられる。

　SK25（第93図）
　位置　５区北寄り、Ｌ-21グリッドより検出された
木棺墓である。確認面上の標高は24.0～24.1ｍ、東向
きの緩斜面に位置する。北東側１ｍに５区SK27、北

第91図　５区SK18
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第92図　５区SK21
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側1.5ｍに５区SK41がある。　
　形状　東側が削平されているが、平面形態は上縁部、底
面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-85°-Ｗである。
規模は上面で長軸90㎝以上、短軸76㎝、底面は長軸87㎝以
上、短軸72㎝、確認面からの深さは５㎝を測る。断面の形
状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面には木棺の小
口痕跡と側板痕跡は認められないが、木棺墓と推定した。
　埋土　削平により埋土の大部分が失われているが、最下
層の暗茶灰色土が僅かに遺存している。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難である
が、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生時代前
期と考えられる。

　SK26（第94・95図）
　位置　５区中央、Ｍ-21・22グリッドにまたがって検出された木棺墓である。確認面上の標高は
23.9～24.1ｍ、東向きの緩斜面に位置する。北側1.5ｍに５区SK16、東側１ｍに５区SK12がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-68°-Ｅである。掘り方の規
模は上面で長軸164㎝、短軸95㎝、底面は長軸144㎝、短軸76㎝、確認面からの深さは24～37㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の南西側には長さ32㎝、幅12㎝、深さ５㎝、北
東側には長さ42㎝、幅12㎝、深さ４㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは113㎝を測る。また、北
西側辺には長さ129㎝、幅５～12㎝、深さ６㎝の側板痕跡があり、南西側の二隅には側板を据えるた
めの掘り込みが突出する。木棺の規模は小口痕跡間の長さと土層断面の所見から長軸115㎝前後、短
軸45㎝前後と推定される。北東側では底面から浮いた状態で標石の可能性のある長さ19㎝、幅16㎝、
厚さ10㎝の石が検出された。北側隅には標石の可能性のある長さ20㎝、幅19㎝、厚さ10㎝の石がある。
　埋土　棺内の埋土は①～④層が該当し、上層は暗灰茶色土、下層は暗灰色土が堆積する。下層の暗
灰色土はローム小ブロックの包含の有無により、さらに上下２層に細分される。棺の裏込めには上層
は灰茶色土、下層は灰褐色系土が堆積する。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち１点を図示した。
　１は弥生土器壺の口縁部である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

第93図　５区SK25
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　SK27（第96図）
　位置　５区北寄り、Ｌ-22グリッドより検出された木棺墓
である。確認面上の標高は23.9～24.1ｍ、東向きの緩斜面に
位置する。南西側１ｍに５区SK25、北西側1.5ｍに５区SK41
がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-80°-Ｗである。掘り方の規
模は上面で長軸230㎝、短軸122～134㎝、底面は長軸213㎝、短軸123㎝、確認面からの深さは15～28
㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の南西側には長さ55㎝、幅17㎝、深
さ５㎝、北東側には長さ56㎝、幅９～12㎝、深さ５㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは157㎝を
測る。木棺の規模は小口痕跡間の長さと土層断面の所見から長軸160㎝前後、短軸50㎝前後と推定さ
れる。
　埋土　棺内の埋土は①～③層が該当し、上層から暗茶灰色土、暗灰色土、灰褐色土が堆積する。棺
の裏込めには暗褐色系土、灰茶色系土、灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生時
代前期と考えられる。

第94図　５区SK26
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第95図　５区SK26出土遺物
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　SK28（第97図）
　位置　５区中央やや北寄り、
Ｌ-22グリッドより検出された木
棺墓である。確認面上の標高は
23.8～23.9ｍ、東向きの緩斜面に
位置する。北東側２ｍに５区
SK29、東側２ｍに５区SK30がある。
　形状　南西側は５区SK31に切
られているが、平面形態は上縁部、
底面ともに長方形を呈する。主軸
方位はＮ-69°-Ｅである。掘り方
の規模は上面で長軸150㎝、短軸
86～90㎝、底面は長軸80㎝以上、
短軸79㎝、確認面からの深さは35
㎝を測る。断面の形状は逆台形を
呈し、底面は平坦である。底面の
南西側には長さ41㎝、幅７㎝、深
さ５㎝、北東側には長さ54㎝、幅
13～17㎝、深さ７㎝の小口痕跡が
あり、その内法の長さは103㎝を
測る。木棺の規模は小口痕跡間の
長さと土層断面の所見から長軸
105㎝前後、短軸55㎝前後と推定
される。
　埋土　棺内の埋土は①～④層が
該当し、上層から暗茶灰色土、暗
灰色土、灰褐色土が堆積する。下層の灰褐色土はローム小ブロックの包含の有無により、さらに上下
２層に細分される。棺の裏込めには上層から灰茶色土、灰褐色土、淡灰褐色土、灰褐色土が堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK29（第98・99図）
　位置　５区北東寄り、Ｌ-22グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は23.7～23.8ｍ、
南東向きの緩斜面に位置する。南西側２ｍに５区SK28、南東側1.5ｍに５区SK30がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-44°-Ｅである。掘り方の規
模は上面で長軸155㎝、短軸80㎝、底面は長軸146㎝、短軸74㎝、確認面からの深さは26～30㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の南西側には長さ51㎝、幅12～15㎝、深さ４㎝、
北東側には長さ48㎝、幅10～14㎝、深さ７㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは100㎝を測る。また、

第96図　５区SK27
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⑪　暗灰色土（小口痕）
⑫　茶灰色土
⑬　灰褐色土（ローム粒混じり）
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四隅には側板を据えるための掘り込みが
突出する。木棺の規模は小口痕跡間の長
さと土層断面の所見から長軸105㎝前後、
短軸55㎝前後と推定される。西側隅には
棺の裏込めとして石が据えられている。
墓壙外北側には石があり、棺の裏込めが
原位置から動いたものかあるいは標石か
と考えられる。
　埋土　棺内の埋土は①～④、⑥層が該
当し、上層は灰褐色土、下層は暗灰色土
が堆積する。下層の暗灰色土はローム小
ブロックの包含の有無により、さらに上
下２層に細分される。棺の裏込めには灰
褐色系土、灰茶色系土、暗灰色土が主体
に堆積する。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、
このうち２点を図示した。
　１は突帯文土器で、口縁端部から下
がった位置に無刻目の突帯がつく。２は
弥生土器の底部で胎土に粗い砂粒が混じ
る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は
弥生時代前期と考えられる。

　SK30（第100・101図）
　位置　５区北東寄り、Ｌ-22グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は23.7～23.8ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。西側2.5ｍに５区SK28、北西側1.5ｍに５区SK29がある。　
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-88°-Ｅである。掘り方の規
模は上面で長軸170㎝、短軸66～71㎝、底面は長軸156㎝、短軸61㎝、確認面からの深さは18～21㎝を
測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の西側には長さ51㎝、幅９㎝、深さ７㎝、
東側には長さ59㎝、幅８～12㎝、深さ３㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは131㎝を測る。木棺
の規模は小口痕跡間の長さと土層断面の所見から長軸135㎝前後、短軸50㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～⑥層が該当し、上層から暗茶灰色土、灰褐色土、暗灰色土が主体に堆積す
る。棺の裏込めには上層は灰褐色系土、下層は淡灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、突帯文系土器を含む。このうち２点を図示した。
　１、２は弥生土器である。１は壺の頸部で、１条の貼付突帯が巡る。２は底部で、胎土に粗い砂粒
が混じる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期後半と考えられる。

第97図　５区SK28・31
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⑩　灰褐色土（ローム粒が僅かに混じる）
⑪　灰茶色土
⑫　灰褐色土（ローム粒が僅かに混じる）
⑬　淡灰褐色土（ローム粒混じり）
⑭　灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
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①　灰褐色土（ロームブロック
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④　灰色土（ローム小ブロック

混じり）
⑤　淡灰褐色土（ロームブロッ

クが多く混じる）
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　SK32（第102図）
　位置　５区北東壁際、Ｌ-22グリッ
ドより検出された木棺墓である。確
認面上の標高は23.6～23.7ｍ、東向
きの緩斜面に位置する。西側1.5ｍ
に５区SK29、南東側0.5ｍに５区
SK33がある。　
　形状　平面形態は上縁部、底面と
もに長方形を呈する。主軸方位は
Ｎ-82°-Ｗである。掘り方の規模は
上面で長軸110㎝、短軸68～71㎝、
底面は長軸104㎝、短軸64㎝、確認
面からの深さは16～20㎝を測る。断
面の形状は逆台形を呈し、底面は平
坦である。底面では小口痕跡と側板
痕跡は検出できなかったが、土層断
面の所見から木棺墓と判断した。木
棺の規模は長軸75㎝前後、短軸40㎝
前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～⑤層が該当し、上層は灰褐色土、下
層は暗灰色系土が堆積する。上層の灰褐色土は包含されるロー
ムブロックの大きさにより、さらに上下２層に細分される。裏
込めには上層は淡灰褐色土、下層は淡褐灰色土が主体に堆積す
る。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK33（第103図）
　位置　５区北東寄り、Ｌ-22グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は23.6～23.7ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。北西側0.5ｍに５区SK32、東側0.5ｍに５区SK34がある。　
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-58°-Ｅである。掘り方の規
模は上面で長軸85㎝、短軸54～56㎝、底面は長軸68㎝、短軸42㎝、確認面からの深さは13～20㎝を測
る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の南西側には長さ24㎝、幅６㎝、深さ３㎝、
北東側には長さ18㎝、幅４㎝、深さ５㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは49㎝を測る。木棺の規
模は小口痕跡間の長さと土層断面の所見から長軸50㎝前後、短軸30㎝前後と推定される。西側隅の小
口部分には棺の裏込めとして石が据えられている。
　埋土　棺内の埋土は①、②層が該当し、上層は灰褐色土、下層は暗灰色土が堆積する。裏込めは淡
灰褐色土の単層である。

第98図　５区SK29
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②
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⑧
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⑤
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＝
23.9m

B′ B′

①
② ⑬⑥

⑦

⑮

⑭

③

①　灰褐色土
②　暗灰色土
③　暗灰色土（ローム
小ブロック混じ
り）

④　灰褐色土
⑤　灰褐色土
⑥　淡灰褐色土
⑦　灰褐色土
⑧　暗褐色土
⑨　灰茶色土

⑩　暗灰茶色土（白色砂粒
混じり）

⑪　暗灰色土（小口痕）
⑫　暗灰色土（小口痕ロー
ム粒混じり）

⑬　暗灰色土（ローム小ブ
ロック混じり）

⑭　灰褐色土（ローム粒が
僅かに混じる）

⑮　暗灰色土

第99図　５区SK29出土遺物

0 10㎝（S＝１：４）
2

1
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　遺物　出土遺物は細片１点であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

第100図　５区SK30

①　暗茶灰色土（白色砂粒混じり）
②　灰褐色土
③　暗灰色土（ローム粒混じり）
④　暗茶色土（ローム粒が多く混じる）
⑤　灰褐色土（小口痕、ロームブロックが僅かに混じる）
⑥　淡灰褐色土（ローム粒混じり）
⑦　暗灰色土
⑧　灰褐色土
⑨　淡灰褐色土（ローム粒混じり）
⑩　淡灰褐色土
⑪　暗灰色土
⑫　灰褐色土（ロームブロックが僅かに混じる）
⑬　淡灰褐色土
⑭　灰褐色土
⑮　暗褐色土（ローム粒混じり）

0 1m（S＝１：30）

A′
A

A′A
H＝23.9m

B
H
＝
23
.9
m

2
⑩

⑥

②
①

⑤
⑪
⑦

④
③ ⑦

⑧

⑨

B

B′B′

2

⑫

⑭
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①

③⑬

第101図　５区SK30出土遺物

0 10㎝（S＝１：４）
1 2

第102図　５区SK32

0 1m（S＝１：30）
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⑧
⑤

⑩
④

①
②

③

⑥ ⑦

②
③

⑥ ⑥
⑦ ⑦

①　灰褐色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）
②　灰褐色土（ロームブロック混じり）
③　暗灰色土
④　暗褐灰色土
⑤　灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
⑥　淡灰褐色土
⑦　淡褐灰色土
⑧　淡灰褐色土
⑨　淡褐灰色土（ローム粒混じり）
⑩　淡灰褐色土

第103図　５区SK33
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③

③

①　灰褐色土
②　暗灰色土
③　淡灰褐色土
④　暗灰色土（小口
痕）

― 88 ―

CW6_TY091_P051_D04-05_第１分冊.indd   88 2015/03/04   17:16:02



　SK34（第104図）
　位置　５区北東壁際、Ｌ-23グリッドより検出さ
れた木棺墓である。確認面上の標高は23.5～23.6ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。西側0.5ｍに５区
SK33、南東側1.5ｍに５区SK35がある。　
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈
する。主軸方位はＮ-48°-Ｅである。掘り方の規模
は上面で長軸155㎝、短軸70～74㎝、底面は長軸146
㎝、短軸70㎝、確認面からの深さは13～18㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底
面では小口痕跡と側板痕跡は検出できなかったが、
土層断面の所見と棺材を支持するための石の存在か
ら木棺墓と判断した。木棺の規模は長軸120㎝前後、
短軸45㎝前後と推定される。西隅の小口部分には棺
の裏込めとして石が据えられている。
　埋土　棺内の埋土は①～⑤層が該当し、上層は灰
褐色土、下層は灰褐色系土が堆積する。棺の裏込め
には上層は灰褐色系土、下層は淡灰褐色土が堆積す
る。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得
るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、
他の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生時代
前期と考えられる。

　SK35（第105図）
　位置　５区北東寄り、Ｌ-23グリッドより検出さ
れた木棺墓である。確認面上の標高は23.5～23.6ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。北西側1.5ｍに５区
SK34、南西側1.5ｍに５区SK42がある。　
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈
する。主軸方位はＮ-84°-Ｗである。掘り方の規模
は上面で長軸85㎝、短軸60㎝、底面は長軸78㎝、短
軸53㎝、確認面からの深さは９～14㎝を測る。断面
の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の
東側には長さ35㎝、幅５～７㎝、深さ４㎝の小口痕
跡がある。木棺の規模は土層断面の所見から、長軸
50㎝前後、短軸40㎝前後と推定される。

第104図　５区SK34
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④
⑦

⑧
②

⑤
⑥

②

⑪

⑫

⑩⑨

①　灰褐色土
②　灰褐色土（ローム小ブ
ロック混じり）

③　淡灰褐色土
④　暗褐色土
⑤　淡灰褐色土（ローム小
ブロック混じり）

⑥　灰褐色土

⑦　灰褐色土
⑧　淡灰褐色土（ローム粒
混じり）

⑨　灰褐色土
⑩　淡灰褐色土（ローム小
ブロック混じり）

⑪　灰茶色土
⑫　淡灰褐色土

第105図　５区SK35

0 1m（S＝１：30）

H＝23.7m
A A′

A′A

H
＝
23
.7
m B

B′

B
B′

①

⑤

⑦

⑤

④
⑧

④

①

②

③

②④⑤ ⑥
①　灰褐色土
②　灰褐色土（鉄分沈着）
③　暗灰色土（小口痕）
④　淡灰褐色土
⑤　暗褐色土
⑥　淡褐灰色土
⑦　暗褐色土
⑧　灰褐色土
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　埋土　棺内の埋土は①、②層が該当し、灰褐色土が堆積する。灰褐色土は鉄分の沈着の有無により、
さらに上下２層に細分される。裏込めには上層は淡灰褐色系土、下層は暗褐色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時
期は弥生時代前期と考えられる。

　SK36（第106・107図）
　位置　５区北東端、Ｌ-23グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は23.3～23.4ｍ、
北東向きの緩斜面に位置する。南西側0.5ｍに５区SK43がある。　
　形状　中央は排水溝によって改変を受けているが、平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形を呈
する。主軸方位はＮ-75°-Ｗである。掘り方の規模は上面で長軸125㎝、短軸88～95㎝、底面は長軸
118㎝、短軸87㎝、確認面からの深さは15～30㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦で
ある。底面では小口痕跡と側板痕跡は検出できなかったが、土層断面の所見から、木棺墓と判断した。
木棺の規模は長軸85㎝前後、短軸55㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～③、⑨層が該当し、上層は暗灰色土、下層は灰褐色土が堆積する。下層の
灰褐色土は鉄分の沈着の有無により、さらに上下２層に細分される。棺の裏込めには上層は灰褐色系
土、下層は暗灰色土と灰褐色系土が主体に堆積する。

第106図　５区SK36
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⑤
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①　暗灰色土
②　灰褐色土
③　灰褐色土（鉄分沈着）
④　暗灰色土
⑤　灰褐色土
⑥　褐灰色土
⑦　暗灰茶色土
⑧　暗褐色土

⑨　灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
⑩　灰褐色土
⑪　暗灰色土（ローム小ブロッックが僅か
に混じる）

⑫　淡灰褐色土（ローム小ブロックが僅か
に混じる）

⑬　灰褐色土（ローム粒が僅かに混じる）

第107図　５区SK36出土遺物
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　遺物　出土土器はほとんどが細片で、壺１点、
上層から出土の石製品５点が図示し得た。
　１は弥生土器壺で、口縁端部には刻み目が施さ
れ、頸部には３条のヘラ描沈線が巡っている。ま
た、内外面とも赤色塗彩が施されている。
　２～６は緑色凝灰岩製の石製品で、２は下端部
が欠損するが、いずれも円筒状を呈する。上面と
表面の上端、下面と表面の下端から穿孔し、それ
ぞれ両孔をＬ字状に貫通させている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代
前期と考えられる。

　SK37（第108図）
　位置　５区中央、Ｍ-21グリッドより検出され
た木棺墓である。確認面上の標高は24.0～24.1ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。東側1.5ｍに５区
SK11、北側１ｍに５区SK26がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を
呈する。主軸方位はＮ-69°-Ｗである。掘り方の
規模は上面で長軸102㎝、短軸60㎝、底面は長軸91㎝、短軸42㎝、確認面からの深さは16～30㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の北西側には長さ44㎝、幅19㎝、深さ５㎝、南
東側には長さ34㎝、幅12㎝、深さ７㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは57㎝を測る。木棺の規模
は小口痕跡間の長さと土層断面の所見から長軸60㎝前後、短軸40㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～④層が該当し、上層は灰褐色土、下層は暗灰色土が堆積する。下層の暗灰
色土はロームブロックの包含の有無により、さらに上下２層に細分される。棺の裏込めには暗灰色土
と灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。　　　
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時
期は弥生時代前期と考えられる。

　SK38（第109図）
　位置　５区中央やや西寄り、Ｍ-20・21グリッドにまたがって検出された木棺墓である。確認面上
の標高は24.4～24.5ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。南東側2.5ｍに５区SK39がある。　
　形状　南隅は５区SI２に切られているが、平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方
位はＮ-47°-Ｅである。掘り方の規模は上面で長軸205㎝、短軸94㎝、底面は長軸199㎝、短軸89㎝、
確認面からの深さは４㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の北東側には
長さ38㎝、幅５～７㎝、深さ４㎝の小口痕跡がある。また、南東側辺には長さ120㎝、幅14～20㎝、
深さ６㎝、北西側辺には長さ183㎝、幅９～20㎝、深さ９㎝の側板痕跡があり、その内法の長さは39

第108図　５区SK37
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③　暗灰色土（ロームブロック混
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④　灰褐色土
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⑥　灰褐色土（小口痕、ローム小
ブロック混じり）

⑦　暗灰色土（白色砂粒混じり）

⑧　暗灰色土（ローム粒が僅かに
混じる）

⑨　暗灰色土
⑩　灰茶色土
⑪　灰褐色土
⑫　灰褐色土
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⑭　灰褐色土
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㎝を測る。木棺の規模は側板痕跡の長さと側板痕跡
間の長さから長軸180㎝前後、短軸40㎝前後と推定
される。
　埋土　上部が著しく削平されているため、棺内及
び棺の裏込めとも最下層の埋土を確認したのみであ
る。棺内には灰茶色土（①層）、棺の裏込めには暗
褐色土と灰褐色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難
であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期
は弥生時代前期と考えられる。

　SK39（第110図）
　位置　５区中央、Ｍ-21グリッドより検出された
木棺墓である。確認面上の標高は24.1～24.2ｍ、南
東向きの緩斜面に位置する。北西側2.5ｍに５区
SK38がある。
　形状　西側は５区SI２に切られているが、平面形
態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位
はＮ-87°-Ｅである。掘り方の規模は上面で長軸121
㎝以上、短軸92～97㎝、底面は長軸113㎝以上、短
軸88㎝、確認面からの深さは９～12㎝を測る。断面
の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の
東側には長さ50㎝、幅13㎝、深さ４㎝の小口痕跡がある。南側辺には長さ45㎝以上、幅５～６㎝、深
さ１㎝、北側辺には長さ128㎝以上、幅７～13㎝、深さ３㎝の側板痕跡があり、その内法の長さは45
㎝を測る。木棺の規模は側板痕跡の長さと側板痕跡間の長さから長軸121㎝以上、短軸50㎝前後と推
定される。
　埋土　棺内の埋土は①～④、⑥、⑦層が該当し、暗灰茶色土が主体に堆積する。暗灰茶色土はロー
ム粒の包含の有無により、さらに上下２層に細分される。また、南東側には灰褐色系土の堆積が認め
られる。棺の裏込めには灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK40（第111図）
　位置　５区中央やや東寄り、Ｍ-22グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は23.8
～23.9ｍ、東向きの緩斜面に位置する。南側１ｍに５区SK12、北側１ｍに５区SK28がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-60°-Ｅである。掘り方の規
模は上面で長軸85㎝、短軸45～50㎝、底面は長軸79㎝、短軸43㎝、確認面からの深さは15～18㎝を測

第109図　５区SK38
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る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
底面では小口痕跡と側板痕跡は検出できなかった
が、土層断面の所見から木棺墓と判断した。木棺の
規模は長軸45㎝前後、短軸25㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～③層が該当し、上層は暗
灰茶色土、下層は灰褐色土と暗灰色土が堆積する。
棺の裏込めには灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難
であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期
は弥生時代前期と考えられる。

　SK41（第112・113図）
　位置　５区北寄り、Ｌ-21グリッドより検出され
た木棺墓である。確認面上の標高は24.1～24.2ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。南側1.5ｍに５区
SK25、南東側1.5ｍに５区SK27がある。　
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈
する。主軸方位はＮ-68°-Ｗである。掘り方の規模
は上面で長軸195㎝、短軸70～78㎝、底面は長軸174
㎝、短軸65㎝、確認面からの深さは24～30㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底
面の西側には長さ55㎝、幅10～13㎝、深さ８㎝、東
側には長さ52㎝、幅10～13㎝、深さ６㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは151㎝を測る。また、
南西側隅には側板を据えるための掘り込みがある。木棺の規模は小口痕跡間の長さと土層断面の所見
から長軸155㎝前後、短軸40㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～⑨、⑪、⑫層が該当し、暗灰色土と灰褐色系土が主体に堆積する。棺の裏
込めには上層は灰褐色系土、下層は暗灰色土と灰褐色土が堆積する。土層断面の所見と小口痕跡の位
置から木棺は墓壙の南側に寄せて据えられていたと考えられる。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、突帯文系土器の細片を含む。このうち１点を図示した。
　１は弥生土器の底部で、胎土に粗い砂粒が混じる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

第110図　５区SK39
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　SK42（第114図）
　位置　５区北東寄り、Ｌ‐23グリッドより検出された木棺
墓である。確認面上の標高は23.6～23.7ｍ、東向きの緩斜面
に位置する。北西側1.5ｍに５区SK30、北東側1.5ｍに５区
SK35がある。　
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主
軸方位はＮ‐57°‐Ｅである。掘り方の規模は上面で長軸60㎝、
短軸42㎝、底面は長軸54㎝、短軸37㎝、確認面からの深さは
６～15㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦で
ある。底面の南西側には長さ17㎝、幅８㎝、深さ１㎝、北東
側には長さ19㎝、幅８㎝、深さ３㎝の小口痕跡があり、その
内法の長さは42㎝を測る。また、南側隅には側板を据えるた

第111図　５区SK40
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めの掘り込みが突出する。木棺の規模は小口痕跡間の長さと小口痕跡の長さから長軸45㎝前後、短軸
20㎝弱と推定される。
　埋土　上層は灰褐色土、下層は淡灰褐色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時
期は弥生時代前期と考えられる。

　SK43（第115図）
　位置　５区北東寄り、Ｌ‐23グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は23.4ｍ、東
向きの緩斜面に位置する。南西側1.5ｍに５区SK35、北東側0.5ｍに５区
SK36がある。　
　形状　底面まで削平されているため、小口痕跡を検出したのみであり、
掘り方の平面形態及び規模は不明である。主軸方位は小口痕跡の位置関係
からＮ‐72°‐Ｗと想定される。底面は平坦で、西から東へ緩やかに傾斜し
ている。底面の西側には長さ34㎝、幅15～17㎝、深さ７㎝、東側には長さ
35㎝、幅16㎝、深さ６㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは70㎝を測る。
木棺の規模は小口痕跡間の長さと小口痕跡の長さから長軸70㎝前後、短軸
30㎝前後と推定される。
　埋土　底面まで削平されているため、埋土は遺存していない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、他の木棺
墓との関係から、本遺構の時期は弥生時代前期と考え
られる。

　SK44（第116図）
　位置　５区東寄り、Ｍ‐22グリッドより検出された
木棺墓である。確認面上の標高は23.7ｍ、東向きの緩
斜面に位置する。西側0.5ｍに５区SK10、北側1.5ｍに
５区SK14がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈す
る。主軸方位はＮ‐60°‐Ｅである。掘り方の規模は上
面で長軸95㎝、短軸52～57㎝、底面は長軸90㎝、短軸
50㎝、確認面からの深さは７～10㎝を測る。断面の形
状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面では小口
痕跡と側板痕跡は検出できなかったが、土層断面の所
見と裏込め石の存在から木棺墓と判断した。木棺墓の
規模は長軸70㎝前後、短軸30㎝前後と推定される。北
側辺には棺の裏込めとして石が据えられている。
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　埋土　棺内の埋土は
①～⑤層が該当し、灰
褐色土が主体に堆積す
る。灰褐色土はローム
粒の包含の有無によ
り、さらに上下２層に
細分される。また、東
側の壁際には灰茶色
土、西側の壁際には淡
灰褐色土が堆積する。
裏込めは淡灰褐色土の
単層である。

　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難
であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期
は弥生時代前期と考えられる。

（５）６　　区
　SS18（第118・119図）
　位置　Ｉ‐７～８グリッド、南北方向に張り出し
た尾根頂部西斜面に検出された。東側3.0ｍに６区
SS34・35が存在する。確認面上の標高は39.1ｍを測る。
　形状　平面形は長楕円形を呈する。長軸方位は等
高線に並行するＮ‐76°‐Ｅである。規模は最大長7.5ｍ、最大幅1.3ｍ、確認面からの深さは最大で30㎝
を測る。断面の形状は西側ではＬ字状であるが、東側では逆台形を呈することから本来的には溝状で
あったものと考えられる。立ち上がりは緩やかで、底面はほぼ平坦である。本址は調査当初は段状遺
構としたが、立ち上がりを持つことから、溝状遺構であると考えられる。また、位置的に見て６区

第118図　６区SS18
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第119図　６区SS18出土遺物

0 1m（S＝１：30）

H＝38.7m
A

H
＝
38
.5
m B

A′

B′ B′

A′A

根

B

①
②

③

④

①　黒褐色土。黄褐色ブロック少量含有。
②　暗褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
③　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
④　黄褐色土。

第120図　６区SK15
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
260 44 36 20
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SK15に関連する遺構の可能性が高い。
　埋土　暗褐色土および黒褐色土を主体とし、埋土に流水の痕跡は認められない。
　遺物　本址出土遺物の内１点が図示し得た（第119図）。１はデイサイト製の荒砥の砥石、扁平で方
形の素材の表裏面及び両側面を使用している。
　時期・性格　遺物からの時期比定が困難であるが、位置と形状から６区SK15と同時期の弥生時代
前期～中期頃の溝状遺構と考えられる。

　SK15（第120図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐７・８グリッドにまたがって検出された木棺墓である。確認面上の標高
は38.2～38.5ｍ、南向きの斜面に位置する。南東側７ｍに６区SK68がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ‐88°‐Ｗである。掘り方の規
模は上面で長軸155㎝、短軸84㎝、底面は長軸140㎝、短軸74㎝、確認面からの深さは35㎝を測る。断
面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の西側には長さ41㎝、幅14㎝、深さ６㎝の小口痕
跡、北東隅には長さ50㎝、幅10㎝、深さ３㎝の側板痕跡がある。木棺の規模は小口痕跡の長さから短
軸40㎝前後と推定される。
　埋土　上層から黒褐色土、暗褐色土、黄褐色土が北から南へ傾斜堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時
期は弥生時代中期初頭～中期前葉頃と考
えられる。

　SK16（第121図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐９グリッド
より検出された木棺墓である。確認面上
の標高は36.4～36.7ｍ、東向きの緩斜面
に位置する。６区SD26の埋没後に掘り
込まれたもので、南側1.5ｍに６区
SK17、南東側1.5ｍに６区SK19がある。
　形状　南側は６区SD26の調査により
改変されているが、平面形態は上縁部、
底面ともに長方形を呈する。主軸方位は
Ｎ‐89°‐Ｗである。掘り方の規模は上面
で長軸160㎝、短軸50㎝以上、底面は長
軸141㎝、短軸44㎝以上、確認面からの
深さは40㎝を測る。断面の形状は逆台形
を呈し、底面は中央がやや窪んでいる。
底面の西側には長さ44㎝以上、幅24㎝、
深さ４㎝、東側には長さ26㎝以上、幅14
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第121図　６区SK16
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㎝、深さ３㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは120㎝を測る。また、北側辺には側板痕跡があり、
その西側は突出している。木棺の規模は小口痕跡間の長さから125㎝前後と推定される。
　埋土　黄色土、黒褐色土、灰褐色土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物は細片であるが、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SD26との切合関係から、本遺構の時期は弥
生時代前期末～中期初頭頃と考えられる。

　SK17（第122図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐９グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は36.0～36.3ｍ、
南東向きの緩斜面に位置する。南東側２ｍに６区SK18、北東側２ｍに６区SK1がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ‐59°‐Ｅである。掘り方の規
模は上面で長軸230㎝、短軸105㎝、底面は長軸216㎝、短軸94㎝、確認面からの深さは52㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面では小口痕跡と側板痕跡は検出できなかったが、
土層断面の所見から木棺墓と判断した。木棺の規模は長軸175㎝前後、短軸45㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は②～⑨層が該
当し、黒褐色土と黒色土を主体とす
る。裏込めは黄色土の単層である。
　遺物　出土遺物は細片であるが、
図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は
困難であるが、他の木棺墓との関係
から、本遺構の時期は弥生時代前期
末～中期初頭頃と考えられる。

　SK18（第123図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ・Ｊ‐９
グリッドにまたがって検出された木
棺墓である。確認面上の標高は35.5
～35.7ｍ、南東向きの緩斜面に位置
する。北西側２ｍに６区SK17、北
東側2.5ｍに６区SK19がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面と
もに長方形を呈する。主軸方位は
Ｎ‐50°‐Ｅである。掘り方の規模は
上面で長軸195㎝、短軸85㎝、底面
は長軸179㎝、短軸68㎝、確認面か
らの深さは38㎝を測る。断面の形状
は逆台形を呈し、底面は北東から南
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第122図　６区SK17
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西へ緩やかに傾斜している。底面の北東側には長
さ67㎝、幅16㎝、深さ７㎝、南西側には長さ53㎝、
幅13㎝、深さ７㎝の小口痕跡があり、その内法の
長さは150㎝を測る。また、北東側の小口痕跡内
には２基の小ピットがある。南東側辺には側板痕
跡がある。木棺の規模は小口痕跡間の長さと土層
断面の所見から長軸150㎝前後、短軸50㎝前後と
推定される。
　埋土　棺内の埋土は②～⑤層が該当し、黒色土
と黒褐色土が主体に堆積している。裏込めは黒色
土と黒褐色土が主体に堆積している。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し
得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難である
が、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥
生時代前期末～中期初頭頃と考えられる。

　SK19（第124図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐９グリッドより検出
された木棺墓である。確認面上の標高は35.6～
35.9ｍ、東向きの緩斜面に位置する。北西側1.5ｍ
に６区SK16、南西側２ｍに６区SK１がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を
呈する。主軸方位はＮ‐43°‐Ｅである。掘り方の
規模は上面で長軸225㎝、短軸115㎝、底面は長軸202㎝、短軸105㎝、確認面からの深さは40㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の北東側には長さ48㎝、幅８㎝、深さ14㎝、南
西側には長さ65㎝、幅25㎝、深さ15㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは168㎝を測る。また、北
西側辺には側板痕があり、その内法の長さは63㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間と側板痕跡の長さ
から、長軸170㎝前後、短軸65㎝前後と推定される。西側隅を除く３隅付近と北東側の小口には棺の
裏込めとして石が据えられている。
　埋土　棺内の埋土は①～⑥層が該当し、上層から黄色ブロック土、黒色土、黒褐色土、黒色土が堆
積する。裏込めは黒褐色土の単層である。
　遺物　出土遺物は細片２点であるが、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生時
代前期末～中期初頭頃と考えられる。
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混じる）

⑧　黄褐色土（ローム粒が少量混
じる）

⑨　黒褐色土（ローム粒が多く混
じる）

⑩　黒色土
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第123図　６区SK18
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　SK21（第125図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐９グリッドより検出された木棺
墓である。確認面上の標高は35.5～35.6ｍ、東向きの緩斜面
に位置する。南西側には６区SK19が隣接する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形を呈する。
主軸方位はＮ‐60°‐Ｗである。掘り方の規模は上面で長軸75
㎝、短軸48㎝、底面は長軸66㎝、短軸43㎝、確認面からの深
さは20㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は北西か
ら南東へ緩やかに傾斜する。底面の北西側には長さ35㎝、幅
10㎝、深さ６㎝、南東側には長さ26㎝、幅13㎝、深さ10㎝の
小口痕跡があり、その内法の長さは50㎝を測る。木棺の規模
は小口痕跡間の長さと小口痕跡の長さから長軸50㎝前後、短
軸25～30㎝前後と推定される。
　埋土　黒褐色土が主体に堆積し、包含する褐色粒の大きさ
により、さらに上下２層に細分される。
　遺物　遺物は出土しなかった。
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第124図　６区SK19
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　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時
期は弥生時代中期初頭頃と考えられる。

　SK32（第126・127図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐９・10グリッドにまたがって検出された二段の掘り方を有する木棺墓で
ある。確認面上の標高は34.4～34.8ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。南東側1.5ｍに６区SK55、南西
側１ｍに６区SK56がある。
　形状　墓壙の平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ‐72°‐Ｅである。規模
は上面で長軸265㎝、短軸170㎝、底面は長軸250㎝、短軸159㎝、確認面からの深さは28㎝を測る。断
面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
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第126図　６区SK32
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　墓壙底面の中央やや南寄りで木棺を据える墓壙を検出した。平面形態は上縁部、底面ともに長方形
を呈し、主軸方位はＮ‐69°‐Ｅである。規模は上面で長軸213㎝、短軸107㎝、底面は長軸200㎝、短軸
91㎝、確認面からの深さは82㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の東側
には長さ78㎝、幅18㎝、深さ15㎝、西側には長さ62㎝、幅19㎝、深さ８㎝の小口痕跡があり、その内
法の長さは162㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間の長さと小口痕跡の長さから長軸165㎝前後、短軸
60～75㎝前後と推定される。中央やや南寄りの底面直上では長さ15㎝、幅11㎝、厚さ10㎝の石が落ち
込んでいる。
　埋土　棺内の埋土は①～⑤、⑦、⑫～⑭層が該当し、黒色土と黒灰色系土が主体に堆積する。裏込
めも黒色土と黒灰色系土が主
体に堆積する。
　遺物　出土遺物は、掘り方
肩部から弥生土器壺が出土し
ている。
　１は弥生土器壺で、頸部に
は６条のヘラ描沈線が巡り、
沈線の下には刺突文と円形浮
文が施されている。
　時期　出土遺物から、本遺
構の時期は弥生時代中期初頭
と考えられる。
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⑭　黒褐色土（ローム粒混じり）
⑮　黒灰色土
⑯　黒褐色土（ロームブロックが多く混じる）
⑰　黄褐色土（ローム粒混じり、黒色土が少量混じる）
⑱　黄褐色土（ローム粒混じり）

第128図　６区SK33
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　SK33（第128図）
　位置　６区南東寄り、Ⅰ‐８・９グリッドにまたがって検出された二段の掘り方を有する木棺墓で
ある。確認面上の標高は36.5～36.8ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。６区SD25の埋没後に掘り込ま
れたもので、南東側３ｍに６区SK17、南側２ｍに６区SK35がある。
　形状　墓壙の平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ‐38°‐Ｅである。規模
は上面で長軸240㎝、短軸147㎝、底面は長軸222㎝、短軸133㎝、確認面からの深さは50㎝を測る。断
面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
　墓壙底面の中央やや南西寄りで木棺を据える墓壙を検出した。平面形態は上縁部、底面ともに長方
形を呈し、主軸方位はＮ‐31°‐Ｅである。規模は上面で長軸151㎝、短軸72㎝、底面は長軸136㎝、短
軸57㎝、確認面からの深さは75㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面では
小口痕跡と側板痕跡は検出できなかったが、土層断面の所見から木棺墓と判断した。
　埋土　棺内の埋土は①～⑨、⑪～⑬、⑰、⑱層が該当し、黒色土、灰褐色土、暗灰色土が主体に堆
積する。裏込めは黒灰色土と黒褐色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SD25・６区SD31との切合関係か
ら、本遺構の時期は弥生時代中期初頭以降と考えられる。

　SK34（第129図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐８グリッドより検
出された木棺墓である。確認面上の標高は36.7
～36.9ｍ、南向きの緩斜面に位置する。６区
SD31の埋没後に掘り込まれたもので、東側２
ｍに６区SK33、北西側3.5ｍに６区SK68がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形
を呈する。主軸方位はＮ‐71°‐Ｅである。掘り
方の規模は上面で長軸175㎝、短軸75㎝、底面
は長軸156㎝、短軸59㎝、確認面からの深さは
54㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面
は平坦であるが、北東側がやや高くなっている。
底面の北東側には長さ50㎝、幅10㎝、深さ14㎝、
南西側には長さ49㎝、幅10㎝、深さ８㎝の小口
痕跡があり、その内法の長さは134㎝を測る。
木棺の規模は小口痕跡間の長さと小口痕跡の長
さから長軸135㎝前後、短軸50㎝弱と推定される。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は
困難であるが、６区SD31との切合関係から、
本遺構の時期は弥生時代中期初頭以降と考えら
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れる。

　SK35（第130図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐
９グリッドより検出された木
棺墓である。確認面上の標高
は35.9～36.3ｍ、南向きの緩
斜面に位置する。北西側1.5
ｍに６区SK17、東側３ｍに
６区SK18がある。
　形状　平面形態は上縁部、
底面ともに長方形を呈する。
主軸方位はＮ‐75°‐Ｅである。
掘り方の規模は上面で長軸
190㎝、短軸105㎝、底面は長
軸180㎝、短軸61㎝、確認面
からの深さは20㎝を測る。断
面の形状は逆台形を呈し、底
面は平坦である。底面の北東
側には長さ70㎝、幅30㎝、深
さ13㎝、南西側には長さ50㎝、
幅10㎝、深さ10㎝の小口痕跡
があり、その内法の長さは138㎝を測る。また、北東側隅と南西側隅には側板を据えるための掘り込
みあり、この部分には棺の裏込めとして石が据えられている。木棺の規模は小口痕跡間の長さと土層
断面の所見から長軸140㎝前後、短軸50㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～⑤層が該当し、黒褐色土と茶褐色系土が主体に堆積する。裏込めには黒灰
褐色系土と黒褐色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、周辺の木棺墓との関係から、本遺構の
時期は弥生時代前期末～中期初頭頃と考えられる。

　SK37（第131・132図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐10グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は33.9～34.2ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。北西側0.5ｍに６区SK60がある。
　形状　東側は後世の溝により改変されているが、平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。
主軸方位はＮ‐83°‐Ｗである。掘り方の規模は上面で長軸130㎝以上、短軸75㎝、底面は長軸131㎝以上、
短軸72㎝、確認面からの深さは25㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の
西側には長さ64㎝、幅12㎝、深さ５㎝の小口痕跡がある。木棺の規模は土層断面の所見から、長軸
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⑧　黒褐色土（褐色ブロック混じり）
⑨　褐色土（褐色ブロックが多く混じる）
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119㎝以上、短軸35㎝前後と推定される。
　本遺構からは石鏃がまとまって出土した。出土位
置が確認できたものは７点で、棺の中央付近に集中
する。この他に埋土を水洗選別した結果、小玉１点
と石鏃５点が検出された。
　埋土　棺内の埋土は①～③層が該当し、上層から
黒灰色土、暗黒色土、暗灰色土が堆積する。裏込め
は黒色土、黒灰色土、暗灰色土が主体に堆積する。
　遺物　出土土器はほとんどが細片であるが、石器
を13点図示した。
　１は滑石製の小玉である。２～13は石鏃で、２は
黒曜石製、３～13はサヌカイト製である。３、４は
抉りの深い凹基式、５～９は抉りの浅い凹基式、10
～12は平基式である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前
期末～中期初頭頃と考えられる。

　SK38（第133図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐11グリッドより検出さ
れた木棺墓である。確認面上の標高は32.6～32.8ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。南側２ｍに６区SK39、西側３ｍに６区SK51がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円状を呈する。主軸方位はＮ‐79°‐Ｅである。掘り方の規
模は上面で長軸150㎝、短軸105㎝、底面は長軸101㎝、短軸68㎝、確認面からの深さは35㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面では小口痕跡と側板痕跡は検出できなかったが、
土層断面の所見から木棺墓と判断した。木棺の規模は長軸100㎝前後、短軸70㎝前後と推定される。
北西側隅の石は原位置から動いた標石の可能性がある。
　埋土　棺内の埋土は①～⑤層が該当し、上層は淡黒灰色土、下層は黒灰色土が主体に堆積する。
裏込めは灰褐色土と黄褐色土が堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生時
代中期初頭～中期中葉頃と考えられる。
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　SK39（第134図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐11グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は32.8ｍ、東
向きの緩斜面に位置する。東側には６区SK40が隣接し、北側２ｍに６区SK38がある。
　形状　北東側は削平により小口痕が遺存するのみであるが、平面形態は上縁部、底面ともに長方形
を呈する。主軸方位はＮ‐67°‐Ｅである。掘り方の規模は上面で長軸145㎝以上、短軸60㎝、底面は長
軸74㎝以上、短軸57㎝、確認面からの深さは５㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は南西か
ら北東へ緩やかに傾斜する。底面の南西側には長さ54㎝、幅12㎝、深さ11㎝、北東側には長さ46㎝、
幅10㎝、深さ９㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは120㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間の長
さと小口痕跡の長さから長軸120㎝前後、短軸45～50㎝前後と推定される。
　埋土　淡黒灰色土と黒灰色土が傾斜堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、周辺の木棺墓との関係から、本遺構の
時期は弥生時代中期初頭頃と考えられる。

　SK40（第135図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐11グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は32.5～32.6ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。西側には６区SK39が隣接し、北西側２ｍに６区SK38がある。
　形状　東側は削平されているが、平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ‐
81°‐Ｗである。掘り方の規模は上面で長軸80㎝以上、短軸70㎝、底面は長軸74㎝以上、短軸64㎝、確
認面からの深さは10㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は中央がやや窪む。底面の西側には
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長さ55㎝、幅20㎝、深さ３㎝の小口痕跡がある。木棺の規
模は土層断面の所見から、長軸59㎝以上、短軸40㎝前後と
推定される。
　埋土　棺内の埋土は①、②、⑤層が該当し、上層は淡黒
灰色土、下層は暗灰色土が堆積する。裏込めは淡黒灰色系
土と暗灰色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難である
が、周辺の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生時代
中期初頭頃と考えられる。

　SK41（第136図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐11グリッドより検出された木
棺墓である。確認面上の標高は32.3～32.4ｍ、東向きの緩
斜面に位置する。北西側１ｍに６区SK40、北東側３ｍに
６区SK49がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。
主軸方位はＮ‐86°‐Ｗである。掘り方の規模は上面で長軸
100㎝、短軸45㎝、底面は長軸99㎝、短軸42㎝、確認面か
らの深さは10㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面
は平坦である。底面では小口痕跡と側板痕跡は検出できな
かったが、土層断面の所見から木棺墓と判断した。木棺の規模
は長軸70㎝前後、短軸25㎝前後と推定される。南西側隅と北西
側隅にはピット状の掘り込みがある。
　埋土　棺内の埋土は①、②層が該当し、上層は灰褐色土、下
層は暗褐色土が堆積する。裏込めは灰褐色土が主体に堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、
他の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生時代中期初頭頃
と考えられる。
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　SK42（第137・138図）
　位置　６区南東寄り、Ｋ‐11グリッドより検
出された木棺墓で、長軸165㎝、短軸144㎝以上、
深さ８㎝を測る方形土坑内に位置する。確認面
上の標高は32.1～32.2ｍ、東向きの緩斜面に位
置する。北東側１ｍに６区SK43がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形
を呈する。主軸方位はＮ‐35°‐Ｅである。掘り
方の規模は上面で長軸82㎝、短軸50㎝、底面は
長軸75㎝、短軸44㎝、確認面からの深さは10㎝
を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平
坦である。底面には木棺の小口痕跡と側板痕跡
は認められないが、形態的特徴から木棺墓と推
定した。
　埋土　上層は中央には黒色土、南西側の壁際
には暗灰色土が堆積し、底面には灰褐色土と暗
灰色土が薄く堆積する。
　遺物　出土遺物は、石鏃１点が底面から出土
した。
　１はサヌカイト製の抉りの浅い凹基式の石鏃で、先端部が欠
損する。
　時期　周辺遺構から、本遺構の時期は弥生時代中期初頭頃と
推定される。

　SK43（第139図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐11グリッドより検出された木棺墓
である。確認面上の標高は32.1～32.2ｍ、東向きの緩斜面に位
置する。北西側3.5ｍに６区SK41、南西側１ｍに６区SK42がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ‐42°‐Ｅである。掘り方の規
模は上面で長軸160㎝、短軸65～75㎝、底面は長軸153㎝、短軸61㎝、確認面からの深さは35㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の南西側には長さ62㎝、幅19㎝、深さ13㎝、北
東側には長さ50㎝、幅20㎝、深さ17㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは123㎝を測る。木棺の規
模は小口痕跡間の長さと土層断面の所見から長軸125㎝前後、短軸35㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～⑩、⑫、⑬層が該当し、上層から暗灰色土、黒灰色土、灰褐色土が堆積し、
灰褐色土はローム粒の包含の有無によりさらに上下２層に細分される。裏込めは暗灰色土と黒灰色系
土が主体に堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、周辺の木棺墓との関係から、本遺構の
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時期は弥生時代中期初頭頃と考えられる。

　SK47（第140図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐10グリッドより検出され
た木棺墓である。確認面上の標高は33.0～33.3ｍ、東
向きの緩斜面に位置する。南西側2.5ｍに６区SK36、
北側２ｍに６区SK57がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈
する。主軸方位はＮ‐86°‐Ｅである。掘り方の規模は
上面で長軸150㎝、短軸65㎝、底面は長軸134㎝、短
軸56㎝、確認面からの深さは34㎝を測る。断面の形
状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の西側
には長さ53㎝、幅27㎝、深さ３㎝、東側には長さ44㎝、
幅11㎝、深さ４㎝の小口痕跡があり、その内法の長
さは105㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間の長さと
土層断面の所見から長軸110㎝前後、短軸40㎝前後と
推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～⑥層が該当し、上層から
灰褐色土、黒灰色土、暗灰色土が主体に堆積し、東
側の壁際には黒灰色土、灰褐色土、暗灰色土が傾斜
堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難
であるが、周辺の遺構との関係から、本遺構の時期
は弥生時代中期初頭頃と考えられる。

　SK49（第141図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐11グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は31.8～32.1ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。西側4.5ｍに６区SK38、南西側３ｍに６区SK41がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ‐50°‐Ｅである。掘り方の規
模は上面で長軸155㎝、短軸63㎝、底面は長軸147㎝、短軸53㎝、確認面からの深さは42㎝を測る。断
面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面の南西側には長さ46㎝、幅16㎝、深さ５㎝、北東
側にはピットによって改変を受けているが、長さ28㎝以上、幅14㎝、深さ４㎝の小口痕跡があり、そ
の内法の長さは119㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間の長さと小口痕跡の長さから長軸120㎝前後、
短軸45㎝前後と推定される。
　埋土　上層から暗灰色土、淡黒灰色土、黒色土が主体に堆積し、北東側の壁際には黒灰色土が堆積
している。
　遺物　遺物は出土しなかった。
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　時期　遺物が出土していないため時期比定は困
難であるが、周辺の木棺墓との関係から、本遺構
の時期は弥生時代中期初頭頃と考えられる。

　SK53（第142図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐10グリッドより検出
された木棺墓である。確認面上の標高は33.7～
34.0ｍ、東向きの緩斜面に位置する。６区SD22の
埋没後に掘り込まれたもので、北東側1.5ｍに６
区SK51、南側１ｍに６区SK60がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を
呈する。主軸方位はＮ‐87°‐Ｅである。掘り方の
規模は上面で長軸142㎝、短軸68㎝、底面は長軸
138㎝、短軸59㎝、確認面からの深さは35㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
底面では小口痕跡と側板痕跡は検出できなかった
が、土層断面の所見から木棺墓と判断した。木棺
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の規模は長軸115㎝前後、短軸35㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～④層が該当し、上層から黒色
土、暗黒色土、暗灰色土が堆積し、西側の壁際には黒色
土が堆積している。裏込めは黒灰色系土と暗灰色系土が
主体に堆積している。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であ
るが、６区SD22との切合関係から、本遺構の時期は弥
生時代中期初頭以降と考えられる。

　SK55（第143図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐10グリッドより検出された
木棺墓である。確認面上の標高は34.0～34.1ｍ、南東向
きの緩斜面に位置する。６区SD22の埋没後に掘り込ま
れたもので、北西側1.5ｍに６区SK32、東側１ｍに６区
SK60がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。
主軸方位はＮ‐46°‐Ｅである。掘り方の規模は上面で長
軸172㎝、短軸73㎝、底面は長軸160㎝、短軸62㎝、確認
面からの深さは22㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、
底面は平坦であるが、北東側がやや低くなっている。底
面の南西側には長さ59㎝、幅18㎝、深さ５㎝の小口痕跡がある。
　埋土　上層から暗灰色土、黒色土、淡黒灰色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SD22と６区SD35との切合関係
から、本遺構の時期は弥生時代中期初頭以降と考えられる。

　SK56（第144図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐９グリッドより検出された木
棺墓である。確認面上の標高は34.3ｍ、南東向きの緩斜面
に位置する。北東側１ｍに６区SK32、東側1.5ｍに６区
SK55がある。
　形状　南西側が削平されているが、平面形態は上縁部、
底面ともに長方形を呈すると考えられる。主軸方位はＮ‐
60°‐Ｅである。掘り方の規模は上面で長軸70㎝以上、短軸
60㎝、底面は長軸60㎝以上、確認面からの深さは20㎝を測
る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面
の北東側には長さ57㎝、幅30㎝、深さ５㎝の小口痕跡があ
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る。
　埋土　上層から黒灰色土、淡黒灰色土、灰褐色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、周辺の木棺墓との関係から、本遺構の
時期は弥生時代中期初頭頃と考えられる。

　SK57（第145図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐10グリッドより検出された木
棺墓である。確認面上の標高は33.1～33.4ｍ、東向きの緩
斜面に位置する。南側２ｍに６区SK47、西側3.5ｍに６区
SK58がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。
主軸方位はＮ‐89°‐Ｅである。掘り方の規模は上面で長軸
120㎝、短軸54㎝、底面は長軸108㎝、短軸50㎝、確認面か
らの深さは20㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面
は平坦である。底面では小口痕跡と側板痕跡は検出できな
かったが、土層断面の所見から木棺墓と判断した。木棺の
規模は長軸80㎝前後、短軸35㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①、②、④層が該当し、上層に黒褐
色土、下層に黄褐色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難で
あるが、周辺の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生
時代中期初頭頃と考えられる。

　SK58（第146図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐10グリッドより検出された木
棺墓である。確認面上の標高は34.5～34.6ｍ、東向きの緩
斜面に位置する。南側4.5ｍに６区SK36、東側3.5ｍに６区
SK57がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。
主軸方位はＮ‐11°‐Ｅである。掘り方の規模は上面で長軸
114㎝、短軸49㎝、底面は長軸105㎝、短軸56㎝、確認面か
らの深さは33㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面
は平坦である。底面では小口痕跡と側板痕跡は検出できな
かったが、土層断面の所見から木棺墓と判断した。木棺の
規模は長軸90㎝前後、短軸30㎝前後と推定される。
　埋土　棺内の埋土は①～⑤層が該当し、上層から灰褐色
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土、暗灰色土、黒灰色土が堆積し、南側の壁際には灰褐色土と淡黒灰色土が堆積している。裏込めは
上層は黒褐色土、下層は暗褐色土が堆積している。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、周辺遺構との関係から、本遺構の時期
は弥生時代中期初頭頃と考えられる。

　SK59（第147図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐９グリッドより検出された
木棺墓である。確認面上の標高は33.8～33.9ｍ、段状遺
構６区SI27内に位置する。東側３ｍに６区SK56、西側
１ｍに６区SK65がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。
主軸方位はＮ‐85°‐Ｗである。掘り方の規模は上面で長
軸95㎝、短軸63㎝、底面は長軸83㎝、短軸50㎝、確認面
からの深さは35㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、
底面は平坦である。底面には木棺の小口痕跡と側板痕跡
は認められないが、形態的特徴から木棺墓と推定した。
　埋土　上層から黒褐色土、暗褐色土、黄褐色土が堆積
し、暗褐色土は黄褐色土の包含量によってさらに上下２
層に細分される。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るも
のはなかった。
　時期　時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係
から、本遺構の時期は弥生時代中期初頭頃と考えられる。

　SK60（第148図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐10グリッドより検出された
木棺墓である。確認面上の標高は33.6～33.8ｍ、東向き
の緩斜面に位置する。北側１ｍに６区SK53、西側１ｍ
に６区SK55がある。
　形状　上部が削平されているが、平面形態は上縁部、
底面ともに長方形を呈すると考えられる。主軸方位は
Ｎ‐50°‐Ｅである。掘り方の規模は上面で長軸165㎝以上、
短軸70㎝以上、底面は長軸163㎝以上、短軸65㎝以上、
確認面からの深さは５㎝を測る。底面は平坦で、南西か
ら北東へ緩やかに傾斜する。底面の北東側には長さ43㎝、
幅18㎝、深さ10㎝、南西側には長さ63㎝、幅18㎝、深さ
14㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは137㎝を測る。
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第148図　６区SK60

第147図　６区SK59
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①　黒褐色土。黒褐色土少量含有。
②　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。黄褐色土多量に含有。
③　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。黄褐色土少量含有。
④　暗黄褐色土。黒褐色土、暗褐色土少量含有。
⑤　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
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また、西側には長さ95㎝、幅10㎝、深さ２㎝の側板痕跡がある。木棺の規模は小口痕跡間の長さと小
口痕跡の長さから長軸140㎝前後、短軸40～60㎝前後と推定される。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、周辺遺構との関係から、本遺構の時期
は弥生時代中期初頭～中期中葉頃と考えられる。

　SK62（第149・150図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐９グリッドより検出された木
棺墓である。確認面上の標高は36.6ｍ、南東向きの緩斜面
に位置する。東側には６区SK16が隣接し、南西側1.5ｍに
は６区SK33がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。
主軸方位はＮ‐54°‐Ｅである。掘り方の規模は上面で長軸
92㎝、短軸65㎝、底面は長軸85㎝、短軸55㎝、確認面から
の深さは20㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は
平坦である。底面の北東側には長さ37㎝、幅19㎝、深さ６
㎝、南西側には長さ40㎝、幅18㎝、深さ４㎝の小口痕跡が
あり、その内法の長さは53㎝を測る。木棺の規模は小口痕
跡間の長さと土層断面の所見から長軸55㎝前後、短軸40㎝
前後と推定される。
　本遺構からは管玉がまとまって出土した。出土位置が確
認できたものは９点で、棺の中央から南西側にかけての底
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0 2㎝（S＝１：１）
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第150図　６区SK62出土遺物
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面直上付近に集中する。この他に埋土を水洗選別して検出されたものが12点ある。
　埋土　棺内の埋土は①、②層が該当し、暗灰色土が堆積する。暗灰色土は褐色粒の包含の有無によ
り、さらに上下２層に細分される。裏込めは灰褐色土の単層である。
　遺物　出土遺物は、細身の管玉で、21点ある。
　１～21は緑色凝灰岩製の管玉で、長さ5.5～９㎜、直径３㎜を測る。１～12、15、17～21は両側か
ら穿孔されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期初頭頃と考えられる。

　SK63（第151図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐９グリッドより検出された土壙墓である。確認面上の標高は34.2～34.3ｍ、
段状遺構６区SI27内に位置する。南側には６区SK64が隣接し、北東側３ｍに６区SK18がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長楕円形状を呈するが、中央付近から東側は幅が狭くなる。
主軸方位はＮ‐85°‐Ｅである。掘り方の規模は上面で長軸213㎝、短軸63～78㎝、底面は長軸178㎝、
短軸24～50㎝、確認面からの深さは７～10㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
底面には木棺の小口痕跡及び側板痕跡が認められないことと、土層断面の所見から土壙墓と判断した。
　埋土　黄褐色土の単層で、土層断面では木棺痕跡は認められなかった。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、周辺遺構との関係から、本遺構の時期
は弥生時代中期初頭頃と推定される。
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　SK64（第152図）
　位置　６区南東寄
り、Ｊ‐９グリッドよ
り検出された木棺墓で
ある。確認面上の標高
は33.6～34.3ｍ、段状
遺構６区SI27内に位置
する。６区SK65を切っ
ており、北側には６区
SK63が隣接する。
　形状　平面形態は上
縁部、底面ともに長方
形を呈する。主軸方位
はＮ‐79°‐Ｗである。
掘り方の規模は上面で
長軸170㎝、短軸105㎝、
底面は長軸151㎝、短
軸79㎝、確認面からの
深さは50㎝を測る。断
面の形状は逆台形を呈
し、底面は平坦である。底面の西側には長さ65㎝、幅18㎝、深さ９㎝、東側には長さ85㎝、幅23㎝、
深さ11㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは126㎝を測る。木棺の規模は小口痕跡間の長さと小口
痕跡の長さから長軸130㎝前後、短軸60～80㎝前後と推定される。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時
期は弥生時代前期末～中期初頭頃と考えられる。

　SK65（第152・153図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐９グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は33.6～34.0ｍ、
段状遺構６区SI27内に位置する。北側は６区SK64に切られており、東側１ｍに６区SK59がある。
　形状　北側は６区SK64に切られているが、平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸
方位はＮ‐77°‐Ｗである。掘り方の規模は上面で長軸120㎝、短軸50㎝以上、底面は長軸102㎝、短軸
40㎝以上、確認面からの深さは50㎝を測る。断面の形状は逆
台形を呈し、底面は平坦である。底面の西側には長さ26㎝以
上、幅14㎝、深さ７㎝、東側には長さ42㎝以上、幅22㎝、深
さ８㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは75㎝を測る。木
棺の規模は小口痕跡間の長さから長軸75㎝前後と推定される。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち１点を図示
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した。
　１は弥生土器甕で、口縁端部は逆Ｌ字状を呈し、頸部には４条のヘラ描沈線が巡る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代中期初頭と考えられる。

　SK67（第154図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐８グリッドより検出された木棺墓である。確
認面上の標高は36.8～36.9ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。東側0.5ｍに
６区SK33、南西側２ｍに６区SK34がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈すると考えられる。主
軸方位はＮ‐65°‐Ｅである。掘り方の規模は上面で長軸65㎝、短軸34㎝、
底面は長軸53㎝、短軸22㎝、確認面からの深さは10㎝を測る。断面の形状
は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面には木棺の小口痕跡と側板痕跡
は認められないが、形態的特徴から木棺墓と判断した。
　埋土　上層は暗褐色土、下層は黄褐色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、周辺の木棺
墓との関係から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期初頭頃と考えられ
る。

　SK68（第155図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐８グリッドより検出された
木棺墓である。確認面上の標高は38.0～38.2ｍ、南向き
の斜面に位置する。南東側3.5ｍに６区SK34、東側３ｍ
に６区SK66がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。
主軸方位はＮ‐71°‐Ｅである。掘り方の規模は上面で長
軸132㎝、短軸68～86㎝、底面は長軸128㎝、短軸62～75
㎝、確認面からの深さは15㎝を測る。断面の形状は逆台
形を呈し、底面は平坦である。底面の東側には長さ36㎝、
幅８㎝、深さ２㎝、西側には長さ53㎝、幅８㎝、深さ４
㎝の小口痕跡があり、その内法の長さは112㎝を測る。
木棺の規模は小口痕跡間の長さから長軸115㎝前後と推
定される。
　埋土　暗褐色土が主体に堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難で
あるが、他の木棺墓との関係から、本遺構の時期は弥生
時代前期末～中期初頭頃と考えられる。
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３．溝状土壙、弧状溝、土壙
（１）２　　区
　SK５（第156図）
　位置　２区中央やや北西寄り、
Ｆ‐13・14グリッドにまたがって検
出された土壙である。確認面上の標
高は26.9～27.1ｍ、東向きの緩斜面
に位置する。東側3.5ｍに２区SK２、
南東側11ｍに２区SK６がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面と
もに楕円形を呈する。主軸方位は
Ｎ‐32°‐Ｅである。規模は上面で長
軸343㎝、短軸242㎝、底面は長軸
205㎝、短軸115㎝、確認面からの深
さは30～38㎝を測る。断面の形状は
Ｕ字状を呈し、底面は両端から中央
に向かってやや窪んでいる。
　埋土　上層は暗茶灰色土、下層は
暗灰色土が堆積し、下層の暗灰色土
は褐色粘土ブロックの包含の有無に
より、さらに上下２層に細分される。
下層より順次水平堆積していること
から、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片
で、壺、甕や突帯文土器を含むが、
図示し得るものはなかった。
　時期　出土した細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK６（第157・158図）
　位置　２区中央、Ｆ‐15、Ｇ‐14・15グリッドにまたがって検出された溝状土壙である。確認面上の
標高は26.1～26.3ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。南西側0.5ｍに２区SK７がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形状を呈する。主軸方位はＮ‐47°‐Ｅである。規模
は上面で長軸291㎝、短軸89～125㎝、底面は長軸203㎝、短軸67㎝、確認面からの深さは65～86㎝を
測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。中央やや西寄りの埋土上面には標石と考えら
れる長さ36㎝、幅26㎝、厚さ16㎝の石がある。
　埋土　上層は暗灰色土、中層は暗灰色粘質土、下層は暗褐色粘質土が堆積し、中層の暗灰色粘質土
はローム粒の包含の有無によりさらに上下２層に細分される。下層より順次水平堆積していることか
ら、自然埋没したと考えられる。
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第156図　２区SK５
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　遺物　出土土器はほとんどが
細片で、床面から弥生土器甕が、
埋土から石器が出土した。
　１は弥生土器の底部で、外面
にはミガキ調整が施されている。
　２、３は石器である。２は結
晶片岩製の磨製石斧で、先端部
が欠損する。３はデイサイト製
の磨石で、表面と裏面には磨痕
が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構
の時期は弥生時代中期と考えら
れる。

（２）３　　区
　SD４（第159・160図）
　位置　３区北寄り、Ｆ・Ｇ‐
13グリッドにまたがって検出さ
れた溝状土壙である。確認面上
の標高は27.3～27.9ｍ、東向き
の緩斜面に位置する。南西側4.5
ｍに３区SD11がある。　
　形状　平面形態は上縁部、底
面ともに長楕円形を呈する。主
軸方位はＮ‐26°‐Ｅである。規
模は上面で長軸520㎝、短軸260
㎝、底面は長軸433㎝、短軸170
㎝、確認面からの深さは60～90㎝を測る。壁は緩やかに立ち上がり、断面の形状はＵ字状を呈する。
底面は平坦で、水平である。
　中央には本遺構の主軸と平行するように３区SK３、南西側には本遺構の主軸と直交するように３
区SK64の２基の土壙がある。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち５点を図示した。
　１～３は弥生土器である。１、２は甕の口縁部で、１は端部に刻み目が施されている。２は端部が
外方へ肥厚する。３は底部で、胎土に粗い砂粒が混じる。４、５は磨製石斧で、４は砂岩製、５は緑
色片岩製である。また、４の表面と裏面には円形の窪みがある。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期初頭と考えられる。
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②　暗灰色粘質土
③　暗灰色粘質土（ローム粒混じり）
④　暗褐色粘質土
⑤　暗灰色土（ロームブロックが多く混じる）
⑥　暗灰色土（ロームブロックが多く混じる）
⑦　暗灰色土

第157図　２区SK６
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　SK３（第161図）
　位置　３区北寄り、Ｆ‐13グリッドより検出された
土壙である。確認面上の標高は27.5～27.7ｍ、３区
SD４内に位置する。南西側1.5ｍに３区SK64がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長楕円形を
呈する。主軸方位はＮ‐30°‐Ｅである。規模は上面で
長軸150㎝、短軸65～83㎝、底面は長軸127㎝、短軸
28～54㎝、確認面からの深さは35㎝を測る。断面の
形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。北東側に
は標石と考えられる長さ38㎝、幅24㎝、厚さ20㎝の
石が落ち込んでいる。
　埋土　上層から暗灰色土、暗茶灰色土、茶灰色土
が主体に堆積し、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得
るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、
３区SD４との関係から、本遺構の時期は弥生時代前
期末～中期初頭頃と考えられる。
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第158図　２区SK６出土遺物
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第159図　３区SD４、SK３・64

― 122 ―

CW6_TY091_P094_D04-06_第１分冊.indd   122 2015/03/04   17:51:12



　SK64（第162図）
　位置　３区北寄り、Ｆ‐13グリッドよ
り検出された土壙である。確認面上の標
高は27.7～27.8ｍ、３区SD４内に位置す
る。北東側1.5ｍに３区SK３がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに
楕円形を呈する。主軸方位はＮ‐53°‐Ｗ
である。規模は上面で長軸140㎝、短軸
85㎝、底面は長軸95㎝、短軸51㎝、確認
面からの深さは28㎝を測る。断面の形状
はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　暗灰色土の単層である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期
比定は困難であるが、３区SD４との関
係から、本遺構の時期は弥生時代前期末
～中期初頭頃と考えられる。

　SD11（第163～165図）
　位置　３区中央やや北西寄り、Ｇ・Ｈ‐12・13グリッドにまたがって検出された溝状土壙である。
確認面上の標高は28.0～30.0ｍ、東向きの緩斜面に位置する。北東側4.5ｍに３区SD４がある。
　形状　南西‐北東方向に直線的にのびる。全体の規模は、長さ1630㎝、幅は上端で180～336㎝、底
面で78～248㎝、確認面からの深さは10～110㎝を測るが、平面形態と３区SD11内に掘り込まれた土
壙の配列状況から、大きく南西側の３区SD11‐１、中央の３区SD11‐２、北東側の３区SD11‐３の３
つに分けることができる。
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第160図　３区SD４出土遺物
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①　暗灰色土（暗褐色小ブロックが僅か
に混じる）

②　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
③　茶灰色土（ロームブロック混じり）
④　淡茶灰色土
⑤　茶灰褐色土
⑥　茶灰色土（ローム粒混じり）
⑦　暗褐色土（ローム粒が多く混じる）
⑧　灰褐色土

第161図　３区SK３
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　SD11‐１（第163～165図）
　位置　３区中央やや
北西寄り、Ｈ‐12グリッ
ドより検出された溝状
土壙である。確認面上
の標高は29.3～30.0ｍ、
東向きの緩斜面に位置
する。北東側は３区
SD11‐２と切り合って
いるが、その先後関係
は明らかにはできな
かった。
　形状　南西‐北東方
向に直線的にのび、検
出した長さは320㎝、
幅は上端で290㎝、底
面で156㎝、確認面か
らの深さは180㎝を測
る。断面の形状は逆台
形を呈する。本遺構内
には土壙３区SK54と
３区SK55がある。
　遺物　出土遺物はほ
とんどが細片で、この
うち６点を図示した。
８、16～18、24、25は本遺構から出土したものである。
　８、16～18は弥生土器である。８は壺の肩部で、３段の櫛描平行沈線が巡り、沈線間には鋸歯文が
施されている。16～18は甕で、16は口縁端部に刻み目、頸部にヘラ描沈線が認められないものである。
17は口縁部が欠損するが、肩部には７条の櫛描沈線が巡り、その下には刺突文が施されている。18は
胴部から底部にかけての部分で、底部外面にはミガキ調整が施されている。
　24、25は石器である。24は黒曜石製の石鏃で、抉りの深い凹基式である。25は砂岩製の砥石で、下
端部が欠損するが、長方形を呈し、表裏面と両側面の４面を使用している。　　
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期初頭と考えられる。

　SK54（第166図）
　位置　３区西寄り、Ｈ‐12グリッドより検出された土壙である。確認面上の標高は29.8～30.0ｍ、３
区SK55内に位置する。
　形状　平面形態は不整な楕円形を呈し、規模は長径120㎝、短径37～76㎝、確認面からの深さは15
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②　暗灰色土
③　暗灰褐色土
④　灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
⑤　暗灰色土（ローム粒混じり）

第162図　３区SK64
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SK51

①　灰褐色土（暗褐色粘土ブロック混じり）
②　暗茶灰色土（暗褐色粘土ブロックが多く混じる）
③　暗灰色土
④　暗灰色土（暗褐色粘土ブロック混じり）
⑤　暗灰色土（暗褐色粘土小ブロックが僅かに混じる）
⑥　暗茶灰色土（ローム小ブロック混じり）
⑦　暗灰色土
⑧　灰褐色土
⑨　暗灰色土（ローム小ブロック混じり）
⑩　灰褐色土（ローム粒混じり）
⑪　暗茶灰色土（ローム小ブロック混じり）
⑫　暗褐色土
⑬　灰褐色土（暗褐色粘土小ブロック混じり）
⑭　淡灰褐色土（ローム小ブロックが多く混じる）
⑮　暗黄褐色土
⑯　淡灰褐色土（ローム小ブロックが多く混じる）
⑰　暗黄褐色土
⑱　灰褐色土（ロームブロックが多く混じる））
⑲　暗灰色土
⑳　暗褐色土
㉑　暗灰色土（ローム小ブロック混じり）
㉒　灰茶色土（ローム小ブロックが多く混じる）
㉓　茶灰色土
㉔　灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
㉕　淡黄褐色土
㉖　暗灰色土（ローム小ブロック混じり）
㉗　暗黄褐色土
㉘　暗茶灰色土（暗褐色粘土小ブロック混じり）
㉙　暗茶灰色土
㉚　暗灰色土
㉛　暗灰色土（暗褐色粘土小ブロック混じり）
　灰褐色土
　灰褐色土（ローム粒混じり）
　灰褐色土（ローム粒混じり）
　茶灰色土（ロームブロックが僅かに混じる、ローム
粒が多く混じる）

　暗褐色土
　暗灰色土
　灰褐色土（ローム粒混じり）
　暗褐灰色土（ローム粒混じり）
　黄褐色土（ローム集積層）
　淡黒灰色土（ローム粒混じり）
　灰褐色土
　灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
　暗褐灰色土
　暗灰色土（暗褐色粘土ブロック混じり）
　暗灰色土
　暗灰色土（暗褐色粘土ブロック混じり）
　灰褐色土（暗褐色粘土ブロック混じり）
　灰褐色土（ローム粒が僅かに混じる）
　暗灰褐色土（ローム粒混じり）
　灰褐色土（ローム粒混じり）
　暗灰色土（ローム小ブロック混じり）
　淡灰褐色土（ローム小ブロックが多く混じる）
　淡灰褐色土（ローム粒混じり）
　暗褐色土（ローム粒が多く混じる）

第163図　３区SD11
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第164図　３区SD11出土遺物（１）
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㎝を測る。断面の形状は３区SK55の壁面を掘り込んでおり、袋状を呈する。底面はほぼ平坦であるが、
北東側には長径59㎝、短径49㎝、深さ10㎝のピット状の掘り込みがある。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、３区SD11‐１との関係から、本遺構の時期は弥生
時代前期末～中期初頭頃と考えられる。

　SK55（第166図）
　位置　３区西寄り、Ｈ‐12グリッドより検出された土壙である。確認面上の標高は29.4～29.9ｍ、北
東向きの緩斜面に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を呈する。規模は上面で長軸300㎝、短軸251㎝、底面
は長軸242㎝、短軸155㎝、確認面からの深さは142～156㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面
は平坦であるが、中央やや南西寄りから北東側にかけて一段の段差がある。また、埋土中位から礫が
まとまって検出された。本遺構の東側の３区SD11の上縁部付近には石列（石列８）があり、その一
部が転落したものと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、３区SD11‐１との関係から、本遺構の
時期は弥生時代前期末～中期初頭頃と考えられる。
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第165図　３区SD11出土遺物（２）
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　SD11‐２（第163～165図）
　位置　３区中央やや北西寄り、Ｈ‐12グリッドより検出された溝状土壙である。確認面上の標高は
28.8～29.9ｍ、東向きの緩斜面に位置する。南西側は３区SD11‐１、北東側は３区SD11‐３と切り合っ
ているが、その先後関係は明らかにはできなかった。　
　形状　南西‐北東方向に直線的にのび、検出した長さは840㎝、幅は上端で150～344㎝、底面で148
～228㎝、確認面からの深さは112～148㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈する。
　本遺構内には３区SK47～51・56の６基の土壙がある。
　埋土　埋土は南西側（Ａ‐Ａ′）と北東側（Ｂ‐Ｂ′）に設定したセクションベルトを用いて確認した。
　南西側（Ａ‐Ａ′）では、上層から灰褐色土、暗茶灰色土、暗灰色土、灰褐色土が主体に堆積し、北
西側は地山の崩落土と地山のローム粒を含む層の堆積が顕著である。堆積状況から、主として北西側
から埋没したと考えられ、地山の崩落土の存在から、北西側の壁が崩落したと考えられる。
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第166図　３区SK54・55
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　北東側（Ｂ‐Ｂ′）では、上層から暗茶灰色系土、暗灰色土、灰褐色土、黄褐色土、淡黒灰色土が堆
積する。黄褐色土（㊵層）は地山のロームが流れ込んだものであり、その上に堆積する灰褐色土（㉝、
㉞、㊳、㊴、㊸層）には地山のローム粒が混じっている。堆積状況から、主として北西から埋没した
と考えられ、Ａ‐Ａ′と同様に北西側の壁が崩落したと考えられる。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち18点を図示した。１～７、９～14、19～23は本遺構
から出土したものである。
　１～７、９～14、19～22は弥生土器である。１～７は壺で、１は口縁端部に刻み目が施され、頸部
には７条のヘラ描沈線が巡る。２は頸部に３条のヘラ描沈線が巡る。３は口縁部が欠損するが、肩部
には２条のヘラ描沈線と刻み目を施した１条の突帯が巡る。４も口縁部が欠損するが、内外面ともミ
ガキ調整が施されている。５～７は肩部で、５は波状文が２段施されている。６は弧線文、７は斜格
子文が施されている。
　９～14は前期の甕である。９～12は口縁端部に刻み目を施したもので、頸部には９は３条、10は４
条、11は５条のヘラ描沈線が巡る。12の頸部にはヘラ描沈線は認められない。13、14は口縁端部に刻
み目が認められないものである。13は口縁端部が逆Ｌ字状を呈し、頸部には５条のヘラ描沈線が巡る。
14は口縁端部が僅かに外反し、頸部には６条のヘラ描沈線が巡る。
　19～22は中期後葉～後期の甕である。19は口縁部が内傾し、２条の凹線が巡る。口縁上端部は上方
へ拡張する。20は口縁部が内傾し、３条の凹線が巡る。口縁上端部は上方へ、下端部は下方へ拡張す
る。21は口縁部が僅かに外傾し、口縁下端部は拡張しない。22は口縁部が僅かに外反し、口縁下端部
は拡張しない。
　23は管状の土錘で、長さ4.1㎝、直径2.9㎝、重量37.1ｇを測る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～後期前葉と考えられる。

　SK47（第167図）
　位置　３区中央、Ｈ‐12グリッドより検出された土壙である。確認面上の標高は28.7～29.0ｍ、３区
SD11内に位置する。北側は３区SK46、南西側は３区SK48と切り合っているが、その先後関係は明ら
かにはできなかった。
　形状　南西側は３区SK48に、北東側は３区SK46により削られているが、平面形態は上縁部、底面
ともに隅丸長方形を呈する。主軸方位はＮ‐46°‐Ｅである。規模は上面で長軸252㎝以上、短軸101～
120㎝、底面は長軸210㎝以上、短軸88～94㎝、確認面からの深さは20㎝を測る。断面の形状はＵ字状
を呈し、中央やや南寄りでは底面から少し浮いた位置で、完形の弥生土器壺（１）が横転した状態で
出土した。
　遺物　出土遺物は、完形の弥生土器壺以外は細片であり、壺を図示した。
　１は弥生土器壺で、頸部には２ヶ所に穿孔がなされ、肩部には刺突文が施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代中期中葉と考えられる。
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　SK48（第167図）
　位置　３区中央やや西寄り、Ｈ‐12グリッドより検出された土壙である。確認面上の標高は28.9～
29.2ｍ、３区SD11内に位置する。南西側には３区SK49が隣接し、北東側は３区SK47と切り合ってい
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①　灰褐色土（ローム粒混じり）
②　淡灰色土（ロームブロックが多く混じる）
③　茶灰色土（ロームブロック混じり）
④　淡灰茶色土（ロームブロック混じり）
⑤　暗茶灰色土（ロームブロックが多く混じる）

第167図　３区SK47・48
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第168図　３区SK49・50・56
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るが、その先後関係は明らかにはできなかった。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長楕円形を呈する。主軸方位はＮ‐48°‐Ｅである。規模は上
面で長軸175㎝、短軸82～105㎝、底面は長軸126㎝、短軸53～67㎝、確認面からの深さは15～24㎝を
測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　上層は灰色系土、下層は暗茶灰色土が堆積し、下層より順次水平堆積していることから、自
然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、３区SK47との関係から、本遺構の時
期は弥生時代中期中葉と考えられる。

　SK49（第168図）
　位置　３区中央やや西寄り、Ｈ‐12グリッドより検出された土壙である。確認面上の標高は29.1～
29.4ｍ、３区SD11内に位置する。北東側は３区SK48が隣接し、北西側は３区SK50と切り合っているが、
その先後関係は明らかにはできなかった。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形状を呈する。主軸方位はＮ‐37°‐Ｅである。規模
は上面で長軸240㎝、短軸68～113㎝、底面は長軸219㎝、短軸42～77㎝、確認面からの深さは13～20
㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は南西から北東へ緩やかに傾斜している。
　埋土　上層から灰茶色土、暗灰色系土、暗褐色土が堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、
自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、３区SK50との関係から、本遺構の時
期は弥生時代中期中葉と考えられる。

　SK50（第168・169図）
　位置　３区中央やや西寄り、Ｈ‐12グリッドより検出された土壙である。確認面上の標高は29.3～
29.5ｍ、３区SD11内に位置する。南東側は３区SK49、北側は３区SK51と切り合っているが、その先
後関係は明らかにはできなかった。
　形状　南東側は３区SK49に、北東側は３区SK51により改変されているが、平面形態は上縁部、底
面ともに長楕円形を呈する。主軸方位はＮ‐35°‐Ｅである。規模は上面で長軸220㎝以上、短軸133㎝
以上、底面は長軸184㎝以上、短軸72㎝以上、確認面からの深さは25㎝を測る。断面の形状は逆台形
を呈し、底面は平坦である。
　遺物　出土土器は細片で、図示できないが、石器１点を図示し
た。
　１は凝灰岩製の砥石で、下端部、裏面、左側面が欠損するが、
長方形を呈すると考えられ、表面と右側面の２面を使用している。
　時期　出土した微細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代中期
中葉と考えられる。 0 10㎝（S＝１：４）

1

第169図　３区SK50出土遺物
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　SK51（第170図）
　位置　３区西寄り、Ｈ‐12グリッドより検出された土壙である。
確認面上の標高は29.2～29.4ｍ、３区SD11内に位置する。南側は
３区SK50と切り合っているが、その先後関係は明らかにはでき
なかった。
　形状　平面形態は、上縁部が長楕円形、底面は楕円形を呈する。
規模は上面で長径110㎝、短径66㎝、底面は長径141㎝、短径106㎝、
確認面からの深さは70㎝を測る。断面の形状は３区SD11の壁面
を掘り込んでおり、袋状を呈する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、３
区SK50との関係から、本遺構の時期は弥生時代中期中葉と考え
られる。

　SK56（第168図）
　位置　３区西寄り、Ｈ‐12グリッドより検出された土壙である。
確認面上の標高は29.4～29.6ｍ、３区SD11内に位置する。北東側は３区SK50と切り合っているが、そ
の先後関係は明らかにできなかった。
　形状　北東側は３区SK50に、南側は３区SK55により改変され、さらに南東側は削平されているが、
平面形態は上縁部、底面ともに不整な長楕円形を呈する。主軸方位はＮ‐42°‐Ｅである。規模は上面
で長軸214㎝以上、短軸103㎝以上、底面は長軸147㎝以上、短軸70～80㎝、確認面からの深さは15㎝
を測る。断面の形状はなだらかな逆台形を呈し、底面は南西から北東へ緩やかに傾斜している。南東
側縁では壁面から少し浮いた位置で、完形の弥生土器壺が倒置した状態で出土した。
　遺物　出土遺物は完形の壺の１点のみである。
　１は弥生土器壺で、口縁端部は斜め内方へ大きく下垂する。頸部には刻み目を施した１条の貼付突
帯が巡り、肩部には列点文が２段施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代中期中葉と考えられる。

　SD11‐３（第163・164図）
　位置　３区中央やや北西寄り、Ｇ・Ｈ‐12・13グリッドにまたがって検出された溝状土壙である。
確認面上の標高は28.0～29.1ｍ、東向きの緩斜面に位置する。南西側は３区SD11‐２と切り合ってい
るが、その先後関係は明らかにはできなかった。
　形状　南西‐北東方向に直線的にのび、検出した長さは906㎝、幅は上端で144～276㎝、底面で82～
144㎝、確認面からの深さは40～96㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈する。
　本遺構内には３区SK33・34・46の３基の土壙がある。
　埋土　上層から中層にかけては暗灰色系土が主体に堆積し、中層の壁際には灰褐色系土、最下層に
は暗褐色土が堆積する。３区SD11‐２のＡ‐Ａ′とＢ‐Ｂ′のような顕著な地山のロームの流れ込みは認
められないが、最下層の暗褐色土（�層）には地山のローム粒が多量に混じる。また、中層（㊾～�

第170図　３区SK51
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層）にもローム粒が混じり、特にその北西側に多く混じる。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち２点を図示した。10、15は本遺構から出土したもの
である。
　10、15は弥生土器甕で、10は口縁端部には刻み目が施され、頸部には４条のヘラ描沈線が巡るが、
15は口縁端部の刻み目と頸部のヘラ描沈線は認められない。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期中葉と考えられる。

　SK33（第171図）
　位置　３区中央やや北寄り、Ｇ‐13グリッドより検出された土壙である。確認面上の標高は28.2～
28.5ｍ、３区SD11内に位置する。南西側３ｍに３区SK34がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長楕円形を呈する。主軸方位はＮ‐41°‐Ｅである。規模は上
面で長軸181㎝、短軸120㎝、底面は長軸150㎝、短軸88㎝、確認面からの深さは23㎝を測る。断面の

第171図　３区SK33
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第172図　３区SK34・46
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形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。北側隅では底面から少し浮いた位置で、完形の弥生土器壺
（１）が横位で出土した。
　埋土　暗茶灰褐色土を主体とし、下層より順次水平堆積していることから、自然埋没したと考えら
れる。
　遺物　出土遺物は、完形の壺（１）と細片１点である。
　１は弥生土器壺である。口縁端部は大きく下垂し、その端面には鋸歯文が施されている。頸部には
２条の貼付突帯が巡り、その上には４ヶ所に穿孔がなされている。また、肩部には５条の櫛描沈線が
４段あり、その沈線間には鋸歯文が施されている。さらに最下段の沈線の下には刺突文が施されてい
る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代中期中葉と考えられる。

　SK34（第172・173図）
　位置　３区中央やや北寄り、Ｇ‐13グリッドより検出された土壙である。確認面上の標高は28.6～
29.0ｍ、３区SD11内に位置する。北東側３ｍに３区SK33があり、南西側は３区SK46と切り合ってい
るが、その先後関係は明らかにはできなかった。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を呈する。主軸方位はＮ‐47°‐Ｗである。規模は上面
で長軸150㎝、短軸116㎝、底面は長軸101㎝、短軸68㎝、確認面からの深さは78㎝を測る。断面の形
状は逆台形を呈し、底面は平坦である。中央やや南東寄りでは底面から少し浮いた位置で、完形の弥
生土器壺が並列した状態で出土した。
　また、弥生土器壺（１）の下部に20×10×５㎝の砥石が検出された。
　遺物　出土遺物はこの３点のみであり、図示した（第172・173図）。
　１、２は弥生土器壺である。１は口縁部が大きく外反し、口縁端部内面はナデにより窪んでいる。
外面は肩部には縦方向のハケ調整、胴部には横方向のミガキ調整、底部には縦方向のミガキ調整が施
されている。また、肩部には刺突文が施されている。２は口縁部が短く外反し、頸部には２ヶ所に穿
孔がなされている。３はデイサイト製の砥石で、上下端部と裏面が欠損するが、長方形を呈し、表面
と両側面の３面を使用している。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代中
期中葉と考えられる。

　SK46（第172図）
　位置　３区中央、Ｇ‐12・13グリッドにまたがって
検出された土壙である。確認面上の標高は28.6～29.0
ｍ、３区SD11内に位置する。北東側は３区SK46、
南西側は３区SK47と切り合っているが、その先後関
係は明らかにはできなかった。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長楕円形を
呈する。主軸方位はＮ‐52°‐Ｅである。規模は上面で
長軸231㎝以上、短軸121～147㎝、底面は長軸168㎝

0 10㎝（S＝１：４）

3

第173図　３区SK34出土遺物
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以上、短軸69～100㎝、確認面からの深さは11～25㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平
坦である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、３区SK34との関係から、本遺構の時
期は弥生時代中期中葉と考えられる。

　SD12（第174・175図）
　位置　３区西寄り、Ｈ‐12、Ｉ‐11・12グリッドにまたがって検出された溝状土壙である。確認面上
の標高は29.9～31.1ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。南端は３区SK37に、北東端は３区SK31に切ら
れている。南側4.5ｍに３区SD13、南東側７ｍに３区SD14がある。　
　形状　南西‐北東方向に直線的にのび、南西端は南側へやや湾曲する。主軸方位は傾斜面の等高線
と平行するＮ‐42°‐Ｅである。検出した長さは656㎝、最大幅は上端で138㎝、底面で64㎝、確認面か
らの深さは50㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　南西側には土壙３区SK27があり、中央からは土器（２）が破片状態でまとまって出土した。
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　遺物　出土遺物のうち５点を図示した。
　１～５は弥生土器である。１～３は壺である。１は口縁部から頸部にかけての部分で、頸部には刻
み目を施した貼付突帯が１条巡り、口縁端部には２ヶ所に刻み目が認められる。また、口縁部には円
孔が穿たれている。２は頸部に６条以上の櫛描沈線が巡り、外面にはミガキ調整、内面にはハケ調整
が施されている。３は口縁端部が下垂し、その端面には鋸歯文が施されている。頸部には刻み目が施
された２条の貼付突帯が巡り、４ヶ所に穿孔がなされている。また、肩部には６～８条の櫛描沈線が
３段あり、その沈線間には鋸歯文が施され、最下段の櫛描沈線の下に刺突文が２段巡っている。４は
甕で、口縁端部が逆Ｌ字状を呈し、胴部中央には直径3.2㎝の円形の穿孔がある。５は蓋で、中央部
に穿孔がなされている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期中葉と考えられる。

　SK27（第176図）
　位置　３区西寄り、Ｉ‐13グリッドより検出された土壙である。確認面上の標高は30.7～31.0ｍ、３
区SD12内に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長楕円形を呈する。主軸方位はＮ‐33°‐Ｅである。規模は上
面で長軸246㎝、短軸77～87㎝、底面は長軸191㎝、短軸38～43㎝、確認面からの深さは25㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　黒色土と黒褐色土を主体とするが、②、④～⑦層は①、③、⑧、⑨層を二次的に掘り込んだ
後、自然堆積したと考えられる。
　遺物　SD12出土の遺物のうち壺（第175図　３）が本遺構の肩部から出土しており、この土壙に伴
うものと考えられる。
　時期　SD12出土の壺（第175図　３）が本遺構に伴うものと考えられることから、本遺構の時期は
弥生時代中期中葉頃と考えられる。

　SD13（第177・178図）
　位置　３区西寄り、Ｉ‐11、Ｊ‐11・12グリッドにまたがって検出された溝状土壙である。確認面上
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第175図　３区SD12出土遺物
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の 標 高 は31.3 ～
31.5ｍ、 北 東 向
きの緩斜面に位
置する。北側4.5
ｍに３区SD12、
東側４ｍに３区
SD14がある。
　形状　南東‐北
西方向に直線的
にのび、主軸方
位は傾斜面の等
高線と平行する
Ｎ‐53 °‐Ｗ で あ
る。検出した長
さは385㎝、最大
幅141㎝、確認面
からの深さは50
㎝を測る。断面
の形状はＵ字状
を呈し、底面は
平坦である。　
　北西側には３
区SK63、南東側
には３区SK41の
２基の土壙があ
り、主軸を揃え
るようにして縦
列状に連続して
２基の土壙を掘
り込んだために、
結果的に溝状になった可能性もある。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち１点を図示した。
　１は弥生土器の底部で、内外面ともミガキ調整が施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期初頭と考えられる。

　SK41（第177図）
　位置　３区西寄り、Ｉ‐11・12グリッドにまたがって検出された土壙である。確認面上の標高は
31.3～31.4ｍ、３区SD13内に位置する。北西側は３区SK63を切っている。
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⑦

⑨

⑩

①　褐色土
②　黒色土
③　黒褐色土
④　黒色土（ロームブロック混じり）
⑤　黒褐色土（ローム大ブロック混じり）
⑥　黒褐色土（ロームブロック混じり）
⑦　黒褐色土（ロームブロックが僅かに混じる）
⑧　黒褐色土
⑨　黒色土
⑩　黒黄褐色土（ロームブロックが多く混じる）

第176図　３区SK27
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　形状　平面形態は上縁部、底
面ともに不整な長楕円形を呈す
る。主軸方位はＮ‐41°‐Ｗである。
規模は上面で長軸200㎝、短軸
49～94㎝、底面は長軸122㎝、
短軸26～36㎝、確認面からの深
さは19㎝を測る。断面の形状は
逆台形を呈し、底面は平坦であ
る。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していない
ため時期比定は困難であるが、
３区SD13との関係から、本遺
構の時期は弥生時代前期末～中
期初頭頃と考えられる。

　SK63（第177図）
　位置　３区西寄り、Ｉ・Ｊ‐
11グリッドにまたがって検出さ
れた土壙である。確認面上の標
高は31.3～31.5ｍ、３区SD13内
に位置する。南東側は３区SK 
41に切られている。
　形状　平面形態は上縁部、底
面ともに長楕円形を呈する。主
軸方位はＮ‐45°‐Ｗである。規
模は上面で長軸271㎝、短軸115
～132㎝、底面は長軸171㎝、短
軸50～60㎝、確認面からの深さ
は43～50㎝を測る。断面の形状
は逆台形を呈し、底面は平坦で
ある。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していない
ため時期比定は困難であるが、
３区SD13との関係から、本遺
構の時期は弥生時代前期末～中
期初頭頃と考えられる。
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　　SK63土層注記 
①　黒色土
②　黒褐色土（ロームブロック混じり）
③　黄褐色土（ロームブロックが多く混
じる）

④　褐色土（ローム粒が多く混じる）

　　SK41土層注記 
①　黒色土（SD13）
②　褐色土（SK41）
③　黒褐色土（SK41、ロームブロック
混じり）

④　褐色土（SK41、ロームブロック混
じり）

第177図　３区SD13、SK41・63
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第178図　３区SD13出土遺物
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　SD14（第179・180図）
　位置　３区中央やや西寄り、Ｉ・Ｊ‐12グリッドにまた
がって検出された溝状土壙である。確認面上の標高は29.9
～30.8ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。北西側７ｍに３
区SD12、西側４ｍに３区SD13がある。
　形状　南西‐北東方向に直線的にのび、北東端は削平さ
れている。また、北東側は３区SK24と３区SK25の２基の
土壙が掘り込まれているために、幅が広くなり、深さも深
くなっている。主軸方位は傾斜面の等高線と平行するＮ‐
42°‐Ｅである。検出した長さは630㎝を測り、南西側は幅
80㎝、確認面からの深さ10㎝、北東側は幅150㎝、検出面
からの深さ40㎝を測る。断面の形状はいずれもＵ字状を呈
し、底面は平坦である。
　中央には３区SK24、北東側には３区SK25の２基の土壙
があり、主軸を揃えるようにして縦列状に連続して２基の
土壙を掘り込んだために、結果的に溝状になった可能性も
ある。
　埋土　黒灰色系土、暗灰色土、灰茶色系土を主体とする
が、①～③層は④～⑦層を二次的に掘り込んだ後、自然堆
積したと考えられる。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち２点を図
示した。
　１は弥生土器甕で、頸部には３条のヘラ描沈線が巡る。
２はサヌカイト製の石匙である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～
中期初頭と考えられる。

　SK24（第181図）
　位置　３区西寄り、Ｉ‐12グリッドより検出された土壙

0 10㎝（S＝１：４） 0 2㎝（S＝１：１）
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第180図　３区SD14出土遺物
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③
⑦

⑧⑤⑥
④

①　暗茶褐色土
②　淡黒灰色土
③　黒灰色土
④　暗褐色土
⑤　暗灰茶色土（ロームブロック混
じり）

⑥　暗灰色土
⑦　暗灰茶色土（ロームブロック混
じり）

⑧　暗灰色土

第179図　３区SD14、SK24・25

― 141 ―

CW6_TY091_P133_D04-07_第１分冊.indd   141 2015/03/06   14:55:43



である。確認面上の標高は30.3～30.5
ｍ、３区SD14内に位置する。北東側
には３区SK25が隣接する。
　形状　平面形態は上縁部、底面とも
に隅丸長方形を呈する。主軸方位はＮ
‐40°‐Ｅである。規模は上面で長軸190
㎝、短軸98～106㎝、底面は長軸94㎝、
短軸53㎝、確認面からの深さは60㎝を
測る。断面の形状は逆台形を呈し、底
面は平坦である
　埋土　上層は黒灰色系土、下層は暗
灰茶色土が堆積し、自然埋没したと考
えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時
期比定は困難であるが、３区SK25と
の関係から、本遺構の時期は弥生時代
中期初頭頃と考えられる。

　SK25（第182・183図）
　位置　３区西寄り、Ｉ‐12グリッドより検出
された土壙である。確認面上の標高は29.8～
29.9ｍ、３区SD14内に位置する。南西側には３
区SK24が隣接する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形
を呈する。主軸方位はＮ‐39°‐Ｅである。規模
は上面で長軸155㎝、短軸100～103㎝、底面は
長軸71㎝、短軸74㎝、確認面からの深さは40～
45㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面
は平坦である。中央やや北東寄りでは底面から
少し浮いた状態で、長さ12㎝、幅９㎝、厚さ５
㎝の石が検出された。本遺構の西側の３区
SD14の上縁部付近には石列（石列２）があり、
その一部が転落したものと考えられる。
　埋土　上層は黒色土、下層は黒褐色系土を主
体とし、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物のうち２点を図示した。
　１、２は弥生土器で、１は甕、２は蓋である。
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第182図　３区SK25

― 142 ―

CW6_TY091_P133_D04-07_第１分冊.indd   142 2015/03/06   14:55:43



１は口縁端部が逆Ｌ字形を呈し、頸部には
刻目を施した１条の貼付突帯が巡る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥
生時代中期初頭と考えられる。

　SD15（第184・185図）
　位置　３区中央、Ｉ‐13グリッドより検出
された溝状土壙である。確認面上の標高は
29.7～30.2ｍ、北向きの緩斜面に位置する。
西 側2.5ｍ に ３ 区SD14、 北 側 ２ ｍ に ３ 区
SD19がある。
　形状　南西‐北東方向に直線的にのび、主
軸方位は傾斜面の等高線と平行するＮ‐54°‐
Ｅである。検出した長さは406㎝、最大幅は
上端で167㎝、底面で105㎝、確認面からの
深さは10～30㎝を測る。断面の形状は逆台形状を呈し、底面は平坦である。
　南西側には土壙３区SK29がある。
　埋土　暗灰色土、灰褐色系土、茶灰色系土を主体とし、壁際から傾斜堆積していることから、自然
埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物は細片で、突帯文土器を含む。
　１は弥生土器壺の肩部で、刺突文と円形浮文が巡る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期初頭と考えられる。

　SK29（第184図）
　位置　３区西寄り、Ｉ‐13グリッドより検出された土壙である。確認面上の標高は29.9～30.1ｍ、３
区SD15内に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を呈する。主軸方位はＮ‐55°‐Ｅである。規模は上面
で長軸150㎝、短軸67～94㎝、底面は長軸57㎝、短軸26㎝、確認面からの深さは40㎝を測る。断面の
形状はＵ字状を呈する。
　埋土　暗灰茶色土と暗灰色系土を主体とし、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、３区SD15との関係から、本遺構の時期は弥生時
代前期末～中期初頭頃と考えられる。

　SD16（第186・187図）
　位置　３区中央、Ｈ‐13・14グリッドにまたがって検出された溝状土壙である。確認面上の標高は
27.3～28.6ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。北東側は３区SD17に切られており、南西側3.5ｍに３区
SD19がある。
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第183図　３区SK25出土遺物
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　形状　南西‐北東方向
に直線的にのび、主軸
方位は傾斜面の等高線
と平行するＮ‐48°‐Ｅで
ある。検出した長さは
954㎝、最大幅は上端で
158㎝、底面で100㎝、
確認面からの深さは40
～60㎝を測る。断面の
形状はＵ字状を呈し、
底面は平坦である。
　南西端には３区SK44、
中央やや南西寄りには
３区SK45、中央やや北
東寄りには３区SK36の
３基の土壙が３～４ｍ
間隔で掘り込まれてい
る。
　埋土　暗灰茶色土、
暗灰色土、灰褐色土を
主体とし、概ね下層よ
り順次水平堆積してい
ることから、自然埋没
したと考えられる。
　遺物　出土遺物はほ
とんどが細片で、土器
と石器５点を図示した。
また、突帯文系土器を
含んでいた。
　１～３は弥生土器で
ある。１、２は壺で、
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り）
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第184図　３区SD15、SK29
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１は肩部、２は底部である。３は甕で、
口縁端部には刻み目が施され、頸部には
３条のヘラ描沈線が巡る。
　４、５はいずれも黒曜石製の石器であ
る。４は石鏃で、左右の基部が欠損する。
５は石錐か。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は
弥生時代前期末～中期中葉と考えられる。

①　暗灰茶色土
②　淡黒灰色土（暗褐色粘土ブロックが僅
かに混じる）

③　暗灰色土（ローム粒が僅かに混じる）
④　暗灰色土
⑤　灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
⑥　灰褐色土（ローム粒が多く混じる）
⑦　暗灰茶色土（暗褐色粘土ブロック混じ
り）

⑧　灰褐色土
⑨　暗茶灰色土
⑩　暗灰色土
⑪　暗灰褐色土
⑫　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
⑬　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
⑭　灰褐色土
⑮　灰褐色土（ローム粒混じり）
⑯　灰褐色土（ローム粒、暗褐色粘土ブ
ロック混じり）

⑰　黄褐色土（ローム集積層）
⑱　暗灰色土（ローム小ブロック混じり）
⑲　茶灰色土（直径１㎜以下の白色砂粒混
じり）

⑳　灰褐色土（ローム粒混じり）
㉑　暗灰色土（ローム粒混じり）
㉒　暗灰色土（ローム小ブロックが多く混
じる）
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第186図　３区SD16・17
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第187図　３区SD16出土遺物
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　SK36（第188図）
　位置　３区中央、Ｈ‐14グリッ
ドより検出された土壙である。
確認面上の標高は27.7ｍ、３区
SD16内に位置する。南西側３
ｍに３区SK45がある。
　形状　平面形態は上縁部、底
面ともに楕円形を呈する。主軸
方位はＮ‐44°‐Ｅである。規模
は上面で長軸117㎝、短軸75㎝、
底面は長軸85㎝、短軸48㎝、確
認面からの深さは25㎝を測る。
断面の形状はＵ字状を呈する。
　埋土　暗灰色土を主体とする
が、暗灰色土はローム粒の包含
の有無により、さらに上下２層
に細分される。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していない
ため時期比定は困難であるが、
３区SD16、３区SK44、３区SK45との関係から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期中葉と考えら
れる。

　SK44（第189図）
　位置　３区中央、Ｈ‐13・14グリッドにまたがって検出された土壙である。確認面上の標高は28.2
～28.6ｍ、３区SD16内に位置する。北東側４ｍに３区SK45がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形状を呈する。主軸方位はＮ‐41°‐Ｅである。規模
は上面で長軸213㎝、短軸77～86㎝、底面は長軸149㎝、短軸52～73㎝、確認面からの深さは70㎝を測
る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は南西から北東へ緩やかに傾斜している。中央やや北東寄りの
底面直上から弥生土器壺（１）が出土した。また、北側隅と北西側縁では石が検出された。本遺構の
北西側の３区SD16の上縁部付近には石列（石列11）があり、その一部が転落したものと考えられる。
　遺物　出土遺物のうち１点を図示した。
　１は弥生土器甕で、口縁端部の外反は小さく、内外面ともミガキ調整が施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期初頭と考えられる。

①　暗灰色土（ローム粒混じり）
②　暗灰色土

（S＝１：30）0 1m

B′ B′

B

A′
H＝28.0m

SD16
SK36

A

A′A

B
H
＝
28
.0
m

SD36

①

②

①
②

第188図　３区SK36
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　SK45（第190・191図）
　位置　３区中央、Ｈ‐14グリッド
より検出された土壙である。確認面
上の標高は27.8～28.1ｍ、３区SD16
内に位置する。北東側３ｍに３区
SK36、南西側４ｍに３区SK44があ
る。
　形状　平面形態は上縁部、底面と
もに長楕円形を呈する。主軸方位は
Ｎ‐52°‐Ｅである。規模は上面で長
軸220㎝、短軸113～119㎝、底面は
長軸161㎝、短軸57～71㎝、確認面
からの深さは８～50㎝を測る。断面
の形状は逆台形を呈し、底面は平坦
である。中層から下層にかけて長さ
18㎝の石が検出された。本遺構の南
西側の３区SD16の上縁部付近には
石列（石列11）があり、その一部が
転落したものと考えられる。概ね下
層より順次水平堆積していることか
ら、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土土器はほとんどが細片
である。石器２点を図示した。
　１、２はいずれも黒曜石製の石器
である。１は凹基式の石鏃で、先端
部と基部左側が欠損する。２はスクレイパーである。
　時期　出土した微細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期初頭と考えられる。

　SD17（第186図）
　位置　３区中央、Ｈ‐14グリッドより検出された土壙である。南北方向に２基の土壙が連続するが、
先後関係は明らかにはできなかった。確認面上の標高は27.2～27.6ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。
　形状　検出時は１つの土壙として認識していたが、調査の結果、南北方向に２基の土壙が連続する
ことが明らかとなった。
　南側の土壙は、平面形態が隅丸三角形状を呈し、規模は長軸248㎝、短軸220㎝、検出面からの深さ
46㎝を測る。一方、北側の土壙は平面形態が楕円形を呈し、規模は長軸201㎝、短軸160㎝、確認面か
らの深さ39㎝を測る。断面の形状はいずれも逆台形を呈し、底面は平坦である。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、３区SD16との切合関係から、本遺構の時期は弥
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生時代中期初頭～中期中葉と考えら
れる。

　SD18（第192・193図）
　位置　３区中央、Ｈ‐14グリッド
より検出された溝状土壙で、北側は
３区SD16に切られている。確認面
上の標高は28.0～28.6ｍ、北向きの
緩斜面に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面と
もに長楕円形を呈する。主軸方位は
Ｎ‐８°‐Ｅである。規模は上面で長
軸271㎝、短軸128～173㎝、底面は
長軸264㎝、短軸156㎝、確認面から
の深さは10～45㎝を測る。壁は傾斜
して立ち上がり、断面の形状は逆台
形を呈する。底面は平坦で、水平で
ある。
　埋土　黒色土と黒褐色土を主体と
し、壁際から傾斜堆積していること
から、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物のうち３点を図示
した。
　１～３は弥生土器である。１は甕
の口縁部で、内外面ともミガキ調整
が施されている。２は底部で、胎土
に粗い砂粒が混じる。３は蓋である。

（S＝１：30）0 1m
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第191図　３区SK45出土遺物

― 148 ―

CW6_TY091_P133_D04-07_第１分冊.indd   148 2015/03/06   14:55:45



　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥
生時代前期末と考えられる。

　SD19（第194・195図）
　位置　３区中央、Ｈ・Ｉ‐13グリッドにま
たがって検出された溝状土壙である。確認
面上の標高は28.7～29.1ｍ、北向きの緩斜面
に位置する。南側１ｍに３区SD15、北東側
3.5ｍに３区SD16がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長
方形を呈する。主軸方位はＮ‐42°‐Ｅである。
規模は上面で長軸450㎝、短軸183～190㎝、
底面は長軸377㎝、短軸121～130㎝、確認面
からの深さは105㎝を測る。壁は傾斜して立
ち上がり、断面の形状は逆台形を呈する。
底面は平坦で、水平である。中央から南西
側にかけての上位から礫が多量に検出され
た。本遺構の南西側には石列９があり、そ
の一部が転落したものと考えられる。

　埋土　暗灰色系土を主体とし、概ね下層より順次水平堆積していることから、自然埋没したと考え
られる。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち２点を図示した。
　１は弥生土器甕で、口縁端部には刻み目が施され、頸部には１条以上のヘラ描沈線が巡る。２は上
端部と下端部が欠損するが、安山岩製の石剣か。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末～中期中葉と考えられる。
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0 1m（S＝１：30）
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①　淡黒褐色土
②　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
③　暗灰色土
④　暗灰褐色土
⑤　灰褐色土（ローム粒混じり）
⑥　黒褐色土
⑦　暗褐色土
⑧　褐色土
⑨　暗灰色土（ローム粒混じり）
⑩　暗灰色土（ローム小ブロック混じり）
⑪　暗灰色土（ロームブロックが多く混じる）
⑫　暗灰色土（ローム粒混じり）

第194図　３区SD19
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　SD20（第196・197図）
　位置　３区中央、Ｈ‐13グリッドより検出された溝状土壙で
ある。確認面上の標高は28.0～28.3ｍ、北東向きの緩斜面に位
置する。南東側1.5ｍに３区SD16、南西側４ｍに３区SD19が
ある。　
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長楕円形を呈する。
主軸方位はＮ‐34°‐Ｅである。規模は上面で長軸284㎝、短軸
98～164㎝、底面は長軸200㎝、短軸70㎝、確認面からの深さ
は89㎝を測る。壁は傾斜して立ち上がり、断面の形状は逆台
形を呈する。底面は平坦で、水平である。
　本遺構内には土壙３
区SK62がある。
　遺物　出土遺物はほ
とんどが細片で、この
うち２点を図示した。
　１、２は弥生土器で、
１は甕の口縁部、２は
底部である。
　時期　出 土 遺 物 か
ら、本遺構の時期は弥
生時代前期末～中期初
頭と考えられる。

　SK62（第196図）
　位置　３区中央、Ｈ
‐13グリッドより検出
された土壙である。確
認面上の標高は28.0～
28.3ｍ、３区SD20内に
位置する。
　形状　平面形態は上
縁部、底面ともに長楕
円形を呈する。主軸方
位はＮ‐34°‐Ｅである。
規模は上面で長軸281
㎝、短軸95～156㎝、
底面は長軸101㎝、短
軸75㎝、確認面からの

0 10㎝（S＝１：４）
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第195図　３区SD19出土遺物
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じる）

④　暗灰色土（暗褐色粘土ブロックが
僅かに混じる）

⑤　灰褐色土（暗褐色粘土ブロック混
じり）

⑥　暗灰色土（暗褐色粘土ブロックが
僅かに混じる）

⑦　暗灰褐色土（ローム粒混じり）
⑧　暗灰色土（ロームブロックが多く
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第196図　３区SD20、SK62
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深さは54㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底
面は平坦である。上層から長さ35㎝と29㎝の石が検
出された。本遺構の西側には石列（石列６）があり、
その一部が転落したものと考えられる。
　埋土　暗灰色系土と灰褐色土を主体とする。また、
①～④層は⑤～⑦層を二次的に掘り込んだ後、自然堆積したと考えられる。
　遺物　出土遺物は弥生土器甕の細片１点があるが、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、３区SD20との関係から、本遺構の時期は弥生時
代前期末～中期初頭頃と考えられる。

　SK37（第198図）
　位置　３区西寄り、Ｉ‐11・12グリッドにまたがって検
出された土壙である。確認面上の標高は30.7～31.1ｍ、北
東向きの緩斜面に位置する。北側には３区SD12があり、
本遺構が埋没した後に３区SK22が掘り込まれている。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を呈するが、
北東側は３区SK22により改変を受けている。規模は上面
で長軸163㎝、短軸140㎝、底面は長軸118㎝、短軸109㎝、
確認面からの深さは95㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈
し、底面は平坦である。
　埋土　本遺構の埋没後に３区SK22が掘り込まれている
ために、最下層の１層を確認したのみである。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難である
が、３区SK22との切合関係から、本遺構の時期は弥生時
代中期初頭以前と考えられる。

　SK42（第199図）
　位置　３区西寄り、Ｉ‐11グリッドより検出された土壙である。確認面上の標高は31.3～31.4ｍ、北
東向きの緩斜面に位置する。北東側1.5ｍに３区SK37がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに不整な長楕円形を呈する。主軸方位はＮ‐３°‐Ｅである。規
模は上面で長軸117㎝、短軸50～55㎝、底面は長軸100㎝、短軸35～55㎝、確認面からの深さは60㎝を
測る。東側の壁は傾斜して立ち上がるが、西側の壁は内傾している。中央北寄りの上層から完形の弥
生土器壺（１）が出土した。
　埋土　黒色土と黒褐色系土を主体とし、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物のうち１点を図示した。１は弥生土器甕で、外面にはミガキ調整が施され、肩部と
胴部最大径の部分には刺突文が施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代中期初頭と考えられる。
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第197図　３区SD20出土遺物
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（３）６　　区
　SD19（第200図）
　位置　６区東寄り、Ｉ‐10グリッド
より検出された弧状溝である。確認面
上の標高は33.6～33.9ｍ、南東向きの
緩斜面に位置する。南側には６区
SD20が隣接し、北西側2.5ｍに６区
SD36がある。
　形状　南北方向に弧状に延びる。検
出した長さは270㎝、最大幅は上端で
52㎝、底面で37㎝、確認面からの深さ
は25㎝を測る。断面の形状はＵ字状を
呈し、底面は平坦である。さらに北側
には長さ178㎝、上端幅37㎝、底面幅
９㎝、深さ23㎝の弧状溝があり、西側
の壁の一部が抉り込み状となっている。
　埋土　上層は黒灰褐色土、下層は黒
灰色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時
期比定は困難であるが、６区SD24と
の類似から、本遺構の時期は弥生時代
中期初頭頃と推定した。

　SD20（第200図）
　位置　６区東寄り、Ｉ‐10グリッドより検出された弧状溝である。確認面上の標高は33.4～33.6ｍ、
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第199図　３区SK42

SD19

A′
A

A′
A

B′

B

H
＝
34
.2
m

B′
B

H
＝
34
.8
m

0 1m（S＝１：40）

① ②

① ②

③
④

SD20

　　ＳＤ19土層注記 
①　黒灰褐色土（褐色ブロッ

ク混じり）
②　黒灰色土（褐色ブロック

混じり）
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第200図　６区SD19・20
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南東向きの緩斜面に位置する。北側には６区SD19が隣接する。
　形状　南西‐北東方向に弧状に延びる。検出した長さは255㎝、最大幅は上端で39㎝、底面で33㎝、
確認面からの深さは28㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈するが、北西側の壁の一部が抉り込み状と
なっている。
　埋土　黒色土と黒灰褐色系土が主体に堆積し、中層には褐色ブロックが混じっている。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SD24との類似から、本遺構の時期は弥生時
代中期初頭頃と推定した。

　SD21（第201図）
　位置　６区東寄り、Ｊ‐10グリッドより検出された弧状溝である。確認面上の標高は33.9～34.3ｍ、
南東向きの緩斜面に位置する。南側1.5ｍに６区SD22がある。
　形状　南西‐北東方向に弧状に延びる。検出した長さは229㎝、最大幅は上端で48㎝、底面で28㎝、
確認面からの深さは14㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈するが、北西側と北東端の壁の一部が抉り
込み状となっている。
　埋土　上層は淡黒灰色土、下層は黒灰色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SD24との類似から、本遺構の時
期は弥生時代中期頭頃と推定した。

　SD22（第202図）
　位置　６区東寄り、Ｊ‐10グリッドより検出された弧状溝である。確認面上の標高は34.0～34.2ｍ、
南東向きの緩斜面に位置する。南側には６区SD35が隣接し、北側1.5ｍに６区SD21がある。また、本
遺構の埋没後、６区SK53と６区SK55が掘り込まれている。
　形状　南西‐北東方向に弧状に延びる。検出した長さは375㎝以上、最大幅は上端で100㎝、底面で
62㎝、確認面からの深さは38㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　黒色土と暗灰色系土が主体に堆積し、中層から下層にかけてはローム粒が混じっている。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SD24との類似から、本遺構の時
期は弥生時代中期初頭頃と推定した。
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①　淡黒灰色土
②　黒灰色土

第201図　６区SD21
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　SD24（第203・204図）
　位置　６区東寄り、Ｉ・Ｊ‐10グリッドにまたがって検出された弧状溝である。確認面上の標高は
32.0～32.2ｍ、東向きの緩斜面に位置する。西側10.5ｍに６区SD21がある。
　形状　南北方向に弧状に延びる。検出した長さは610㎝、最大幅は上端で96㎝、底面で35㎝、確認
面からの深さは39㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　灰褐色系土と黒灰色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片であるが、壺１点が出土した。
　１は弥生土器壺の口縁部である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代中期初頭頃と判断した。
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　　SD22土層注記
①　黒色土
②　淡黒灰色土（ローム粒が多く混じる）
③　暗灰色土（ローム粒が多く混じる）
④　黒色土（ローム小ブロック混じり）

　　SD35土層注記
①　黒色土

第202図　６区SD22・35
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　SD25（第205図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐８・９、Ｊ‐８グリッドにまたがっ
て検出された弧状溝である。確認面上の標高は36.3～36.7ｍ、
南東向きの緩斜面に位置する。６区SD31、６区SK33に切られ
ており、南東側２ｍに６区SD26、東側5.5ｍに６区SD36がある。
　形状　南から東へ弧状に延びる。検出した長さは1120㎝、最大幅は上端で93㎝、底面で51㎝、確認
面からの深さは53㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　暗褐色系土、黄褐色系土、黒色系土が主体に堆積する。　　　
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SD24との類似から、本遺構の時
期は弥生時代中期初頭頃と推定した。

　SD26（第205図）
　位置　６区東寄り、Ｉ‐９グリッドより検出された弧状溝である。確認面上の標高は35.9～36.6ｍ、
南東向きの緩斜面に位置する。本遺構の埋没後、６区SK16が掘り込まれており、北西側２ｍに６区
SD25、西側1.5ｍに６区SD31がある。
　形状　南から東へ弧状に延びる。検出した長さは770㎝で、さらに南西側には弧状溝が掘り込まれ
ている。南西側の弧状溝は、検出した長さ406㎝、最大幅は上縁で150㎝、底面で73㎝、深さ120㎝を
測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。一方、東側の弧状溝は、検出した長さ381㎝、
最大幅は上端で97㎝、底面で51㎝、確認面からの深さは39㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底
面は平坦である。
　埋土　東側の弧状溝は、西側では上層から黒色土、黄褐色土、黒褐色土、黄褐色土が互層状に堆積
し、東側では上層は黒色土、下層は黒褐色土が堆積する。
　遺物　出土遺物は細片１点であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SD24との類似から、本遺構の時期は弥生時
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第203図　６区SD24

第204図　６区SD24出土遺物
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代中期初頭頃と推定した。

　SD27（第206図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐９グリッドより検出された弧状溝である。確認面上の標高は34.2～34.4ｍ、
南向きの緩斜面に位置する。東側６ｍに６区SD22、北西側4.5ｍに６区SD26がある。
　形状　北西‐南東方向に弧状に延びる。検出した長さは297㎝、最大幅は上端で109㎝、底面で77㎝、
確認面からの深さは105㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　上層は黒褐色系土、下層は暗褐色土が主体に堆積し、下層より順次水平堆積していることか
ら、自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SD24との類似から、本遺構の時
期は弥生時代中期初頭頃と推定した。

　SD31（第205図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐８グリッドより検出された弧状溝である。確認面上の標高は36.6～36.7ｍ、
南向きの緩斜面に位置する。６区SD25を切っているが、６区SK33と６区SK34に切られており、北東
側1.5ｍに６区SD29がある。
　形状　南西‐北東方向に弧状に延びる。検出した長さは570㎝、最大幅は上端で171㎝、底面で105㎝、
確認面からの深さは13～54㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。

0 1m（S＝１：40）

A′A

A′

SS14

SD27 SS
14

B′
B

A

H＝34.4m

B
B′

H
＝
35
.1
m

①　黒灰褐色土（褐色ブロック混じり）
②　黒色土（褐色ブロック混じり）
③　黒褐色土（褐色ブロック混じり）
④　暗褐色土（黒色土が多く混じる）
⑤　暗褐色土

①

②

③
④

⑤
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　埋土　淡褐灰色系土と黒色系土を主体とし、①層は②～⑥層を二次的に掘り込んだ後、自然堆積し
たと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、本遺構の時期は弥生時代中期初頭以降
と判断した。

　SD35（第202図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐10グリッドより検出された弧状溝である。確認面上の標高は33.9～34.0ｍ、
南東向きの緩斜面に位置する。北側には６区SD22が隣接する。
　形状　東西方向に弧状に延びる。検出した長さは392㎝、最大幅は上端で47㎝、底面で27㎝、確認
面からの深さは13㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　黒色土の単層である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SD24との類似から、本遺構の時
期は弥生時代中期初頭頃と推定した。

　SD36（第207図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐10グリッドより検出された弧状溝である。確認面上の標高は34.7～34.9ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。南東側2.5ｍに６区SD19、西側5.5ｍに６区SD25がある。
　形状　南西‐北東方向に弧状に延びる。検出した長さは405㎝、最大幅は上端で52㎝、底面で30㎝、
確認面からの深さは10㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　上層は黒褐色土、下層は黄褐色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　時期比定は困難であるが、６区SD24との類似から本遺構の時期は弥生時代中期初頭と推定
した。

　SI26（第208図）
　位置　Ｉ‐10グリッド、南北方向に張り出した尾根東側麓部緩斜面に検出された。６区SD19を切る。
確認面上の標高は34.2ｍを測る。
　形状　斜面下方が削平
されており、遺存状態は
悪い。平面形は隅丸長方
形が推測される。斜面上
方を主軸と考えた場合の
主軸方位はＮ‐62°‐Ｗであ
る。規模は長軸長3.3ｍ以
上、短軸長0.8ｍ以上、確
認面からの深さは最大で
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25㎝を測る。壁
面は開きながら
立ち上がり、床
面積は1.3㎡を測
る。床面は平坦
で、下層に６区
SD19が構築され
る部分には貼床
が構築される。
本址に伴うピットは検出されなかった。壁溝は斜面下方をのぞいてコの字状に巡る。幅20～40㎝、深
さ５㎝を測り、断面の形状は浅いＵ字形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　黒色土を主体とし、下層より順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考えられ
る。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期・性格　本址は竪穴建物として調査を行ったが、その根拠に乏しい。埋土の状況を観察すると
周辺の ｢弧状溝｣ の埋土に近似している。また、当該期の竪穴建物は周辺域では検出されていないこ
とから、弥生時代前期～中期の「弧状溝」である可能性が高い。

0 1m（S＝１：40）
SD19

H
＝
34
.4
m A

A′ A′

①
②

A

①　黒灰褐色土
②　黒色土
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①　黒灰色土
②　黒色土
③　黒褐色土（褐色粒混じり）
④　黒色土（褐色ブロック混じり）
⑤　暗灰色土（褐色ブロック混じり）
⑥　暗灰褐色土（褐色小ブロック混じり）

　　SD33　土層注記 
①　灰褐色土（ロームブロック混じり）

第209図　６区SK36‐２
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　SK36‐2（第209・210図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ・Ｊ‐10グリッドにまたがって検出された土壙である。確認面上の標高は
33.2～34.1ｍ、東向きの緩斜面に位置する。南西側４ｍに６区SK32がある。
　形状　平面形態は上縁部が長楕円形、底面は杓子状を呈する。主軸方位はＮ‐46°‐Ｗである。規模
は上面で長軸281㎝、短軸201㎝、底面は長軸171㎝、短軸49～113㎝、確認面からの深さは66㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、北西側には二段、東側には一段の段差がある。中央の底面から少し浮い
た位置で、弥生土器壺（１～４）が出土し、その北側と南側では石が検出された。
　埋土　黒色系土を主体とし、底面の壁際には暗灰色系土が堆積する。
　遺物　出土遺物のうち４点を図示した。
　１～４は弥生土器で、１～３は壺である。１は口縁端部に刻み目が施され、頸部には11条のヘラ描

0 10㎝（S＝１：４）

1

2

3

4

第210図　６区SK36‐２出土遺物
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沈線が巡り、さらに沈線の下には刺突文が施されている。２は口縁端部に刻み目が施され、頸部には
14条、胴部には13条の櫛描沈線が巡る。頸部の沈線の下と胴部の沈線の上下には刺突文が施されてい
る。３は口縁部が欠損するが、頸部には５条１単位の櫛描沈線が巡る。沈線の下には刺突文が２段施
されている。４は底部である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代中期初頭と考えられる。

４．段状遺構
　SS34（第224・225図）
　位置　６区Ｉ‐８～９グリッド、南北方向に張り出した尾根麓部緩斜面に検出された段状遺構であ
る（第224図）。南西に隣接して６区SS35が存在する。確認面上の標高は38.1ｍを測る。
　形状　６区SD28・30等の遺構に切られ遺存状態は悪い。尾根頂部の斜面をL字状にカットして平坦
面を造成している。平面形は円弧状、これにより尾根頂部は等高線に対し凹んだ形状を呈している。
傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ‐44°‐Ｗである。規模は長軸長6.0
ｍ、短軸長1.3ｍ、確認面からの深さは40㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がり、二段程の
段差を持つ。床面については６区SD28・30により失われている。
　本址は位置的に見て、６区SK61に伴う段状遺構の可能性が高い。
　埋土　明褐色土を主体とするが後世の遺構により殆どが失われている。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期　遺物が出土していないので時期比定が困難であるが、位置と形状、６区SK61との関連性か
ら弥生時代前期末～中期初頭頃と考えられる。

　SS35（第224・225図）
　位置　６区Ｉ‐８グリッド、南北方向に張り出した尾根麓部緩斜面に検出された段状遺構である（第
224図）。北東に隣接して６区SS34が存在する。確認面上の標高は37.8ｍを測る。
　形状　６区SD28に切られ遺存状態は悪く、上場のみが遺存する。尾根頂部の斜面をL字状にカット
して平坦面を造成している。平面形は円弧状、これにより尾根頂部は等高線に対し凹んだ形状を呈し
ている。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ‐53°‐Ｗである。規模は
長軸長2.5ｍ、短軸長0.8ｍ、確認面からの深さは100㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がる。
床面については６区SD28により失われている。
　本址は位置的に見て、６区SK66に伴う段状遺構の可能性が高い。
　埋土　明褐色土を主体とするが後世の遺構により殆どが失われている。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期　遺物が出土していないので時期比定が困難であるが、位置と形状、６区SK66との関連性か
ら弥生時代前期末～中期初頭頃と考えられる。
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５．溝状遺構
　SD28（第224・225図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐８グリッドより検出された溝状遺構である。確認面上の標高は36.6～37.3
ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。北東側は６区SD30に切られており、南西側には６区SD29が隣接
する。
　形状　南西‐北東方向に直線的に延び、北東側は６区SD30に切られている。主軸方位は傾斜面の等
高線とほぼ平行するＮ‐55°‐Ｅである。検出した長さは480㎝以上、最大幅は上端で144㎝、底面で74㎝、
確認面からの深さは30㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SD30との切合関係から、本遺構
の時期は弥生時代前期末頃と推定した。

　SD29（第224図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐８グリッドより検出された溝状遺構である。確認面上の標高は37.1～37.4
ｍ、南向きの緩斜面に位置する。北東側には６区SD28が隣接し、南東側1.5ｍに６区SD31がある。
　形状　南西‐北東方向に直線的に延びる。主軸方位は傾斜面の等高線とほぼ平行するＮ‐57°‐Ｅであ
る。検出した長さは318㎝、最大幅は上端で90㎝、底面で44㎝、確認面からの深さは10㎝を測る。断
面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SD28との関連から、本遺構の時
期は弥生時代前期末頃と推定した。

　SD34（第224図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐９グリッドより検出された溝状遺構である。確認面上の標高は36.6～36.7
ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。南西側は６区SD30に切られており、南東側には６区SD25が隣接
する。
　形状　南西‐北東方向に直線的に延び、南西側は６区SD30に切られている。主軸方位は傾斜面の等
高線とほぼ平行するＮ‐55°‐Ｅである。検出した長さは330㎝、最大幅は上端で90㎝、底面で50㎝、確
認面からの深さは15㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SD30との切合関係から、本遺構
の時期は弥生時代前期末頃と推定した。

６．石　　列
（１）３　　区（第211図）
　３区中央、Ｇ‐13、Ｈ‐12～14、Ｉ‐12・13グリッドにかけての南西‐北東長30ｍ、南東‐北西長13ｍ
の範囲で、数基の石列が検出された。確認面上の標高は28.7～31.1ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。
石列を検出した面（４層上面）では、弥生時代前期から中期の遺構は３区SK32を検出したのみであ
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るが、３区SD19内に石列の一部の石が落ち込んでいることと、木棺墓の主軸と平行するものもある
ことから、本来はこれらの遺構は石列を検出した面（４層上面）と同一面から掘り込まれたと考えら
れる。そこで、石列と弥生時代前期から中期の遺構との位置関係をみてみると、まず、石列は断続的
にコの字状に配された溝状土壙によって囲堯された区画内にその分布がおさまる。また、石列１、石
列２、石列３は南西‐北東長5.0ｍ、北西‐南東長5.3ｍ以上のコの字状に配されており、墳丘盛土は確
認できなかったが、何らかの区画を示す可能性がある。
　次に個々の石列と弥生時代前期から中期の遺構との位置関係をみてみると、石列２は３区SD14の
北西側の肩に沿うように南西‐北東方向にのびており、その延長上には石列４がある。３区SD14は北
東側が削平されているが、その関係が窺える。石列６は３区SD20の西側の肩、石列８は３区SD11の
南東側の肩、石列９は３区SD19の南西側の肩、石列10は３区SK29の北西側の肩、石列11は３区SK44
の北西側の肩に位置しており、各々その関係が窺える。
　石列そのものに伴う遺物は検出されなかった。
　石列の時期は、木棺墓や溝状土壙との位置関係から弥生時代前期末～中期初頭と考えられる。
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第211図　３区石列分布図
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　石列１（第212図）
　位置　３区中央やや西寄り、Ｉ‐12グ
リッドより検出された石列である。確認
面上の標高は30.9～31.1ｍ、北東向きの
緩斜面に位置する。
　形状　21～34㎝大の礫が南東‐北西方
向に直線的に６石並び、検出した長さは
276㎝を測る。主軸方位は傾斜面の等高
線に斜交するＮ‐48°‐Ｗで、石列３に平
行し、石列２に直交する。なお、石列１
と石列３との距離は5.0ｍを測る。

　石列２（第213図）
　位置　３区中央やや西寄り、Ｉ‐
12グリッドより検出された石列であ
る。確認面上の標高は30.5～30.7ｍ、
北東向きの緩斜面に位置する。
　形状　22～48㎝大の礫が南西‐北
東方向に直線的に４石並び、検出し
た長さは226㎝を測る。主軸方位は
傾斜面の等高線に直交するＮ‐42°‐
Ｅで、石列１、石列３と直交する。
また、３区SD14の北西側の肩から
１ｍ離れた位置にあり、３区SD14
の北西側の肩に沿うようにのびてい
ることから、その関係が窺える。

　石列３（第214図）
　位置　３区中央やや西寄り、Ｉ‐
12グリッドより検出された石列であ
る。確認面上の標高は30.4～30.6ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。
　形状　28～52㎝大の礫が南東‐北西方向に直線的に６石並び、検出した長さは338㎝を測る。主軸方
位は傾斜面の等高線にほぼ平行するＮ‐48°‐Ｗで、石列１に平行し、石列２に直交する。

　石列４（第215図）
　位置　３区中央、Ｉ‐12グリッドより検出された石列である。確認面上の標高は30.0～30.3ｍ、北東
向きの緩斜面に位置する。
　形状　13～48㎝大の礫が南西‐北東方向に直線的に10石並び、検出した長さは211㎝を測る。主軸方
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位は傾斜面の等高線に直交す
るＮ‐43°‐Ｅで、石列２の北
東側2.5ｍの延長上にあり、
３区SD14の北東側は削平さ
れているが、３区SD14の北
西側の肩の延長上に位置して
いることからも、石列２とと
もに３区SD14との関係が窺
える。

　石列５（第216図）
　位置　３区中央、Ｉ‐12・
13グリッドにまたがって検出
された石列である。確認面上
の標高は29.6～30.1ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。
　形状　12～43㎝大の礫が南西‐北東方向に直線的に12石
並び、検出した長さは360㎝を測る。
　主軸方位は傾斜面の等高線に直交するＮ‐40°‐Ｅである。

　石列６（第217図）
　位置　３区中央、Ｈ‐13グリッドより検出された石列で
ある。確認面上の標高は28.8～29.1ｍ、北東向きの緩斜面
に位置する。
　形状　13～50㎝大の礫が南西‐北東方向に12石並び、検
出した長さは219㎝を測る。主軸方位は傾斜面の等高線に
直交するＮ‐43°‐Ｅである。３区SD20の西側の肩に位置し
ており、その関係が窺える。

　石列７（第218図）
　位置　３区中央、Ｈ‐13グリッドより検出された石列で
ある。確認面上の標高は28.8～29.1ｍ、北東向きの緩斜面
に位置する。
　形状　20～82㎝大の礫が南西‐北東方向に直線的に４石
並び、検出した長さは166㎝を測る。主軸方位は傾斜面の
等高線に直交するＮ‐39°‐Ｅである。
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　石列８（第219図）
　位置　３区中央、Ｈ‐12グリッドより検出された石列である。確認面上の標高は28.9～29.3ｍ、北東
向きの緩斜面に位置する。
　形状　11～46㎝大の礫が南西‐北東方向に20石並び、検出した長さは280㎝を測る。主軸方位は傾斜
面の等高線に斜交するＮ‐55°‐Ｅである。３区SD11の南東側の肩に位置しており、その関係が窺える。

　石列９（第220図）
　位置　３区中央、Ｉ‐13グリッドより検出された石列である。確認面上の標高は29.0～29.2ｍ、北東
向きの緩斜面に位置する。
　形状　19～58㎝大の礫が東から北へくの字状に９石並び、検出した長さは248㎝を測る。３区SD19
の南西側の肩に位置しており、その関係が窺える。

　石列10（第221図）
　位置　３区中央、Ｉ‐13グリッドより検出された石列である。
確認面上の標高は29.9～30.1ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。
　形状　10～47㎝大の礫が南東‐北西方向に直線的に７石並び、
検出した長さは125㎝を測る。主軸方位は傾斜面の等高線に平
行するＮ‐59°‐Ｗである。３区SK29の北西側の肩に位置してお
り、その関係が窺える。
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　石列11（第222図）
　位置　３区中央、Ｈ‐13・
14グリッドより検出された石
列である。確認面上の標高は
28.2～28.5ｍ、北東向きの緩
斜面に位置する。
　形状　17～40㎝大の礫が南
北方向に直線的に10石並び、
検出した長さは180㎝を測る。
主軸方位は傾斜面の等高線に
直交するＮ‐28°‐Ｅである。
３区SK44の北西側の肩に位
置しており、その関係が窺える。

（２）６　　区
　SD18（第223～226図）
　位置　Ｉ～Ｊ‐８～９グリッド、南北方向に張り出した尾根麓部緩斜面の６区SS34・35による平坦
面上に検出された配石群である（第223図）。下層の木棺墓群の上に構築されている。確認面上の標高
は37.1～37.6ｍを測り、斜面下方の６区SI27とは2.4～3.9ｍの比高差がある。
　形状　本遺構は、プラン検出の段階では石組を伴う溝状遺構として調査を進めたが、遺構としての
掘り込みを持たないこと、下層の墓群とは基本的には間層（第225図⑦～⑫層）を挟んでいるが、土
壙墓内に切石が落ち込んでいるものがあること（第225図　Ａ‐Ａ′）、下層の木棺墓や弧状溝を区画し
ている石組が見られることなどから、墓群の封土上に据えられた配石と判断した。使用石材はすべて
凝灰角礫岩製で、同一の母岩から一辺20～60㎝の方形に粗く割り出した切石を使用している。面上に
被熱痕などは認められない。
　配置状況については、封土の落ち込みや、後世の攪乱などで乱れてはいるが、元位置を保っている
と考えられるものもある。このうち、６区SK33の南‐西肩部では、墓壙の外周に方形の切石が円弧状
に配されている。面は外周を整えて据えられており、内周側は凹凸がある。断面観察によれば、墓壙
上の埋土（第225図　②～⑤層）の上に据えられていることから、木棺墓の封土外周に配石されてい
たものと考えられる。このような配置状況は６区SK34・６区SS39においても同様で、北側に円弧状
に配されている。
　以上のことから、本遺構は木棺墓・土坑墓に伴う配石群と考えられる。
　なお、Ｇ‐Ｇ′ラインでは木棺墓に伴わない列状配置が認められたが、これより斜面下方には配石墓
が検出されなかったこと、長軸方位がＮ‐25°‐Ｗで等高線にほぼ並行することなどから配石墓群を区
画する石列のような性格が想定できよう。
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SD30

SD28

SD25

SD30

①　暗灰黄褐色土。
②　明褐色土。
③　暗褐色土。
④　黒色土。褐色土含有。
⑤　黒灰褐色土。褐色ブロック多
量含有。

⑥　褐色土。
⑦　暗褐色土。
⑧　暗灰黄褐色土。
⑨　明褐色土。黒色土含有。
⑩　暗灰黄褐色土。黄褐色ブロッ
ク多量含有。

⑪　黒褐色土。
⑫　淡黄褐色土。ロームブロック
含有。

⑬　明褐色土。黒褐色土含有。
⑭　明褐色土。
⑮　やや暗い明褐色土。
⑯　暗褐色土。
⑰　暗明黄褐色土。
⑱　黒褐色土。
⑲　黄褐色土。
⑳　黒色土。暗褐色土含有。
㉑　暗明黄褐色土。
㉒　褐色土。
㉓　極暗褐色土。
㉔　明褐色土。黒色土含有。
㉕　褐色土。
㉖　明褐色土。
㉗　暗灰黄褐色土。
㉘　灰黄褐色土。
㉙　明灰褐色土。
㉚　黒褐色土。
㉛　極暗黒褐色土。
　暗黒灰褐色土。
　暗黒灰褐色土。炭化物含有。
　明褐色土。

　暗黒褐色土。
　明黄褐色土。黒色土少量含
有。

　暗褐色土。
　暗黒褐色土。黒色土含有。
　明褐色土。
　暗褐色土。褐色ブロック多量
含有。

　明褐色土。黒色土少量含有。
　明褐色土。黒色土多量含有。
　暗黄褐色土。黒褐色ブロック
少量含有。

　黒褐色土。暗褐色土・黄褐色
土少量含有。

　黄褐色土。
　黒褐色土。
　明黒褐色土。
　淡黄色土。粘土ブロック含
有。

　暗明褐色土。
　黒色土。褐色土少量含有。
　明褐色土。
　黒色土。褐色土含有。
　暗褐色土。
　黒灰褐色土。褐色ブロック多
量含有。

　黒色土。黄色粒ブロック状に
多量含有。

　黒色土。
　黄褐色土。
　黒色土。黄色粒少量含有。
　黄褐色土。暗褐色土少量含
有。

　黒色土。赤褐色土少量含有。
　黄褐色土。
　黒色土。黄褐色土層状に多量
含有。

　暗黄褐色土。灰黄褐色土多
量・暗褐色土少量含有。

　暗黄褐色土。
　黒褐色土。黄色粒少量含有。
　暗褐色土。
　黄褐色土。地山風化土。
　明黒褐色土。

第225図　６区SD18断面図
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　埋土　摜乱されている部分が多いが、本来的には墓群上層に暗褐色土や暗灰褐色土を盛り、その上
に切石が据えられていたようである。
　遺物　配石群及びその下層の封土とみられる埋土中からの出土遺物については、封土という性格上、
混在も当然想定できるが、下層の土壙墓出土の遺物とは区別するために、ここにまとめて述べること
とする。出土遺物の内７点が図示し得た（第226図）。
　１～６は弥生土器の甕、１は平底に胴部の張りは弱く、口縁は緩やかに外反する。２は口縁部が逆
L字状に屈曲する。３～６は複合口縁を呈し、上下が幅広に拡張するものと、上端が長く垂直気味に
立ち上がるものがある。
　７はデイサイト製の石鍬である。側面に細かい調整が施されている。
　時期　出土遺物には時期幅があり、本遺構の時期を明瞭に示すものではないが、弥生時代前期後半
から使用され始め、弥生時代後期前半までは継続していたと考えられる。

　SI27（第227～229図）
　位置　Ｊ‐９グリッド、南北方向に張り出した尾根麓部緩斜面の調査区南端際に検出された段状遺
構と配石群である（第227図）。下層の木棺墓・土壙墓群の上に構築されている。東側を６区SS14に
切られる。確認面上の標高は35.2～33.2ｍを測り、斜面上方の６区SD18とは2.4～3.9ｍの比高差がある。
　形状　本遺構は、プラン検出の段階では竪穴建物の可能性を考えたが、調査を進める段階でテラス
状の平坦面と石組が検出されたことから、６区SD18と同様の配石群を伴う段状遺構と判断した。
　段状遺構については、斜面上方をL字状にカットして平坦面を構築している。調査範囲内での平面
形は方形を呈する。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ‐11°‐Ｗで、
長軸方向は等高線とほぼ並行している。検出範囲内での規模は長軸長6.8ｍ以上、短軸長5.2ｍ以上、
確認面からの深さは95㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がり、二段程の段差を持つ。この段
差の下段は連続する２つの方形の区画を呈している。検出範囲内での床面積は7.5㎡である。面上に
は暗黄褐色土及び黄褐色土が堆積し、その埋土を掘り込んで６区SD27・６区SK59・63～65の土壙墓・
木棺墓が掘り込まれている。さらにその上層には間層を挟み、配石群が検出された。
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第226図　６区SD18出土遺物
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⑨　黄褐色土。地山風化土か。
⑩　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
⑪　暗褐色土。黄褐色ブロック、炭化物少量含有。
⑫　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
⑬　黄褐色土。暗褐色土僅かに含有。
⑭　黄褐色土。暗褐色土多量に含有。
⑮　黒褐色土。黄色粒多量に含有。
⑯　暗褐色土。黄褐色土少量含有。
⑰　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
⑱　黒褐色土。黒色土、黄褐色土多量に含有。
⑲　黄褐色土。黒色ブロック含有。
⑳　黄色土。暗褐色土少量含有。
㉑　黒色土。暗褐色土多量、黄褐色土少量含有。
㉒　暗褐色土。黄色ブロック多量に含有。
㉓　黒褐色土。粘性強い。黒色土多量、黄褐色土少量含有。
㉔　黄褐色土。黒褐色土少量含有。
㉕　黒褐色土。黒色土多量、黄褐色土、赤褐色土少量含有。
㉖　黄褐色土。黒色土少量含有。
㉗　黄色土。
㉘　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
㉙　暗黄褐色土。暗褐色土少量含有。
㉚　暗黄褐色土。暗褐色土多量に含有。
㉛　暗褐色土。黄色土含有。
　黒褐色土。粘性強い。黄褐色ブロック多量に含有。
　黄褐色土。暗褐色土僅かに含有。
　淡黒灰色土。
　明黄褐色土。
　暗黄褐色土。黒色土含有。
　黄褐色土。
　黒褐色土。褐色ブロック含有。
　明褐色土、締まり・粘性有り。
　明褐色土。

①　暗褐色土、表土。
②　黒褐色土。黒色土少量
含有。

③　暗褐色土。黄褐色土、
茶褐色土少量含有。

④　黄褐色土、締まり・粘
性弱い。地山風化土。

⑤　黒褐色土。黄褐色土、
黒色ブロック多量に含
有。

⑥　黄褐色土、締まり・粘
性弱い。

⑦　黄褐色土。暗褐色ブ
ロック少量含有。

⑧　暗褐色土。黄褐色土が
斑状に多量に含有。
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第228図　６区SI27、SK59・63・64・65
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　石組については、遺構としての掘り込みを持た
ないこと、下層の墓群とは基本的には間層を挟ん
でいるが、弧状溝（６区SD27）内に切石が落ち
込んでいるものがあること（第228図Ｃ‐Ｃ′・第
228図Ｄ‐Ｄ′）、下層の木棺墓（６区SK59）を区
画している石組が見られることなどから、６区
SD18と同様に墓群の封土上に据えられた配石と判断した。使用石材はすべて凝灰角礫岩製で、同一
の母岩から一辺20～70㎝の長方形に粗く割り出した切石を使用している。面上に被熱痕などは認めら
れない。
　配置状況については、封土の落ち込みや、後世の攪乱などで乱れてはいるが、元位置を保っている
と考えられるものもある。このうち、６区SK59の西‐北肩部では、墓壙外周に長方形の切石が円弧状
に配されている。面は外周を整えて据えられており、内周側には比較的凹凸がみられる。
　また、６区SD27では中央の埋土中層に３個の切石が落ち込んでいたが（第228図Ｃ‐Ｃ′）、このう
ちの１つは長径70㎝と大型のものであることから、封土上に据えられていた標石の可能性が高い。こ
の他、６区SK63と64の間にも配石が認められる。ただし、配石群のレベルは同一ではなく、６区
SI27による平坦面直上に据えられているものと、その埋土上層に据えられているものがあることから、
木棺墓と配石の構築にはある程度の時期幅があると考えられる。
　また、墓群は段状遺構壁面の方形区画の東側に集中していることから、この方形区画は墓域を区画
する性格が考えられる。西側部分では後世の削平が地山付近まで及んでいたが、本来的には南西側に
もこの段状遺構は続いていくと考えられる。
　以上のことから、本遺構は配石を伴う木棺墓・土壙墓を構築するために造成された段状遺構と考え
られる
　埋土　平坦面上に堆積する黄褐色土は地山ローム層と同質であることから、斜面上方を削平した土
を造成し、平坦面を構築したと考えられる。堆積状況からは上層埋土についても非常に人為的な掘り
直しが認められることから、木棺墓・土壙墓が繰り返し構築されたことが分かる。
　遺物　配石群及びその下層の封土とみられる埋土中からの出土遺物については、封土という性格上、
混在も当然想定できるが、下層の土壙墓出土の遺物とは区別するために、ここにまとめて述べること
とする。出土遺物の内２点が図示し得た（第229図）。１は弥生土器の壺、平底である。
　２は緑色凝灰岩製の中砥の砥石、破片であるが表裏面に使用痕が残る。
　時期　出土遺物からの時期比定は困難であり、本遺構の時期を明瞭に示すものではないが、６区
SD18と同様の性格を考慮すると、弥生時代前期後半から使用され始め、弥生時代後期前半までは継
続していたと考えられる。

７．貯 蔵 穴
（１）３　　区
　SK６（第230図）
　位置　３区中央、Ｈ‐14グリッドより検出された貯蔵穴である。確認面上の標高は28.1ｍ、北東向
きの緩斜面に位置する。

（S＝１：４）0 10㎝

1

2

第229図　６区SI27出土遺物
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　形状　大部分が３区SI２に切られているため、平面形態は判然としないが、
残存した床面の壁溝の形状から円形を呈すると考えられる。確認面からの深
さは98㎝を測る。断面の形状は袋状を呈し、壁際には壁溝が巡っている。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、３区SK８と
の類似から、本遺構の時期は弥生時代前期と考えられる。

　SK８（第231図）
　位置　３区中央、Ｈ‐14グリッドより検出された貯蔵穴である。確認面上
の標高は28.1～28.2ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。
　形状　平面形態は、北側が３区SI２に切られているが、上縁部、底面とも
に円形を呈する。規模は上面で長径158㎝以上、短径165㎝、底面は長径158
㎝以上、短径173㎝、確認面からの深さは25～32㎝を測る。断面の形状は袋
状を呈し、底面は平坦で、壁際には壁溝が巡っている。
　埋土　暗灰色土が主体に堆積し、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　細片遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期と推定した。

（２）６　　区
　SK28（第232図）
　位置　６区南東寄り、Ｈ・Ｉ‐９グリッドにまたがって検出された貯蔵穴
である。確認面上の標高は28.0～28.1ｍ、東向きの緩斜面に位置する。北東
側2.5ｍ に ６ 区SK29、 西 側 ２ ｍ に ６ 区
SK61がある。
　形状　平面形態は上縁部が楕円形、底
面は円形を呈する。規模は上面で長軸128
㎝、短軸103㎝、底面は長軸150㎝、短軸
140㎝、確認面からの深さは83㎝を測る。
東側の壁はほぼ垂直に立ち上がるが、西
側から北側にかけての壁は内傾し、断面
の形状は台形状を呈する。底面は平坦で、
壁際には壁溝が巡る。
　埋土　上層から暗茶褐色土、暗褐色土、
黒褐色土が堆積し、壁際から傾斜堆積し
ていることから、自然埋没したと考えら
れる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、
図示し得るものはなかった。

A′A

A′A

SI2

H＝28.1m

①　黒色土（ローム粒が僅かに混
じる）

②　褐色土（ローム粒が多く混じ
る）

0 50㎝（S＝１：20）

①
②

第230図　３区SK６

第231図　３区SK８

A′A

A′A

H＝28.3m
①　暗灰色土
②　暗灰色土（ローム粒混じ
り）

③　灰褐色土（ローム粒混じ
り）

④　暗茶灰色土
⑤　灰褐色土（ロームブロッ
ク混じり）

①

①
②

③

④
⑤

③
③②

0 1m（S＝１：40）

B
H
＝
28
.3
m

B′

B
B′

SI2

SI
2
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①　暗茶褐色土。暗褐色土少量含有。
②　暗褐色土。黄褐色土少量含有。
③　暗褐色土。黄褐色土多量に含有。
④　黒褐色土。黄褐色粒多量に含有。
⑤　黒褐色土。黄褐色土少量含有。
⑥　暗黄褐色土。

①

②

③
④

⑤

⑥
⑥

A
H
＝
37
.6
m

A′

A
A′

SK28

SS34

0 1m（S＝１：30）

第232図　６区SK28

第233図　６区SK29

①　暗褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
②　暗茶褐色土。黄褐色粒多量に含有。
③　黒褐色土。茶褐色粒多量に含有。黄色粒僅
かに含有。

④　黒褐色土。黄褐色ブロック含有。
⑤　茶褐色土。黒褐色土多量に含有。
⑥　黄色岩盤ブロック、黒褐色土僅かに含有。
⑦　茶褐色土。黄色粒多量に含有。
⑧　黒褐色土。茶褐色ブロック少量含有。
⑨　黒褐色土。茶褐色粒、黄色ブロック多量に
含有。

⑩　黄色土。地山崩落土か

①

②

③
④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

⑩

A
H
＝
37
.0
m

A′

A
A′

SS22

SK29

SI19

SI
19

0 1m（S＝１：30）
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　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SK61との位置関係と形態的類似から、本遺
構の時期は弥生時代前期末頃と推定した。

　SK29（第233図）
　位置　６区南東寄り、Ｈ‐９グリッドより検出された貯蔵穴である。確認面上の標高は36.0～36.3ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。南西側2.5ｍに６区SK28がある。
　形状　平面形態は上縁部が不整な長楕円形状、底面は円形を呈する。規模は上面で長軸131㎝、短
軸63～87㎝、底面は長軸151㎝、短軸149㎝、確認面からの深さは109㎝を測る。断面の形状は袋状を
呈し、底面は平坦で、壁際には壁溝が巡る。
　埋土　暗褐色土、茶褐色系土、黒褐色土が主体に堆積し、概ね下層より順次水平堆積していること
から、自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SK61との位置関係と形態的類似
から、本遺構の時期は弥生時代前期末頃と判断した。

　SK50（第234図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐８グリッドより検出された貯蔵穴である。確認面上の標高は37.0～37.9ｍ、
南東向きの緩斜面に位置する。北東側８ｍに６区SK61がある。
　形状　平面形態は上縁部が不整な長楕円形、底面は北側が突出する隅丸長方形状を呈する。さらに
西側には底面の長軸92㎝、短軸71㎝、深さ27㎝の段がある。規模は上面で長軸179㎝、短軸153㎝、底
面は長軸152㎝、短軸139㎝、確認面からの深さは最大で92㎝を測る。北東側から南側にかけての壁は
緩やかに傾斜して立ち上がるが、西側から北側にかけての壁は垂直気味に立ちが上がった後、内傾す
る。底面は平坦であるが、壁際には壁溝は認められない。
　埋土　上層は茶灰褐色土と明褐色土、中層は黒灰褐色系土、下層は暗褐色土が堆積し、壁際から傾
斜堆積していることから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、断面袋状の形態から、本遺構の時期は
弥生時代前期末頃と判断した。

　SK61（第235図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐８・９グリッドにまたがって検出された貯蔵穴である。確認面上の標高
は36.6～37.4ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。東側２ｍに６区SK28、南西側８ｍに６区SK50がある。
　形状　南側は６区SD30に切られているが、平面形態は上縁部が不整な楕円形、底面は楕円形を呈
する。規模は上面で長軸169㎝、短軸81㎝以上、底面は長軸164㎝、短軸145㎝、確認面からの深さは
94㎝を測る。断面の形状は袋状を呈し、底面は平坦で、壁際には壁溝が巡る。
　埋土　上層は黄褐色土、中層から下層にかけては黒色系土が堆積し、壁際から傾斜堆積しているこ
とから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
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①　茶灰褐色土
②　明褐色土
③　黒灰褐色土
④　明黒灰褐色土
⑤　暗褐色土

0 1m（S＝１：30）

A′A

A′A

H＝38.2m

C′C

C
′

C

H＝38.2m
D′D

D
′

D

H＝38.2m

B′B

B′
B

H＝38.2m

SD29

SK50

①②

③④

⑤

第234図　６区SK50
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①　黄褐色土、締まり・粘性やや有り。
②　黄褐色土、締まり・粘性やや有り。暗黄褐色土少量含有。
③　黒褐色土。褐色粒、黒色粒多量に含有。
④　黒褐色土。暗赤褐色粒、黄褐色ブロック多量に含有。
⑤　黒色土。暗褐色土、黄褐色ブロック多量に含有。
⑥　黄褐色ブロックに黒色土が層状に堆積
⑦　黒色土。黄褐色土少量含有。
⑧　黒色土。黄色土、黒褐色土少量含有。
⑨　黒色土、締まり・粘性強い。黄褐色土少量含有。
⑩　黒褐色土。赤褐色土多量に含有。

0 1m（S＝１：30）

AA′

AA′

H＝37.6m

SS34

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨⑩ ⑩

SS34

SK61

SD30

SD30

第235図　６区SK61、SD30
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　時期　遺物が出土していないため時
期比定は困難であるが、６区SD30と
の切合関係から本遺構の時期は弥生時
代前期末頃と推定した。

８．土　　坑
（１）２　　区
　SK７（第236図）
　位置　２区中央、Ｇ‐14グリッドよ
り検出された土坑である。確認面上の
標高は26.4～26.5ｍ、北東向きの緩斜
面に位置する。北東側0.5ｍには２区
SK６がある。
　形状　平面形態は上縁部が楕円形、
底面は隅丸長方形状を呈する。主軸方
位はＮ‐10°‐Ｗである。規模は上面で
長径96㎝、短径71㎝、底面は長径74㎝、
短径44㎝、確認面からの深さは22㎝を
測る。断面の形状は逆台形を呈し、底
面は平坦である。底面直上からは弥生
土器甕（１）が横転した状態で出土し
た。
　埋土　上層は黒灰色土、下層は暗灰
色土が堆積し、自然埋没したと考えら
れる。
　遺物　出土遺物のうち１点を図示し
た。
　１は弥生土器甕で、内外面ともハケ
調整後、ミガキ調整が施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期
は弥生時代中期初頭と考えられる。

（２）３　　区
　SK９（第237・238図）　
　位置　３区中央やや南西寄り、Ｉ・
Ｊ‐12・13グリッドにまたがって検出
された土坑である。確認面上の標高は
30.3～30.7ｍ、北東向きの緩斜面に位

①　茶褐色土
②　黒灰色土
③　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
④　暗灰色土
⑤　暗灰褐色土
⑥　茶灰色土（ローム粒が僅かに混じる）
⑦　灰茶色土（ローム粒が僅かに混じる）

⑧　暗褐色土（ロームブロック混じり）
⑨　茶灰褐色土（ローム粒混じり）
⑩　灰褐色土
⑪　暗灰茶色土（ローム粒混じり）
⑫　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
⑬　灰褐色土（ロームブロック混じり）

A′A

A′A

H＝31.0m
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②
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⑪
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0 2m（S＝１：80）

第237図　３区SK９

第236図　２区SK７

①　黒灰色土
②　暗灰色土（ローム粒混じり）
③　暗灰色土

0 50㎝（S＝１：20）

0 10㎝（S＝１：４）
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置する。北東側７ｍに３区SK38がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面とも不整な隅丸方形を呈する。規模は上面で長軸335㎝、短軸303㎝、
底面は長径286㎝、短径246㎝、確認面からの深さは17～42㎝を測る。断面の形状は皿状を呈し、。底
面は平坦である。南側隅には長軸176㎝、短軸136㎝、深さ10㎝の楕円形のピット状の掘り込みがある。
　埋土　上層は黒灰色土、下層は茶灰色系土が主体に堆積し、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土土器はほとんどが細片で、このうち土器１点と石器３点を図示した。
　１は弥生土器甕の口縁部である。
　２～４は石器である。２は黒曜石製の楔形石器、３は黒曜石
製の加工痕のある剥片である。４は凝灰角礫岩製の砥石である。
長方形を呈すると考えられ、上下端、裏面、左側面が欠損する
が、表面と右側面の２面を使用している。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末と考え
られる。

1

2

3

4

0 10㎝（S＝１：４） 0 2㎝（S＝１：１）

第238図　３区SK９出土遺物

1
2

0 10㎝（S＝１：４） 0 2㎝（S＝１：１）

第240図　３区SK10出土遺物 第239図　３区SK10

①　暗褐色土（ローム粒混じり）
②　暗茶灰色土（ローム粒が僅かに混じる）
③　灰褐色土
④　暗灰色土（ロームブロック混じり）

A′A

A′中央トレンチA

H＝30.0m

0 1m（S＝１：30）

①
③ ②

④
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　SK10（第239・240図）
　位置　３区中央、Ｈ‐13グリッドより検出された土坑である。確認面上の標高は29.5ｍ、北東向き
の緩斜面に位置する。西側3.5ｍに３区SK31、北西側4.5ｍに３区SK56‐２がある。
　形状　南東側はトレンチによって失われているが、平面形態は上縁部、底面ともに長楕円形を呈す
る。主軸方位はＮ‐45°‐Ｗである。規模は上面で長軸90㎝以上、短軸90～113㎝、底面は長軸86㎝以上、
短軸87㎝、確認面からの深さは28㎝を測る断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　上層は暗褐色系土、下層は暗灰色土が主体に堆積し、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土土器はほとんどが細片で、このうち土器１点と石器１点を図示した。
　１は弥生土器甕の頸部で、２条のヘラ描沈線が巡る。２は黒曜石製の石鏃で、五角形を呈し、平基
式である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期後葉と考えられる。

　SK12（第241・242図）
　位置　３区中央、Ｈ‐14グリッドより検出された土坑である。確認面上の標高は29.5～29.7ｍ、北東
向きの緩斜面に位置する。南西側10ｍに３区SK38、北側3.5ｍに３区SK58がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸方形を呈する。主軸方位はＮ‐２°‐Ｅである。規模は上
面で長軸161㎝、短軸132～142㎝、底面は長軸142
㎝、短軸124㎝、確認面からの深さは41㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　暗灰色系土と灰褐色土が主体に堆積し、
自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土土器はほとんどが細片で、このうち
１点を図示した。
　１は弥生土器壺の肩部で、刻目を施した２条の
貼付突帯が巡る。また、外面には赤色塗彩が施さ
れている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代
前期末と考えられる。

　SK31（第243図）
　位置　３区西寄り、Ｈ‐12グリッドより検出さ
れた土坑である。確認面上の標高は28.5～28.6ｍ、
北東向きの緩斜面に位置する。３区SD12を切っ
ており、東側3.5ｍに３区SK10、北側３ｍに３区SK56‐２がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形を呈する。主
軸方位はＮ‐83°‐Ｗである。規模は上面で長軸162㎝、短軸119～
130㎝、底面は長軸135㎝、短軸97～104㎝、確認面からの深さは
10～14㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。

1

0 10㎝（S＝１：４）

第242図　３区SK12出土遺物

第241図　３区SK12

①　暗灰色土
②　暗灰色土（ローム粒

混じり）
③　淡黒灰色土
④　灰褐色土
⑤　灰褐色土
⑥　灰褐色土（ローム小

ブロック混じり）
⑦　暗灰茶色土
⑧　灰褐色土
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　埋土　暗灰色土の単層である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため
時 期 比 定 は 困 難 で あ る が、 ３ 区
SD12との切合関係から、本遺構の
時期は弥生時代中期中葉頃と考えら
れる。

　SK38（第244図）　
　位置　３区中央、Ｉ‐13グリッド
より検出された土坑である。確認面
上の標高は29.1～29.2ｍ、北東向き
の緩斜面に位置する。南西側７ｍに
３区SK９、北東側10ｍに３区SK12
がある。
　形状　北東側は３区SI11に切られ
ているが、平面形態は上縁部、底面
ともに長方形を呈する。主軸方位は
Ｎ‐30°‐Ｅである。規模は上面で長
軸90㎝以上、短軸116～125㎝、底面は長軸88㎝以上、短軸110～116㎝、確認面からの深さは８～16㎝
を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　上層は灰茶色土、下層は灰褐色土が堆積し、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片
であり、図示し得るものはなかっ
た。
　時期　出土した細片遺物から、
本遺構の時期は弥生時代前期と考
えられる。
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　SK40（第245・246図）
　位置　３区中央やや北寄り、Ｇ‐14グリッドより検出
された土坑である。確認面上の標高は27.1～27.4ｍ、北
東向きの緩斜面に位置する。南東側4.5ｍに３区SK58が
ある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸方形を呈す
る。規模は上面で長軸218㎝、短軸202㎝、底面は長軸
178㎝、短軸173㎝、確認面からの深さは12～45㎝を測る。
断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。南西側
隅では弥生土器甕（１）が壁面にもたれかかるような状
態で出土したが、本来は正置されていたと考えられる。
　埋土　暗灰色土と暗茶灰色土が主体に堆積し、自然埋
没したと考えられる。
　遺物　出土遺物のうち１点を図示した。
　１は弥生土器甕で、口縁端部には刻み目が施され、頸
部には２条のヘラ描沈線が巡る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期後
葉と考えられる。
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①　暗灰色土（暗褐色粘土ブロック混じり）
②　灰褐色土
③　灰茶色土（ローム小ブロック混じり）
④　暗灰茶色土（ローム小ブロック混じり）
⑤　淡茶灰色土
⑥　暗茶灰色土（ローム小ブロック混じり）

第245図　３区SK40

第246図　３区SK40出土遺物
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　SK56‐2（第247図）
　位置　３区西寄り、Ｈ‐12グリッドより検出された土坑
である。確認面上の標高は29.8～29.9ｍ、東向きの緩斜面
に位置する。南東側4.5ｍに３区SK10、南側３ｍに３区
SK31がある。
　形状　東側は３区SD11に切られているが、平面形態は
上縁部、底面ともに楕円形を呈する。主軸方位はＮ‐12°‐
Ｗである。規模は上面で長軸113㎝、短軸43㎝以上、底面
は長軸97㎝、短軸57㎝以上、確認面からの深さは37～42
㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は西から東
へ緩やかに傾斜している。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であ
るが、３区SD11との切合関係から、本遺構の時期は弥生
時代中期中葉以前と考えられる。

　SK58（第248・249図）
　位置　３区中央、Ｈ‐14グリッドより検出された土坑で
ある。確認面上の標高は27.7～27.9ｍ、北東向きの緩斜面
に位置する。南側3.5ｍに３区SK12、北西側4.5ｍに３区
SK40がある。
　形状　西側は３区SI２に切られているが、平面形態は
上縁部、底面ともに隅丸方形を呈する。主軸方位はＮ‐
17°‐Ｗである。規模は上面で長軸124㎝、短軸38㎝以上、
底面は長軸114㎝、短軸34㎝以上、確認面からの深さは５
～９㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦
である。
　埋土　暗灰色土が主体に堆積し、自然埋没したと考え
られる。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち１点を
図示した。
　１は弥生土器甕で、口縁端部には刻み目が施され、頸
部には３条のヘラ描沈線が巡る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期後
葉と考えられる。
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（３）５　　区
　SK31（第97・250図）
　位置　５区中央やや北寄り、Ｌ・Ｍ‐22グリッドにま
たがって検出された土坑である。確認面上の標高は23.9
ｍ、東向きの緩斜面に位置する。５区SK28を切っており、
南西側１ｍには５区SK16がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに円形を呈する。規模は上面で長径102㎝、短径100㎝、底面は
長径85㎝、短径83㎝、確認面からの深さは40㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦であ
る。
　埋土　上層から灰褐色土、灰色系土、淡灰褐色土が堆積し、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち３点を図示した。
　１は凝灰岩製の砥石で、上下端部、左側面、裏面が欠損するが、表面と右側面の２面を使用してい
る。２、３は緑色凝灰岩製の管玉で、いずれも下半部が欠損する。２は両側から穿孔されている。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、５区SK28との切合関係から、弥生時代前期と判
断した。

（４）６　　区
　SD30（第224・225・235・251図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐８・９グリッドにまたがって検出さ
れた土坑である。確認面上の標高は36.6～36.7ｍ、南東向きの緩
斜面に位置し、６区SK61を切っている。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに北東側が突出した隅丸長
方形状を呈する。規模は上面で長軸355㎝、短軸264㎝、底面は長
軸257㎝、短軸228㎝、確認面からの深さは86㎝を測る。壁は傾斜
して立ち上がり、断面の形状はＵ字状を呈する。
　埋土　暗灰色系土と灰褐色土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物のうち１点を図示した。
　１は弥生土器壺で、頸部には櫛描沈線が巡り、その下には刺突
文が施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代中期と考えられる。　

　SK51（第252・253図）
　位置　６区南東寄り、Ｊ‐10グリッドより検出された土坑である。確認面上の標高は32.8～33.1ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに不整形な長楕円形を呈する。平面的には検出できなかったが、
土層断面の所見から、南側の長方形の土坑が北側の長楕円形の土坑を切っている可能性がある。
　長楕円形の土坑（SK51‐１）の規模は上面で長軸179㎝、短軸106㎝、底面は長軸159㎝、短軸76㎝、
確認面からの深さは22㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。主軸方位はＮ‐42°

0 2㎝（S＝１：１）0 10㎝（S＝１：４）

1
2 3

第250図　５区SK31出土遺物

（S＝１：４）0 10㎝

1

第251図　６区SD30出土遺物
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‐Ｗである。また、北側隅には８～12㎝大の
礫が認められる。
　一方、長方形の土坑（SK51‐２）の規模
は上面で長軸142㎝、短軸114㎝、底面は長
軸122㎝、短軸92㎝、確認面からの深さは23
㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底
面は平坦である。主軸方位はＮ‐４°‐Ｅであ
る。また、中央付近には７～45㎝大の礫が
認められる。
　埋土　SK51‐１は上層に黒灰色系土、下
層に淡黒灰色土が堆積する。一方、SK51‐
２は上層に淡黒灰色土、下層に暗灰色土が
堆積する。
　遺物　出土遺物のうちSK51‐２から出土
した１点を図示した。
　１は弥生土器甕の胴部である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥
生時代中期初頭と考えられる。

　SK66（第254図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ‐８グリッドより
検出された土坑である。確認面の標高は
36.3～36.7ｍ、南東向きの斜面に位置する。６区SD28に切られて
おり、南東側２ｍに６区SK33、南側1.5ｍに６区SK34がある。
　形状　上部は６区SD28に切られているが、平面形態は上縁部
底面ともに長楕円形を呈すると考えられる。主軸方位はＮ‐４°‐
Ｗである。規模は上面で長軸148㎝、短軸102㎝、底面は長軸80㎝、
短軸40㎝、確認面からの深さは64㎝を測る。断面の形状はＵ字状
を呈し、底面は平坦である。
　埋土　上層から黄褐色土、黄色土、暗褐色土、暗灰黄褐色土が
堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SD28との切合関係から、本遺構
の時期は弥生時代前期末以前と考えられる。
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第253図　６区SK51出土遺物

1

0 10㎝（S＝１：４）

― 188 ―

CW6_TY091_P133_D04-07_第１分冊.indd   188 2015/03/06   14:55:53



９．土 器 溜
　３区土器溜１
（第255・256図）
　位置　３区中央やや北寄
り、Ｇ‐13グリッドより検
出された土器溜である。確
認面上の標高は28.8ｍ、東
向きの緩斜面に位置する。
北西側７ｍには土器溜２が
ある。
　形状　長径65㎝、短径40
㎝の楕円状の範囲に２個体
の土器が潰れた状態で出土
した。北から南へ緩やかに
傾斜して出土しているが、
遺構のプランは検出できな
かった。
　遺物　出土遺物のうち２
点を図示した。
　１は弥生土器甕である。
１は口縁部が外反し、口縁
端部には刻み目が施されて
いる。頸部には４条のヘラ
描沈線が巡る。２は口縁端
部が逆Ｌ字状を呈し、頸部
には４条のヘラ描沈線が巡
る。　
　時期　出土遺物から、本
遺構の時期は弥生時代前期
後葉と考えられる。

　３区土器溜２ 
（第257・258図）
　位置　３区中央やや北寄
り、Ｇ‐13グリッドより検
出された土器溜である。確認面上の標高は27.6～27.7ｍ、東向きの緩斜面に位置する。南東側７ｍに
は土器溜１がある。
　形状　長径72㎝、短径51㎝の楕円状に２個体の土器が潰れた状態で出土した。中央がやや窪んだ状

①　黄褐色土。黄褐色土非常に僅かに含有。
②　黄色土。黒色土少量含有。
③　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。黄褐色土多量に、黒褐色土少量含有。
④　暗灰黄褐色土。黒色土多量に含有。
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態で出土しているが、遺構のプランは検出できなかった。
　遺物　出土遺物のうち２点を図示した。１、２は弥生土器甕である。いずれも口縁端部には刻み目
が施され、２の頸部には６条のヘラ描沈線が巡っている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代前期末と考えられる。
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第３節　弥生時代後期

１．概　　要
　弥生時代後期の遺構は、竪穴建物46棟、段状遺構34基、掘立柱建物11棟、柵列２条、木棺墓１基、
貯蔵穴３基、土坑15基、溝状遺構16基を検出した。
　２区ではローム漸移層及び地山上面で遺構を検出したが、埋土の状況や３区の４層上面で３区SS
２を検出したことから、これらの遺構は本来、４層上面から掘り込まれたと考えられる。
　遺構は丘陵の東側斜面から谷部にかけてと丘陵から南へ派生する尾根上に集中する。また、丘陵南
東端の裾部と谷部中央付近の弥生時代前期から中期の墳墓が存在した部分には遺構の分布が認められ
ないことから、未だ墓域としての意識があったと考えられる。
　５区SI２は１棟だけ離れて存在し、主柱穴が３本という特異な構造である。
　６区SI１-３からはガラス製管玉、４区SK４からは翡翠製勾玉とオムスビ状の炭化物が出土した。
　なお、本来的には古墳時代前期初頭以降の遺構に関しては、第４節にて報告するべきであるが、今
回検出された当該期の遺構は弥生時代後期から継続して使用された遺構もあり、遺構の性格上区分し
て述べることが困難であるため古墳時代前期初頭のものも本節に含め、報告することとする。また、
帰属時期が古墳時代前期のものでも、弥生時代後期の遺構と同一場所で重複、近接するように検出さ
れた遺構については、遺構解釈の煩雑さを避けるため同一項にて報告する。

２．竪穴建物
（１）２　　区
SI２（第262・263図）
　位置　２区北西寄り、Ｄ-13グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は28.7～
29.0ｍ、東向きの緩斜面に位置する。東側は２区SI１と２区SI６に切られており、西側７ｍに２区SI３、
南東側２ｍに２区SI９がある。
　形状　東側は２区SI１と２区SI６に切られ、北側は調査区外へ広がっているが、平面形態は円形を
呈すると考えられる。規模は南北長7.2ｍ以上、東西長1.6ｍ以上、確認面からの深さは最大で40㎝を
測る。壁は垂直気味に立ち上がり、床面積は3.8㎡以上を測る。床面は平坦で、壁際には壁溝が巡っ
ている。
　本遺構に伴うピットは全部で３基検出されたが、主柱穴は検出できなかった。各ピットの詳細につ
いては計測表を参照されたい。
　埋土　褐色土が主体に堆積し、壁際の下層には黒色系土が堆積する。壁際から傾斜堆積しているこ
とから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　本遺構から出土した遺物のうち、４点を図示した（第263図）。
　１～３は弥生土器である。１は長頸壺で、頸部は内傾し、８条の沈線が巡る。２、３は甕である。
２は口縁上下端部を拡張させ、口縁端部は内傾し、２条の凹線が巡る。３は複合口縁の甕で、口縁部
は直立し、２条の平行沈線が巡る。口縁下端部は下垂する。
　４はデイサイト製の磨石・敲石で、表面と裏面には磨痕、上下端部には敲打痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期中葉と考えられる。
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第259図　１・５区弥生時代後期遺構分布図
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― 193・194 ―

第260図　２・３区弥生時代後期遺構分布図

282828

282828
292929

303030

313131

272727

262626

0 10m（S＝１：400）

X＝－68190

X＝－68210

X＝－68220

X＝－68230

X＝－68180

X＝－68170

X＝－68160

X＝－68150

Y＝
－
90050

Y＝
－
90060

Y＝
－
90070

Y＝
－
90080

Y＝
－
90090

Y＝
－
90100

Y＝
－
90110

３区

２区

SK2

SD10
SD11

SD19

SD12SD12

SI2

SI3

SI7

SI9

SI14

SI21

SI22

SI17SI16
SK13

SK60
SK61

SS2

SK5

CW6_TY091_P193_D05-05-01_折込_第１分冊.indd   1 2015/03/04   16:48:46



第261図　４・６区弥生時代後期遺構分布図
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SI３（第264図）
　位置　２区北西寄り、Ｄ-12グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は28.7～
29.3ｍ、東向きの緩斜面に位置する。東側７ｍに２区SI２、南東側11ｍに２区SI７がある。
　形状　全体的に削平が著しく、西側の壁溝が検出されたのみであるが、平面形態は壁溝の形状から、
円形を呈すると考えられる。規模は直径4.3ｍ、床面積は推定で14.5㎡を測る。
　本遺構に伴うピットは全部で13基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP11、P14、P９、
P44の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP11-P14間から時計周りの順に2.4ｍ、2.4ｍ、2.4ｍ、2.2
ｍで、P44-P11間がやや短い。柱掘り方は円形を呈し、直径25～42㎝を測る。P11では直径17㎝の柱
痕跡を確認した。
　P10は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長軸80㎝、
短軸50㎝、深さ19㎝を測る。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　遺物　出土遺物はいずれも細片で、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、平面形態から、本遺構の時期は弥生時代後期と推
定した。
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第263図　２区SI２出土遺物

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
95 53 44 51 
96 50 41 20 
108 46 34 59 
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SI７（第265・266図）
　位置　２区北西寄り、Ｅ・
Ｆ-13・14グリッドにまたがっ
て検出された竪穴建物であ
る。遺構検出時に認識を誤り、
出土遺物から本遺構は２区
SI10に切られていると考えら
れる。確認面上の標高は26.7
～27.8ｍ、東向きの緩斜面に
位置する。北西側11ｍに２区
SI３がある。
　形状　東側が削平されてい
るが、平面形態は主柱穴の位
置から五角形を呈すると考え
られる。規模は南北長6.6ｍ、
東西長6.7ｍ以上、確認面か
らの深さは最大で55㎝を測
る。壁はやや開きながら立ち
上がり、床面積は36.9㎡以上
を測る。床面は平坦で、東側
以外の３方の壁際には壁溝が
巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で13基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP184、P183、
P190、P193、P213の５基と考えられる。主柱穴間の距離はP184-P183間から時計周りの順に3.5ｍ、
3.2ｍ、3.5ｍ、3.2ｍ、3.5ｍで、P184-P183間が最も短く、対辺であるP183-P190間とP193-P213間が3.2
ｍ、P184-P183間、P190-P193間、P213-P184間が3.5ｍと各々同じ間隔となっている。柱掘り方は円
形及び楕円形を呈し、直径50～110㎝を測る。P184では直径23㎝、P183では直径18㎝、P213では直径
20㎝の柱痕跡を確認した。
　P185は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長軸
70㎝、短軸55㎝、深さ40㎝を測る。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　本遺構の中央やや南寄りから西側にかけて、床面から少し浮いた状態で15～50㎝大の礫が検出され
た。礫のなかには上面が平坦なものがあり、近くからは磨石（４）が出土していることから、台石と
して用いられたと考えられる。
　埋土　黒色土と黒褐色土を主体とし、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没したと考えら
れる。
　遺物　本遺構から出土した遺物は、遺構中央部の中層から下層にかけて集中しており、このうち４
点を図示した（第266図）。
　１～３は弥生土器である。１、２は壺である。１は口縁端部に１条の凹線が巡り、２は口縁部が内
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第264図　２区SI３

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
9 30 25 45
10 80 50 19
11 42 34 46
13 40 36 70
14 38 32 70
15 48 42 20
16 30 28 30
17 42 33 35
38 46 36 24
39 20 18 18
42 24 20 8
44 32 30 40
118 85 80 19
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ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
183 52 46 64 
184 54 54 56 
185 70 55 40 
187 52 46 50 
190 98 62 53 
193 65 50 20 
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196 38 36 14 
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SI７（第265・266図）
　位置　２区北西寄り、Ｅ・
Ｆ-13・14グリッドにまたがっ
て検出された竪穴建物であ
る。遺構検出時に認識を誤り、
出土遺物から本遺構は２区
SI10に切られていると考えら
れる。確認面上の標高は26.7
～27.8ｍ、東向きの緩斜面に
位置する。北西側11ｍに２区
SI３がある。
　形状　東側が削平されてい
るが、平面形態は主柱穴の位
置から五角形を呈すると考え
られる。規模は南北長6.6ｍ、
東西長6.7ｍ以上、確認面か
らの深さは最大で55㎝を測
る。壁はやや開きながら立ち
上がり、床面積は36.9㎡以上
を測る。床面は平坦で、東側
以外の３方の壁際には壁溝が
巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で13基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP184、P183、
P190、P193、P213の５基と考えられる。主柱穴間の距離はP184-P183間から時計周りの順に3.5ｍ、
3.2ｍ、3.5ｍ、3.2ｍ、3.5ｍで、P184-P183間が最も短く、対辺であるP183-P190間とP193-P213間が3.2
ｍ、P184-P183間、P190-P193間、P213-P184間が3.5ｍと各々同じ間隔となっている。柱掘り方は円
形及び楕円形を呈し、直径50～110㎝を測る。P184では直径23㎝、P183では直径18㎝、P213では直径
20㎝の柱痕跡を確認した。
　P185は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長軸
70㎝、短軸55㎝、深さ40㎝を測る。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　本遺構の中央やや南寄りから西側にかけて、床面から少し浮いた状態で15～50㎝大の礫が検出され
た。礫のなかには上面が平坦なものがあり、近くからは磨石（４）が出土していることから、台石と
して用いられたと考えられる。
　埋土　黒色土と黒褐色土を主体とし、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没したと考えら
れる。
　遺物　本遺構から出土した遺物は、遺構中央部の中層から下層にかけて集中しており、このうち４
点を図示した（第266図）。
　１～３は弥生土器である。１、２は壺である。１は口縁端部に１条の凹線が巡り、２は口縁部が内
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第264図　２区SI３

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
9 30 25 45
10 80 50 19
11 42 34 46
13 40 36 70
14 38 32 70
15 48 42 20
16 30 28 30
17 42 33 35
38 46 36 24
39 20 18 18
42 24 20 8
44 32 30 40
118 85 80 19

― 198 ―

①　黒褐色土
②　黒色土
③　黒黄褐色土（ローム粒が多く
混じる）

④　黒褐色土（ローム粒が僅かに
混じる）

⑤　褐色粘土
⑥　黄褐色土（ロームブロック混
じり

⑦　黒褐色土
⑧　黄色土（ローム漸移層）
⑨　黒褐色土
⑩　灰褐色土
⑪　暗茶灰色土（SD8）
⑫　茶灰色土
⑬　暗灰色土
⑭　暗灰色土（ロームブロック混
じり）
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㉑　黒色土（ローム粒が僅かに混じる）
㉒　黒色土
㉓　灰茶色土（ロームブロックが僅かに
混じる）

㉔　黒色土（ローム粒が僅かに混じる）
㉕　灰茶色土（ロームブロックが多く混じる）
㉖　灰褐色土
㉗　暗茶灰色土（ロームブロック混じり）
㉘　暗茶灰色土（ロームブロック混じり）
㉙　暗灰色土（ロームブロック混じり）
㉚　灰褐色土（ロームブロックが多く混じる）
㉛　暗灰褐色土（ロームブロックが僅かに混じる）
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第265図　２区SI７、SD８

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
183 52 46 64 
184 54 54 56 
185 70 55 40 
187 52 46 50 
190 98 62 53 
193 65 50 20 
194 80 80 25 
196 38 36 14 
198 30 27 14 
213 110 100 60 
226 30 25 54 
227 38 28 36 
400 30 30 55 
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傾する。３は複合口縁の甕で、口縁部は外反し、７条の平行沈線が巡る。
　４は凝灰角礫岩製の磨石で、表面と裏面には磨痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期後葉と考えられる。

SI９（第267図）
　位置　２区北西寄り、Ｄ・
Ｅ-14グリッドにまたがっ
て検出された竪穴建物であ
る。確認面上の標高は26.5
～27.0ｍ、東向きの緩斜面
に位置する。北西側２ｍに
２区SI２、南側３ｍに２区
SI７がある。
　形状　全体的に削平が著
しく、西側の壁溝が検出さ
れたのみであるが、平面形
態は壁溝の形態から、円形
を呈すると考えられる。規
模は直径6.4ｍ、床面積は
推定で32.2㎡を測る。
　本遺構に伴うピットは全
部で20基検出された。この
うち主柱穴とみられるピッ
ト はP122、P115、P135の
３基で、位置的に４本柱構
造の建物と考えられる。主
柱穴間の距離はP122-P115
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第266図　２区SI７出土遺物

第267図　２区SI９

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
113 52 50 30 
115 26 20 22 
116 36 24 27 
122 36 26 22 
123 26 20 40 
124 14 12 8 
125 25 22 30 
126 20 17 25 
127 42 36 14 
128 26 25 16 
129 33 28 11 
130 26 20 19 
131 46 33 42 
132 32 30 26 
134 62 38 35 
135 26 22 24 
205 80 47 26 
206 33 23 30 
207 40 30 10 
249 23 16 32 
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間が2.8ｍ、P115-P135間が2.7ｍである。柱掘り方は円形を呈し、直径20～36㎝を測る。柱痕跡は確
認されなかった。また、P122-P115間と西側の壁際の中央部分に小型で浅めのピット５基（P123～
P126、P249）が検出された。この小型のピット群は西壁中央部に方形状に配置されていることから、
入口の階段施設等に伴う可能性がある。P123-P249間の距離は138㎝、P124-P126間の距離は134㎝を
測る。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、平面形態から、本遺構の時期は弥生時代後期と判
断した。

SI16（第268・269図）
　位置　２区南東寄り、Ｈ-16・17グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面上の標
高は26.2～27.0ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。
　形状　遺構検出時に認識を誤り、出土遺物から本遺構は２区SI17を切っていると考えられる。北東
側が削平されているが、平面形態は隅丸方形を呈すると考えられる。規模は南東-北西長4.75ｍ、南
西-北東長3.0ｍ以上、確認面からの深さは最大で40㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がり、
床面積は19.9㎡以上を測る。床面は平坦で、北東側を除く３方の壁際には壁溝が巡っている。北西側
にはさらに１条の壁溝があり、P315と中央ピット（P314）が掘り直されていることから、拡張を行っ
たと考えられる。
　本遺構に伴うピットは全部で10基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP315、P286、
P313の３基で、位置的に４本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間の距離はP315-P286間が2.0ｍ、
P286-P313間が2.1ｍである。柱掘り方は円形を呈し、直径30～60㎝を測る。柱痕跡は確認されなかっ
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⑧　淡灰褐色土（ローム粒、炭化物混じり）
⑨　淡茶灰色土（ローム粒、炭化物混じり）

0 2m（S＝１：80）

A′

C
′

A

A′
A

B′

B

H＝26.9m

B′
B H
＝
27.3m

C

C
′

C

H
＝
27
.3
m

SI16

P315
2 1

P286

P2
86

P3
13

⑦

⑧ ⑨

12 P317

P315P318

SI17P314

P316

P314

P286

P287

P289

P313P320

①
②

③

⑥

⑤

④

第268図　２区SI16

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
286 50 42 22 
287 58 44 6 
289 80 70 20 
313 34 30 50 
314 70 60 34 
315 60 44 10 
316 20 18 23 
317 30 24 9 
318 34 30 10 
320 18 18 18 
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傾する。３は複合口縁の甕で、口縁部は外反し、７条の平行沈線が巡る。
　４は凝灰角礫岩製の磨石で、表面と裏面には磨痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期後葉と考えられる。

SI９（第267図）
　位置　２区北西寄り、Ｄ・
Ｅ-14グリッドにまたがっ
て検出された竪穴建物であ
る。確認面上の標高は26.5
～27.0ｍ、東向きの緩斜面
に位置する。北西側２ｍに
２区SI２、南側３ｍに２区
SI７がある。
　形状　全体的に削平が著
しく、西側の壁溝が検出さ
れたのみであるが、平面形
態は壁溝の形態から、円形
を呈すると考えられる。規
模は直径6.4ｍ、床面積は
推定で32.2㎡を測る。
　本遺構に伴うピットは全
部で20基検出された。この
うち主柱穴とみられるピッ
ト はP122、P115、P135の
３基で、位置的に４本柱構
造の建物と考えられる。主
柱穴間の距離はP122-P115
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第266図　２区SI７出土遺物

第267図　２区SI９

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
113 52 50 30 
115 26 20 22 
116 36 24 27 
122 36 26 22 
123 26 20 40 
124 14 12 8 
125 25 22 30 
126 20 17 25 
127 42 36 14 
128 26 25 16 
129 33 28 11 
130 26 20 19 
131 46 33 42 
132 32 30 26 
134 62 38 35 
135 26 22 24 
205 80 47 26 
206 33 23 30 
207 40 30 10 
249 23 16 32 
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間が2.8ｍ、P115-P135間が2.7ｍである。柱掘り方は円形を呈し、直径20～36㎝を測る。柱痕跡は確
認されなかった。また、P122-P115間と西側の壁際の中央部分に小型で浅めのピット５基（P123～
P126、P249）が検出された。この小型のピット群は西壁中央部に方形状に配置されていることから、
入口の階段施設等に伴う可能性がある。P123-P249間の距離は138㎝、P124-P126間の距離は134㎝を
測る。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、平面形態から、本遺構の時期は弥生時代後期と判
断した。

SI16（第268・269図）
　位置　２区南東寄り、Ｈ-16・17グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面上の標
高は26.2～27.0ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。
　形状　遺構検出時に認識を誤り、出土遺物から本遺構は２区SI17を切っていると考えられる。北東
側が削平されているが、平面形態は隅丸方形を呈すると考えられる。規模は南東-北西長4.75ｍ、南
西-北東長3.0ｍ以上、確認面からの深さは最大で40㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がり、
床面積は19.9㎡以上を測る。床面は平坦で、北東側を除く３方の壁際には壁溝が巡っている。北西側
にはさらに１条の壁溝があり、P315と中央ピット（P314）が掘り直されていることから、拡張を行っ
たと考えられる。
　本遺構に伴うピットは全部で10基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP315、P286、
P313の３基で、位置的に４本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間の距離はP315-P286間が2.0ｍ、
P286-P313間が2.1ｍである。柱掘り方は円形を呈し、直径30～60㎝を測る。柱痕跡は確認されなかっ
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⑨　淡茶灰色土（ローム粒、炭化物混じり）
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第268図　２区SI16

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
286 50 42 22 
287 58 44 6 
289 80 70 20 
313 34 30 50 
314 70 60 34 
315 60 44 10 
316 20 18 23 
317 30 24 9 
318 34 30 10 
320 18 18 18 
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た。
　P314は中央やや北東寄りに位置し、位置的に中央ピット
と考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長軸70㎝、
短軸60㎝、深さ34㎝を測る。各ピットの詳細については計測
表を参照されたい。
　埋土　壁際に褐色土、暗褐色土、暗灰褐色土の３層が堆積
し、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没したと考
えられる。
　遺物　本遺構から出土した遺物のうち、２点を図示した。
　１は弥生土器の複合口縁の甕で、口縁部は外反する。
　２は凝灰岩製の砥石で、長方形を呈し、表裏面及び両側面
の４面を使用している。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期後葉と考えられる。

SI17（第270・271図）
　位置　２区南東寄り、Ｈ-17グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面上の標高は
26.0～26.5ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。
　形状　遺構検出時に認識を誤り、出土遺物から本遺構は２区SI16に切られていると考えられるが、
遺存状態は良好で、平面形態は隅丸方形を呈する。規模は南西-北東長5.25ｍ、北西-南東長5.35ｍ、
確認面からの深さは最大で40㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は28.1㎡を測る。床
面は平坦で、４方の壁際には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で13基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP415、P416、
P417、P414の４基である。主柱穴間の距離はP415-P416間から時計周りの順に2.3ｍ、2.3ｍ、2.4ｍ、
2.3ｍとほぼ等間隔である。柱掘り方は円形及び楕円形を呈し、直径44～60㎝を測る。P414では直径
14㎝の柱痕跡を確認した。
　P423は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は長方形を呈し、規模は長軸
78㎝、短軸60㎝、深さ20㎝を測り、その中央には長径45㎝、短径38㎝、深さ52㎝の楕円形の掘り込み
がある。本遺構の西隅から中央ピット（P423）へ向けて溝がのびている。P431とP430は壁際に位置
していることから壁穴柱の可能性がある。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　茶灰色系土を主体とし、概ね下層より順次水平堆積していることから、自然埋没したと考え
られる。
　遺物　出土遺物は、遺構北西側の中層から下層にかけて集中しており、このうち５点を図示した（第
271図）。
　１、２は弥生土器甕である。１は口縁部が内傾し、３条の凹線が巡る。口縁下端部は斜め下方向に
拡張する。２は口縁部が外傾し、２条の平行沈線が巡る。３は甑の把手で環状を呈する。
　４～６は石器である。４、５は砥石で、いずれも長方形を呈する。４は表裏面の２面、５は表裏面
と両側面の４面を使用している。石材は４が珪岩、５が泥岩である。６は碧玉製の管玉である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期中葉と考えられる。
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第269図　２区SI16出土遺物
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SI21（第272・273図）
　位置　２区中央、Ｇ-15グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は25.7～26.1ｍ、
北東向きの緩斜面に位置する。北西側は２区SI14に切られており、南東側４ｍに２区SI22がある。
　形状　北西側は２区SI14に切られているが、平面形態は円形を呈する。規模は南西-北東長3.5ｍ、
南東-北西長2.25ｍ以上、確認面からの深さは最大で50㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、
床面積は10.7㎡以上を測る。床面は平坦で、壁際には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で４基検出された。このうち、主柱穴とみられるピットはP389、
P388、P354の３基で、位置的に４本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間の距離はP389-P388間が
2.0ｍ、P388-P354間が1.8ｍである。柱掘り方は楕円形を呈し、直径20～40㎝を測る。柱痕跡は確認
されなかった。
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⑤　暗灰茶色土
⑥　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
⑦　灰茶色土
⑧　灰褐色土（ローム粒混じり）
⑨　暗茶灰褐色土（ローム粒混じり）
⑭　暗茶灰色土（ロームブロックが多く混じる）
⑮　淡灰茶色土
⑯　淡黄灰色土
⑰　淡黄茶灰色土
⑱　灰茶色土
⑲　灰茶色土（ローム粒混じり）
⑳　淡茶灰色土（炭化物混じり）
㉑　灰茶色土
㉒　灰茶色土（ローム粒混じり）
㉓　明黄褐色土
㉔　茶灰色土（ローム粒混じり）
㉕　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
㉖　明黄褐色土
㉗　茶灰褐色土
㉘　茶灰色土（ローム粒混じり）
㉙　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
㉚　暗褐色土（ローム粒混じり）
㉛　明黄褐色土
　褐色土
　暗褐色土（ローム粒混じり）
　明黄褐色土
　茶灰色土
　明黄褐色土
　茶灰色土（ロームブロック混じり）
　明褐色土
　淡茶灰色土（ローム粒、炭化物混じり）
　灰茶色土（ローム粒混じり）
　淡茶褐色土（ローム粒、炭化物混じり）
　暗褐色土
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第270図　２区SI17

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
343 44 44 27 
414 56 54 56 
415 60 50 50 
416 48 48 34 
417 50 44 48 
423 78 60 72 
424 44 18 11 
425 28 24 25 
427 22 18 10 
728 46 32 8 
430 22 20 5 
431 28 18 10 
432 24 18 6 
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た。
　P314は中央やや北東寄りに位置し、位置的に中央ピット
と考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長軸70㎝、
短軸60㎝、深さ34㎝を測る。各ピットの詳細については計測
表を参照されたい。
　埋土　壁際に褐色土、暗褐色土、暗灰褐色土の３層が堆積
し、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没したと考
えられる。
　遺物　本遺構から出土した遺物のうち、２点を図示した。
　１は弥生土器の複合口縁の甕で、口縁部は外反する。
　２は凝灰岩製の砥石で、長方形を呈し、表裏面及び両側面
の４面を使用している。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期後葉と考えられる。

SI17（第270・271図）
　位置　２区南東寄り、Ｈ-17グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面上の標高は
26.0～26.5ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。
　形状　遺構検出時に認識を誤り、出土遺物から本遺構は２区SI16に切られていると考えられるが、
遺存状態は良好で、平面形態は隅丸方形を呈する。規模は南西-北東長5.25ｍ、北西-南東長5.35ｍ、
確認面からの深さは最大で40㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は28.1㎡を測る。床
面は平坦で、４方の壁際には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で13基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP415、P416、
P417、P414の４基である。主柱穴間の距離はP415-P416間から時計周りの順に2.3ｍ、2.3ｍ、2.4ｍ、
2.3ｍとほぼ等間隔である。柱掘り方は円形及び楕円形を呈し、直径44～60㎝を測る。P414では直径
14㎝の柱痕跡を確認した。
　P423は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は長方形を呈し、規模は長軸
78㎝、短軸60㎝、深さ20㎝を測り、その中央には長径45㎝、短径38㎝、深さ52㎝の楕円形の掘り込み
がある。本遺構の西隅から中央ピット（P423）へ向けて溝がのびている。P431とP430は壁際に位置
していることから壁穴柱の可能性がある。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　茶灰色系土を主体とし、概ね下層より順次水平堆積していることから、自然埋没したと考え
られる。
　遺物　出土遺物は、遺構北西側の中層から下層にかけて集中しており、このうち５点を図示した（第
271図）。
　１、２は弥生土器甕である。１は口縁部が内傾し、３条の凹線が巡る。口縁下端部は斜め下方向に
拡張する。２は口縁部が外傾し、２条の平行沈線が巡る。３は甑の把手で環状を呈する。
　４～６は石器である。４、５は砥石で、いずれも長方形を呈する。４は表裏面の２面、５は表裏面
と両側面の４面を使用している。石材は４が珪岩、５が泥岩である。６は碧玉製の管玉である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期中葉と考えられる。

（S＝１：４）0 10㎝

1

2

第269図　２区SI16出土遺物
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SI21（第272・273図）
　位置　２区中央、Ｇ-15グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は25.7～26.1ｍ、
北東向きの緩斜面に位置する。北西側は２区SI14に切られており、南東側４ｍに２区SI22がある。
　形状　北西側は２区SI14に切られているが、平面形態は円形を呈する。規模は南西-北東長3.5ｍ、
南東-北西長2.25ｍ以上、確認面からの深さは最大で50㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、
床面積は10.7㎡以上を測る。床面は平坦で、壁際には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で４基検出された。このうち、主柱穴とみられるピットはP389、
P388、P354の３基で、位置的に４本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間の距離はP389-P388間が
2.0ｍ、P388-P354間が1.8ｍである。柱掘り方は楕円形を呈し、直径20～40㎝を測る。柱痕跡は確認
されなかった。

①　淡灰色土
②　茶灰色土（ローム粒が多く混じる）
③　灰茶色土（ローム粒混じり）
④　暗茶灰色土（ロームブロックが多く混じる）
⑤　暗灰茶色土
⑥　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
⑦　灰茶色土
⑧　灰褐色土（ローム粒混じり）
⑨　暗茶灰褐色土（ローム粒混じり）
⑭　暗茶灰色土（ロームブロックが多く混じる）
⑮　淡灰茶色土
⑯　淡黄灰色土
⑰　淡黄茶灰色土
⑱　灰茶色土
⑲　灰茶色土（ローム粒混じり）
⑳　淡茶灰色土（炭化物混じり）
㉑　灰茶色土
㉒　灰茶色土（ローム粒混じり）
㉓　明黄褐色土
㉔　茶灰色土（ローム粒混じり）
㉕　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
㉖　明黄褐色土
㉗　茶灰褐色土
㉘　茶灰色土（ローム粒混じり）
㉙　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
㉚　暗褐色土（ローム粒混じり）
㉛　明黄褐色土
　褐色土
　暗褐色土（ローム粒混じり）
　明黄褐色土
　茶灰色土
　明黄褐色土
　茶灰色土（ロームブロック混じり）
　明褐色土
　淡茶灰色土（ローム粒、炭化物混じり）
　灰茶色土（ローム粒混じり）
　淡茶褐色土（ローム粒、炭化物混じり）
　暗褐色土
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第270図　２区SI17

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
343 44 44 27 
414 56 54 56 
415 60 50 50 
416 48 48 34 
417 50 44 48 
423 78 60 72 
424 44 18 11 
425 28 24 25 
427 22 18 10 
728 46 32 8 
430 22 20 5 
431 28 18 10 
432 24 18 6 
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　P390は中央に位置し、
位置的に中央ピットと考え
られる。平面形態は楕円形
を呈し、規模は長軸60㎝、
短軸40㎝、深さ38㎝を測る。
中央ピットの東側には比高
差５㎝前後の段があること
から、中央ピットは当初、
二段掘りであった可能性が
ある。P388とP354との間
の床面直上には焼土が認め
られる。各ピットの詳細に
ついては計測表を参照され
たい。
　埋土　上層から暗茶灰色
土、暗灰色土、灰褐色土が
堆積し、壁際から傾斜堆積
していることから、自然埋
没したと考えられる。
　遺物　本遺構に帰属する
出土遺物は少なく、僅かに１点を図示した（第273図）。
　１は弥生土器甕で、口縁部は内傾し、４条の凹線が巡る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期前葉と考えられる。

SI22（第274図）
　位置　２区中央やや南東寄り、Ｇ-16グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は
25.6～25.9ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。南東側は２区SI19に切られており、北西側４ｍに２区
SI21がある。
　形状　北東から北西にかけては削平され、南東側は２区SI19に切られているが、平面形態は円形を
呈すると考えられる。規模は直径5.2ｍを測る。床面積は推定で28.3㎡を測り、南西側の壁際には壁溝
がある。
　本遺構に伴うピットは全部で９基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP394、P377の
２基で、位置的に４本柱構造の建物と考えられる。P394-P377間の距離は2.75ｍである。柱掘り方は
円形と楕円形を呈し、直径26～36㎝を測る。柱痕跡は確認されなかった。
　P379は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は不整な楕円形を呈し、北側
以外は２段となっている。規模は長軸90㎝、短軸80㎝、深さ30㎝を測る。各ピットの詳細については
計測表を参照されたい。
　遺物　遺物は出土しなかった。

（S＝１：４）0 10㎝

（S＝１：１）0 2㎝
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第271図　２区SI17出土遺物
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　時期　遺物が出土していないため
時期比定は困難であるが、平面形態
から、本遺構の時期は弥生時代後期
と判断した。

（２）３　　区
SI14（第275・276図）
　位置　３区南端、Ｋ-13・14グリッ
ドにまたがって検出された竪穴建物
で、その後、３区SI12に建て替えら
れる。確認面上の標高は30.6～30.7
ｍ、平坦部に位置する。
　形状　西側は３区SI６、７、12、
13に切られているが、平面形態は円
形を呈する。規模は直径5.6ｍ、確
認面からの深さは最大で30㎝を測
る。壁はやや開きながら立ち上がり、
床面積は11.0㎡以上を測る。床面は
平坦で、南側の壁際には壁溝が巡る。
主柱穴は検出できなかった。
　埋土　上層は灰茶色土、下層は褐
色系土が堆積し、概ね下層より順次
水平堆積していることから、自然埋
没したと考えられる。
　遺物　本遺構に帰属する出土遺物
は少なく、僅かに１点を図示した（第276図）。
　１は弥生土器の複合口縁の甕で、口縁部は外反気味に直立し、内
外面とも赤色塗彩が施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期中葉～後葉と
考えられる。

（３）４　　区
SS18・19・SB3（第277～282図）
　位置・形状　Ｂ～Ｃ-７～８グリッドにまたがって検出された。南北方向に張り出した尾根東側谷
頭急斜面を等高線に沿って細長く削平して構築された一連の段状遺構と竪穴建物である。（第277図）。
この一連の段状遺構は、南側が６区SS12に続き、等高線に沿って尾根を巡るように続いている。東
側斜面下方0.5ｍに４区SS22が存在する。確認面上の標高は48.4～45.5ｍを測る。この段状遺構の貼床
下層の地山上に、竪穴建物２棟（４区SS18-２・４区SS19）と掘立柱建物１棟（４区SB３）が検出さ
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第272図　２区SI21
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第273図　２区SI21出土遺物

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
354 30 20 50 
388 30 20 40 
389 40 34 34 
390 60 40 38 
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　P390は中央に位置し、
位置的に中央ピットと考え
られる。平面形態は楕円形
を呈し、規模は長軸60㎝、
短軸40㎝、深さ38㎝を測る。
中央ピットの東側には比高
差５㎝前後の段があること
から、中央ピットは当初、
二段掘りであった可能性が
ある。P388とP354との間
の床面直上には焼土が認め
られる。各ピットの詳細に
ついては計測表を参照され
たい。
　埋土　上層から暗茶灰色
土、暗灰色土、灰褐色土が
堆積し、壁際から傾斜堆積
していることから、自然埋
没したと考えられる。
　遺物　本遺構に帰属する
出土遺物は少なく、僅かに１点を図示した（第273図）。
　１は弥生土器甕で、口縁部は内傾し、４条の凹線が巡る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期前葉と考えられる。

SI22（第274図）
　位置　２区中央やや南東寄り、Ｇ-16グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は
25.6～25.9ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。南東側は２区SI19に切られており、北西側４ｍに２区
SI21がある。
　形状　北東から北西にかけては削平され、南東側は２区SI19に切られているが、平面形態は円形を
呈すると考えられる。規模は直径5.2ｍを測る。床面積は推定で28.3㎡を測り、南西側の壁際には壁溝
がある。
　本遺構に伴うピットは全部で９基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP394、P377の
２基で、位置的に４本柱構造の建物と考えられる。P394-P377間の距離は2.75ｍである。柱掘り方は
円形と楕円形を呈し、直径26～36㎝を測る。柱痕跡は確認されなかった。
　P379は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は不整な楕円形を呈し、北側
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　遺物　遺物は出土しなかった。

（S＝１：４）0 10㎝

（S＝１：１）0 2㎝

5

4

1

2
3

6

第271図　２区SI17出土遺物

― 204 ―

　時期　遺物が出土していないため
時期比定は困難であるが、平面形態
から、本遺構の時期は弥生時代後期
と判断した。

（２）３　　区
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ｍ、平坦部に位置する。
　形状　西側は３区SI６、７、12、
13に切られているが、平面形態は円
形を呈する。規模は直径5.6ｍ、確
認面からの深さは最大で30㎝を測
る。壁はやや開きながら立ち上がり、
床面積は11.0㎡以上を測る。床面は
平坦で、南側の壁際には壁溝が巡る。
主柱穴は検出できなかった。
　埋土　上層は灰茶色土、下層は褐
色系土が堆積し、概ね下層より順次
水平堆積していることから、自然埋
没したと考えられる。
　遺物　本遺構に帰属する出土遺物
は少なく、僅かに１点を図示した（第276図）。
　１は弥生土器の複合口縁の甕で、口縁部は外反気味に直立し、内
外面とも赤色塗彩が施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期中葉～後葉と
考えられる。

（３）４　　区
SS18・19・SB3（第277～282図）
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頭急斜面を等高線に沿って細長く削平して構築された一連の段状遺構と竪穴建物である。（第277図）。
この一連の段状遺構は、南側が６区SS12に続き、等高線に沿って尾根を巡るように続いている。東
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下層の地山上に、竪穴建物２棟（４区SS18-２・４区SS19）と掘立柱建物１棟（４区SB３）が検出さ
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ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
354 30 20 50 
388 30 20 40 
389 40 34 34 
390 60 40 38 
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れた。このことから本址は段状遺構と竪穴建物が有機的に存在
し、建物廃絶後も段状遺構として使用されていたことが分かる。
さらに各遺構上の硬化した面は隣接する６区SS12・４区SS22などに続いていくことから、斜面一帯
の段状遺構が同時期に使用されていたようである。以下に個別に述べることとする。

SS18（第277～280図）
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、３段程の平坦面を形成している（第278図）。南側は６
区SS12に続く。斜面下方は削平されているが、残存部での平面形は、等高線に沿って細長くのびる
形状を呈し、建物部分では凸状に平坦面が広がっている。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考
えた場合の主軸方位はＮ-66-Ｅ～Ｓ-56°-Ｅで、長軸方向は等高線に沿って大きく湾曲している。規
模は長軸35.0ｍ以上、短軸2.0～8.0ｍ、確認面からの深さは壁際で110㎝を測る。壁は開きながら立ち
上がり、平坦面は大きく３段認められた。北側の貼床下層には４区SS19が構築されており、平面形
は長方形を呈し、床面積は26.0㎡を測る。中央部の貼床下層には４区SS18-２が構築されており、平
面形は円弧状を呈し、床面積は56.5㎡を測る。南側の平坦面には４区SB３が構築されており、平面形
は長方形を呈し、床面積は12.0㎡を測る。床面は斜面下方に向かって僅かに傾斜しながらも平坦で、
面上は竪穴建物部分を中心に貼床が構築されている。面上は非常に硬化している。
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ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
327 28 24 16 
377 30 28 35 
378 50 40 23 
379 90 80 30 
380 50 39 36 
392 44 30 20 
394 36 26 32 
395 24 19 16 
396 26 14 14 
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　本址南寄り、４区SB3から3.0ｍ南の床面上に地床炉１基（P79）が検出された（第277図）。炉は平
面が楕円形を呈し、浅いくぼみを持つ燃焼部を持つ。上面は長径72㎝、短径55㎝、面上はよく焼けて
おり、炭化物が堆積している。掘り方は深さ15㎝の浅いＵ字形を呈する。
　埋土　斜面上方下層より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。埋土は個々の層上
面が平面的に非常に硬化しており、埋積段階でも通路などとして使用されていたようである。
　遺物　出土遺物の内、段状遺構に伴うものとして７点が図示し得た。（第280図）。８・13～15は弥
生土器の甕、８は複合口縁部が上下に拡張、上端が長く伸びるタイプ、13は口縁が肥厚し、端部に凹
線が施される。14・15は複合口縁上端が長く伸び、下端は形骸化するタイプである。
　20・24は弥生土器の高坏、口縁部に段を有し、20は複合口縁上端が垂直気味に立ち上がる。24は口
縁上端が水平となる。
　25は鉄製品、鎌の破片であろうか。
　時期　出土遺物からは本址の時期は弥生時代後期前葉から終末期頃と考えられるが、６区SS12 な
どとの関連性を見ると、埋没段階でも古墳時代前期までは機能していたと想定できる。これは段状遺
構が通路として継続して使用されていたことによる。
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③　黄褐色土。炭化物少量含有。
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　SB３（第278図）
　位置　Ｃ-８グリッド、４区SS18下層の地山上に検出された掘立柱建物である（第278図）。北側1.0
ｍの同一面上に４区SS18-２が構築されている。確認面上の標高は45.9～45.5ｍを測る。
　形状　P１・P３・P５・P６による一間四方の建物と推測される。主軸方位はＮ-74°-Ｅで、等高線
にほぼ直交する。柱間寸法は1.9～2.0ｍ、床面積は3.8㎡を測る。柱掘り方は直径18～30㎝の円形を呈
する。柱痕跡は確認されなかった。このうちP１埋土中に甕が出土した。この他、本址に伴うピット
は３基検出されている。このうちP２・P４は西側の柱通りに並ぶものであり、構造材に伴うもので
ある可能性がある。詳細はピット計測表を参照されたい。本址は４区SS18の下層に構築されており、
段状遺構上に竪穴建物とセットで存在していたと思われる。
　埋土　暗赤褐色土を主体とし、柱痕などは検出されなかった。
　遺物　本址出土遺物のうちP１から出土の１点が図示し得た（第280図）。26は弥生土器の甕、内傾
する口縁端部は上下に僅かに拡張する。
　時期　出土遺物と形状から、本址は弥生時代後期前葉の掘立柱建物と考えられる。　　　　

SS18-２（第278～280図）
　位置　Ｂ-８グリッド、４区SS18下層の地山上に検出された竪穴建物である。南側1.0ｍの同一面上
に４区SB３が構築されている。北側斜面上方14ｍに４区SS４が存在する。確認面上の標高は48.4～
45.5ｍを測る。
　形状　４区SS18の下層に構築されており、形状から段状遺構上に掘立柱建物とセットで存在して
いたと思われる。斜面下方は削平されているが、遺存状態は良好で、平面形は隅丸方形を呈する。主
軸方位はＮ-66°-Ｅである。規模は南北長5.1ｍ、東西長4.5ｍ以上、確認面からの深さは最大で140㎝
を測る。壁面はやや開きながら立ち上がり、床面積は14.0㎡を測る。床面は平坦で、ほぼ全体に暗褐
色土による貼床が約５㎝の厚さで構築されている。面上は非常に硬化しており、中央ピット周辺に炭
化物の堆積が認められた。
　本址に伴うピットは全部で10基検出された。位置や形状からP118・P119・P123・P127を主柱穴と
する４本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間距離は南北間が2.5ｍ、東西間が2.4ｍを測る。柱痕跡
はP127に直径15㎝のものが認められた。柱掘方は40～45㎝を測る。また、P120はテラス状の掘り込
みを持つピットで、位置的に中央ピットと考えられる。各ピットの詳細については計測表を参照され
たい。壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。この壁溝は北壁の斜面下方側では壁からやや離れた部
分に掘り込まれている。幅30～40㎝、深さ15㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦で深
さ10～15㎝程の壁溝内ピット４基が掘り込まれている。さらに斜面上方西壁中央部の壁溝から中央
ピットに繋がる溝が掘り込まれている。平面形はやや弧を描き、幅18～25㎝、深さ５㎝、断面はＵ字
形を呈する。形状から排水などの用途を持つ溝であろうか。溝埋土は暗黄褐色土を主体とし、炭化物
を多く含有する。
　本址斜面の高位側では、４区SS18の段状遺構を利用して竪穴部の外周の地山を削り、幅100～140
㎝程の半円形の平坦面が巡っている。このテラス部分の壁面直下には幅40～60㎝、深さ20㎝程の溝が
掘り込まれている。この溝の埋土を観察すると、掘方部分の埋土である赤褐色土（㉑層）がオーバー
ハングして堆積していることから、本址は垂木を竪穴外周部の壁面に斜めに配する伏屋式の構造が考
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　SB３（第278図）
　位置　Ｃ-８グリッド、４区SS18下層の地山上に検出された掘立柱建物である（第278図）。北側1.0
ｍの同一面上に４区SS18-２が構築されている。確認面上の標高は45.9～45.5ｍを測る。
　形状　P１・P３・P５・P６による一間四方の建物と推測される。主軸方位はＮ-74°-Ｅで、等高線
にほぼ直交する。柱間寸法は1.9～2.0ｍ、床面積は3.8㎡を測る。柱掘り方は直径18～30㎝の円形を呈
する。柱痕跡は確認されなかった。このうちP１埋土中に甕が出土した。この他、本址に伴うピット
は３基検出されている。このうちP２・P４は西側の柱通りに並ぶものであり、構造材に伴うもので
ある可能性がある。詳細はピット計測表を参照されたい。本址は４区SS18の下層に構築されており、
段状遺構上に竪穴建物とセットで存在していたと思われる。
　埋土　暗赤褐色土を主体とし、柱痕などは検出されなかった。
　遺物　本址出土遺物のうちP１から出土の１点が図示し得た（第280図）。26は弥生土器の甕、内傾
する口縁端部は上下に僅かに拡張する。
　時期　出土遺物と形状から、本址は弥生時代後期前葉の掘立柱建物と考えられる。　　　　

SS18-２（第278～280図）
　位置　Ｂ-８グリッド、４区SS18下層の地山上に検出された竪穴建物である。南側1.0ｍの同一面上
に４区SB３が構築されている。北側斜面上方14ｍに４区SS４が存在する。確認面上の標高は48.4～
45.5ｍを測る。
　形状　４区SS18の下層に構築されており、形状から段状遺構上に掘立柱建物とセットで存在して
いたと思われる。斜面下方は削平されているが、遺存状態は良好で、平面形は隅丸方形を呈する。主
軸方位はＮ-66°-Ｅである。規模は南北長5.1ｍ、東西長4.5ｍ以上、確認面からの深さは最大で140㎝
を測る。壁面はやや開きながら立ち上がり、床面積は14.0㎡を測る。床面は平坦で、ほぼ全体に暗褐
色土による貼床が約５㎝の厚さで構築されている。面上は非常に硬化しており、中央ピット周辺に炭
化物の堆積が認められた。
　本址に伴うピットは全部で10基検出された。位置や形状からP118・P119・P123・P127を主柱穴と
する４本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間距離は南北間が2.5ｍ、東西間が2.4ｍを測る。柱痕跡
はP127に直径15㎝のものが認められた。柱掘方は40～45㎝を測る。また、P120はテラス状の掘り込
みを持つピットで、位置的に中央ピットと考えられる。各ピットの詳細については計測表を参照され
たい。壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。この壁溝は北壁の斜面下方側では壁からやや離れた部
分に掘り込まれている。幅30～40㎝、深さ15㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦で深
さ10～15㎝程の壁溝内ピット４基が掘り込まれている。さらに斜面上方西壁中央部の壁溝から中央
ピットに繋がる溝が掘り込まれている。平面形はやや弧を描き、幅18～25㎝、深さ５㎝、断面はＵ字
形を呈する。形状から排水などの用途を持つ溝であろうか。溝埋土は暗黄褐色土を主体とし、炭化物
を多く含有する。
　本址斜面の高位側では、４区SS18の段状遺構を利用して竪穴部の外周の地山を削り、幅100～140
㎝程の半円形の平坦面が巡っている。このテラス部分の壁面直下には幅40～60㎝、深さ20㎝程の溝が
掘り込まれている。この溝の埋土を観察すると、掘方部分の埋土である赤褐色土（㉑層）がオーバー
ハングして堆積していることから、本址は垂木を竪穴外周部の壁面に斜めに配する伏屋式の構造が考
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第280図　４区SS18出土遺物
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えられる。また、この部分の西壁中央部にP110が検出された。位置的に見てこのピットは構造材に
関係する柱穴と考えられる。
　埋土　赤褐色土および黒褐色土を主体とし、下層より順次正層堆積していることから、自然埋没し
た状況が考えられる。なお、個々の堆積層の上面は硬化しており、建物廃絶後の埋没段階でも、段状
遺構として機能していたようである。
　遺物　本址出土遺物のうち、弥生土器18点が図示し得た。（第280図）。１は西側のテラス部分から、
４・９・12・19・21は北側のテラス部分から、それ以外は竪穴建物内からの出土である。１・２は弥
生土器の壺、１は複合口縁の上端は長く拡張し、直立する。２は複合口縁上端はやや内傾気味に立ち
上がり、端部は外反する。３・４は小型の壺、単口縁で口縁は外反する。５は短頸壺、小型で球胴の
体部に短く直立する口縁部が付く。６は甕、平底に体部最大径を胴上部に持ち、複合口縁部上端は長
く伸び、外反する。頸部に櫛状工具による列点文が施される。７は土師器の壺、平底に肩が張る器形
で複合口縁上端は大きく外反する。９～17は甕、複合口縁で端部が上下に拡張されるタイプと、上端
が長く拡張するタイプ及び口縁部が肥厚し端部に凹線が施されるタイプがある。18は注口土器の注口
部、19は把手で肩部に斜めにつく。
　21～23は器台、複合口縁のものと脚端部が肥厚するものがある。
　時期　出土遺物から、本址の時期は弥生時代後期前葉～終末期頃と考えられる。

SS19（第277・281・282図）
　位置　A-８グリッド、４区SS18北側、４区SS18-２北側４ｍに構築された段状遺構である（第281図）。
　形状　斜面の高位側の岩盤をL字状にカットして平坦面を造成している。平面形は長方形を呈する。
傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-62°-Ｗである。規模は長軸8.0ｍ、
短軸2.2ｍ、確認面からの深さは30㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、斜面上方では段差を
持ち漏斗状に開いて立ち上がる。床面積は6.4㎡を測る。床面は斜面下方に向かって傾斜しながらも
平坦で、全体に非常に硬化した貼床（②層）が検出された。この貼床を剥したところ、中央部におい
て地山を10㎝ほど掘り込んだ段差が検出された。埋土の観察から、古い時期の段状遺構と考えられる。
この他、本址に伴うピットや溝などは検出されなかった。
　本址は、少なくとも新旧２時期以上の使用段階があったと考えられる。また、上位の貼床の南東側
は古い時期の遺構の外にまで貼られており、斜面下方の４区SS22に続いていく様相を呈する。この
ことから、本址は４区SS22とも同時期性のある遺構と考えられる。
　埋土　暗褐色土を主体とし、貼床構成土にはロームブロックが多く含まれる。
　遺物　本址からの出土遺物のうち弥生土器、石器など７点が図示し得た（第282図）。１・２は壺、
１は複合口縁上端が長く上方に拡張される。２は平底で外底面には棒状工具によるミガキが圧痕の様
に施される。３～５は甕、複合口縁部は上下に拡張し、上端が長く垂直気味に立ち上がる。６は注口
土器の把手、断面形は方形を呈する。
　７はデイサイト製の磨石、サイコロ状の素材の全体を使用している。
　時期・性格　出土遺物からは本址の時期は弥生時代後期後半頃と考えられるが、６区SS12や４区
SS22との関連なども想定すると、古墳時代前期までは使用された段状遺構と考えられる。
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SS13（第283～288図）
　位置　‒Ａ～Ｃ-９～10グリッド、南北方向に張り出した尾根東側谷頭斜面に検出された段状遺構と
竪穴建物である。（第283図）。同一等高線上の南側に４区SS24が続く。西側斜面上方2.0ｍに４区SS８・
22が、東側斜面下方1.0ｍには４区SS16が存在する。確認面上の標高は42.7～39.3ｍを測る。本址は急

①　暗褐色土。
②　暗褐色土、締まり・粘性強い。黄褐色ブロック多量に含有。
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第281図　４区SS19

第282図　４区SS19出土遺物

― 213 ―

CW6_TY091_P197_D05-01_02_第１分冊.indd   212 2015/03/04   18:16:33



えられる。また、この部分の西壁中央部にP110が検出された。位置的に見てこのピットは構造材に
関係する柱穴と考えられる。
　埋土　赤褐色土および黒褐色土を主体とし、下層より順次正層堆積していることから、自然埋没し
た状況が考えられる。なお、個々の堆積層の上面は硬化しており、建物廃絶後の埋没段階でも、段状
遺構として機能していたようである。
　遺物　本址出土遺物のうち、弥生土器18点が図示し得た。（第280図）。１は西側のテラス部分から、
４・９・12・19・21は北側のテラス部分から、それ以外は竪穴建物内からの出土である。１・２は弥
生土器の壺、１は複合口縁の上端は長く拡張し、直立する。２は複合口縁上端はやや内傾気味に立ち
上がり、端部は外反する。３・４は小型の壺、単口縁で口縁は外反する。５は短頸壺、小型で球胴の
体部に短く直立する口縁部が付く。６は甕、平底に体部最大径を胴上部に持ち、複合口縁部上端は長
く伸び、外反する。頸部に櫛状工具による列点文が施される。７は土師器の壺、平底に肩が張る器形
で複合口縁上端は大きく外反する。９～17は甕、複合口縁で端部が上下に拡張されるタイプと、上端
が長く拡張するタイプ及び口縁部が肥厚し端部に凹線が施されるタイプがある。18は注口土器の注口
部、19は把手で肩部に斜めにつく。
　21～23は器台、複合口縁のものと脚端部が肥厚するものがある。
　時期　出土遺物から、本址の時期は弥生時代後期前葉～終末期頃と考えられる。

SS19（第277・281・282図）
　位置　A-８グリッド、４区SS18北側、４区SS18-２北側４ｍに構築された段状遺構である（第281図）。
　形状　斜面の高位側の岩盤をL字状にカットして平坦面を造成している。平面形は長方形を呈する。
傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-62°-Ｗである。規模は長軸8.0ｍ、
短軸2.2ｍ、確認面からの深さは30㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、斜面上方では段差を
持ち漏斗状に開いて立ち上がる。床面積は6.4㎡を測る。床面は斜面下方に向かって傾斜しながらも
平坦で、全体に非常に硬化した貼床（②層）が検出された。この貼床を剥したところ、中央部におい
て地山を10㎝ほど掘り込んだ段差が検出された。埋土の観察から、古い時期の段状遺構と考えられる。
この他、本址に伴うピットや溝などは検出されなかった。
　本址は、少なくとも新旧２時期以上の使用段階があったと考えられる。また、上位の貼床の南東側
は古い時期の遺構の外にまで貼られており、斜面下方の４区SS22に続いていく様相を呈する。この
ことから、本址は４区SS22とも同時期性のある遺構と考えられる。
　埋土　暗褐色土を主体とし、貼床構成土にはロームブロックが多く含まれる。
　遺物　本址からの出土遺物のうち弥生土器、石器など７点が図示し得た（第282図）。１・２は壺、
１は複合口縁上端が長く上方に拡張される。２は平底で外底面には棒状工具によるミガキが圧痕の様
に施される。３～５は甕、複合口縁部は上下に拡張し、上端が長く垂直気味に立ち上がる。６は注口
土器の把手、断面形は方形を呈する。
　７はデイサイト製の磨石、サイコロ状の素材の全体を使用している。
　時期・性格　出土遺物からは本址の時期は弥生時代後期後半頃と考えられるが、６区SS12や４区
SS22との関連なども想定すると、古墳時代前期までは使用された段状遺構と考えられる。
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SS13（第283～288図）
　位置　‒Ａ～Ｃ-９～10グリッド、南北方向に張り出した尾根東側谷頭斜面に検出された段状遺構と
竪穴建物である。（第283図）。同一等高線上の南側に４区SS24が続く。西側斜面上方2.0ｍに４区SS８・
22が、東側斜面下方1.0ｍには４区SS16が存在する。確認面上の標高は42.7～39.3ｍを測る。本址は急

①　暗褐色土。
②　暗褐色土、締まり・粘性強い。黄褐色ブロック多量に含有。
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斜面上に等高線に沿って細長く構築された段状遺構である。この遺構上位の貼床の下層から２棟の竪
穴建物（４区SS13-１・２）が検出された。このことから本址は３段の段状遺構と竪穴建物が有機的
に存在し、建物廃絶後も段状遺構として使用されていたことが分かる。以下に個別に述べることとす
る。

SS13（第283・284・288図）
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、２～３段の平坦面を形成している（第283図）。地山上
の４区SS13-１・２の上層に構築される。斜面下方は削平されているが、残存部での平面形は等高線
に沿って細長くのびる長方形を呈する。北側はさらに調査区外に広がる。傾斜面の等高線に直交する
方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-80°-Ｗ～S-44°-Ｗで、長軸方向は等高線に沿って湾曲して
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第283図　４区SS13平面図
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いる。規模は長軸32.0ｍ以上、短軸7.5ｍ、確認面からの深さは壁際で180㎝を測る。壁は開きながら
立ち上がり、床面積は上段で64.0㎡以上、下段で36.0㎡以上を測る。上段と下段の比高差は明瞭な部
分で50㎝を測る。面は斜面下方に向かって僅かに傾斜しながらも平坦で、面上は竪穴建物部分を中心
に貼床が構築されている。面上は非常に硬化している。
　埋土　急斜面であり、埋土は薄いが、上段から下段に向かって３回の建て替えの様相を呈する。下
層より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。埋土は個々の層上面が平面的に非常に

0 2m（S＝１：80）
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①　黄褐色土。粘性弱い。白色パミス少量含
有。

②　暗褐色土。黄褐色ブロック多量、炭化物
少量含有。

③　暗褐色土。黄褐色土少量、炭化物粒多量
に含有。

④　暗褐色土。黄褐色土多量に含有。
⑤　黄褐色土。暗褐色土多量、白色パミス少
量含有。

⑥　黄褐色土。白色パミス多量に含有。
⑦　暗黄褐色土、締まり・粘性弱い。
⑧　淡褐灰色土。
⑨　黒灰色土。
⑩　暗褐色土。炭化物が僅かに含有。
⑪　淡灰茶色土。
⑫　淡灰茶色土。ローム粒、炭化物僅かに含
有。

⑬　灰褐色土。ローム小ブロック含有。
⑭　淡灰褐色土。
⑮　暗褐色土。
⑯　黒褐色土、締まりやや有り。粘性弱い。
炭化物、焼土粒、土器片多量に含有。

⑰　暗黄褐色土、締まり・粘性強い。黄褐色
ブロック多量に含有。硬化面。

⑱　黒褐色土、締まりやや有り。粘性弱い。
土器片少量含有。

⑲　暗褐色土、締まり・粘性強い。黒褐色粒
少量含有。

⑳　暗褐色土。
㉑　暗黄褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
㉒　暗黄褐色土。焼土粒、土器片僅かに含有。
㉓　暗黄褐色土、締まり・粘性強い。黄褐色
ブロック多量に含有。硬化面。

㉔　暗黄褐色土、締まり・粘性強い。炭化物
少量含有。

㉕　暗褐色土。黄褐色ブロック非常に多量に
含有。

㉖　茶褐色土。
㉗　茶褐色土。上面硬化
㉘　茶褐色土。粘性弱い。
㉙　茶褐色土、締まり・粘性やや有り。黄褐
色粒少量含有。

第284図　４区SS13断面図
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斜面上に等高線に沿って細長く構築された段状遺構である。この遺構上位の貼床の下層から２棟の竪
穴建物（４区SS13-１・２）が検出された。このことから本址は３段の段状遺構と竪穴建物が有機的
に存在し、建物廃絶後も段状遺構として使用されていたことが分かる。以下に個別に述べることとす
る。

SS13（第283・284・288図）
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、２～３段の平坦面を形成している（第283図）。地山上
の４区SS13-１・２の上層に構築される。斜面下方は削平されているが、残存部での平面形は等高線
に沿って細長くのびる長方形を呈する。北側はさらに調査区外に広がる。傾斜面の等高線に直交する
方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-80°-Ｗ～S-44°-Ｗで、長軸方向は等高線に沿って湾曲して
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いる。規模は長軸32.0ｍ以上、短軸7.5ｍ、確認面からの深さは壁際で180㎝を測る。壁は開きながら
立ち上がり、床面積は上段で64.0㎡以上、下段で36.0㎡以上を測る。上段と下段の比高差は明瞭な部
分で50㎝を測る。面は斜面下方に向かって僅かに傾斜しながらも平坦で、面上は竪穴建物部分を中心
に貼床が構築されている。面上は非常に硬化している。
　埋土　急斜面であり、埋土は薄いが、上段から下段に向かって３回の建て替えの様相を呈する。下
層より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。埋土は個々の層上面が平面的に非常に

0 2m（S＝１：80）

H＝43.0m
D
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㉖
㉔

㉓
㉑

㉕ ㉒

③

④ ① ②
⑦

⑥
⑤

①　黄褐色土。粘性弱い。白色パミス少量含
有。

②　暗褐色土。黄褐色ブロック多量、炭化物
少量含有。

③　暗褐色土。黄褐色土少量、炭化物粒多量
に含有。

④　暗褐色土。黄褐色土多量に含有。
⑤　黄褐色土。暗褐色土多量、白色パミス少
量含有。

⑥　黄褐色土。白色パミス多量に含有。
⑦　暗黄褐色土、締まり・粘性弱い。
⑧　淡褐灰色土。
⑨　黒灰色土。
⑩　暗褐色土。炭化物が僅かに含有。
⑪　淡灰茶色土。
⑫　淡灰茶色土。ローム粒、炭化物僅かに含
有。

⑬　灰褐色土。ローム小ブロック含有。
⑭　淡灰褐色土。
⑮　暗褐色土。
⑯　黒褐色土、締まりやや有り。粘性弱い。
炭化物、焼土粒、土器片多量に含有。

⑰　暗黄褐色土、締まり・粘性強い。黄褐色
ブロック多量に含有。硬化面。

⑱　黒褐色土、締まりやや有り。粘性弱い。
土器片少量含有。

⑲　暗褐色土、締まり・粘性強い。黒褐色粒
少量含有。

⑳　暗褐色土。
㉑　暗黄褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
㉒　暗黄褐色土。焼土粒、土器片僅かに含有。
㉓　暗黄褐色土、締まり・粘性強い。黄褐色
ブロック多量に含有。硬化面。

㉔　暗黄褐色土、締まり・粘性強い。炭化物
少量含有。

㉕　暗褐色土。黄褐色ブロック非常に多量に
含有。

㉖　茶褐色土。
㉗　茶褐色土。上面硬化
㉘　茶褐色土。粘性弱い。
㉙　茶褐色土、締まり・粘性やや有り。黄褐
色粒少量含有。

第284図　４区SS13断面図
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硬化しており、埋積段階でも通路などとして使用されていたようである。
　遺物　本址埋土中からは４点の出土遺物が図示し得た。（第288図）。９は小型の甕、平底の底部に
体部は球胴気味、口縁は屈曲して外反する。14は黒曜石製のスクレイパー、剥片の上下側縁に両面か
ら細かい連続剥離を加えている。上下端とも使用による潰れが認められる。15は珪化木製の磨製石斧、
柄の部分と思われる。20は弥生土器の器台、複合口縁端部は上下に拡張され凹線が施される。
　時期　出土遺物は層位的に見て、遺構廃絶後の土器が主体であり、本址の時期を明瞭に示すもので
はない。ただし下層出土の４区SS13-１・２の出土遺物も鑑みると、本址の時期は弥生時代後期中葉
から後期後葉と考えられる。

SS13-１（第285・286・288図）
　位置　A-９～10グリッド、４区SS13下層の地山上に構築された竪穴建物である。同一平坦面の南
側10ｍに４区SS13-２が存在する。南西斜面上方12ｍに４区SS18が存在する。確認面上の標高は42.3
～40.3ｍを測る。
　形状　細長い段状遺構の下段に構築されており、段状遺構とセットで存在していたと思われる。斜
面下方は削平されているが、遺存状態は良好で、平面形は円形に近い胴張隅丸方形を呈する。主軸方
位はＮ-28°-Ｅである。規模は南北長4.9ｍ、東西長3.8ｍ以上、確認面からの深さは最大で135㎝を測る。
壁面はやや開きながら立ち上がり、床面積は32.1㎡を測る。床面は平坦で、全体に暗褐色土による硬
化した貼床が約５㎝の厚さで認められた。また、床面中央のP131の北側には地床炉１基が検出された。
　炉は平面が楕円形を呈し、上下２枚の燃焼部を持つ（第286図）。上面は長径78㎝、短径58㎝、面上
はよく焼けている。下面は長径73㎝、短径46㎝、中心部には炭化物がドーナツ状に堆積している。燃
焼部北西側の床面上にも炭化物の広がりが認められるが、これは燃焼部から掻き出されたものであろ
うか。掘り方は深さ５㎝の浅いくぼみを持つ。
　本址に伴うピットは全部で18基検出された。位置や形状から、P122・P126・P147・P148を主柱穴
とする４本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間距離は南北間が2.0～2.4ｍ、東西間が2.4ｍを測り、
斜面上方の西側の柱間寸法がやや短い。柱痕跡は認められなかった。また、P128・P130の掘方はや
や浅いが、位置的に見て東側の主柱穴の建て替えの可能性がある。柱掘方は30～40㎝を測る。P147
は中位に方形の台石（16）を転用した礎石が検出された。また、P131はテラス状の掘り込みを持つピッ
トで、位置的に中央ピットと考えられる。このほか貼床面上には直径５㎝程の小ピットが多数掘り込
まれている。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡
る。幅20～25㎝、深さ15㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦である。この壁溝は斜面
下方側では壁からやや離れた部分に掘り込まれている。また、中央ピットから主柱穴P126南肩を通り、
壁溝に向かってやや弧を描く溝が掘り込まれている。幅15㎝、深さ15㎝、断面はＵ字形を呈する。形
状から排水などの用途を持つ溝で本来的には壁溝に繋がっていたものと推測される。溝埋土は暗褐色
土を主体とし、焼土粒・炭化物を多く含有している。
　本址斜面の高位側では竪穴部の外周の地山を削り、幅50～80㎝程のテラス状の平坦面が巡っている。
このテラス部分の中央部には直径20～30㎝、深さ20㎝程のピット２基（P142・P143）が掘り込まれ
ている。以上のことから、本址は垂木を竪穴外周部の壁面に配する伏屋式の構造が考えられる。
　埋土　黒褐色土および黄褐色土を主体とし、床面直上には炭化物及び焼土が堆積していることから
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①　黄褐色土。粘性弱い。
②　暗褐色土＋黄褐色土。粘性弱い。炭化物多量含有。
③　黒褐色土。炭化物ブロック、焼土粒非常に多量含有。
④　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
⑤　暗褐色土＋黄褐色土。炭化物多量含有。
⑥　黒褐色土。炭化物少量・黄褐色土ブロック多量に含有。
⑦　黄褐色土、締まりやや有り。粘性弱い。黒褐色土少量含有。
⑧　黒褐色土。炭化物少量含有。
⑨　赤褐色土。炭化物・黒褐色土少量含有。
⑩　赤褐色土。暗褐色土少量含有。
⑪　赤褐色土。炭化物少量含有。
⑫　黒褐色土。黄褐色土ブロック多量含有。
⑬　黒褐色土。黄褐色粒・赤褐色粒・炭化物ブロック少量含有。上面硬化。
⑭　黄褐色土、締まり強い。暗褐色土、炭化物少量含有。
⑮　赤褐色土、締まり強い。暗褐色土少量含有。上面非常に硬化。
⑯　暗褐色土、締まり強い。赤褐色土・炭化物多量含有。
⑰　黒褐色土、締まり強い。炭化物・黄褐色土多量含有。
⑱　赤褐色土、締まりやや有り。炭化物少量含有。
⑲　赤褐色土、締まり弱い。炭化物少量含有。
⑳　黒褐色土。炭化物ブロック・焼土粒多量含有。
㉑　暗褐色土。黄褐色土ブロック・炭化物粒多量含有。
㉒　暗褐色土。黄褐色土ブロック多量、炭化物粒少量含有。
㉓　黄褐色土。暗褐色土・炭化物多量含有。
㉔　黄褐色土。黒褐色土ブロック含有。
㉕　焼土層。赤色、締まり弱い。

第285図　４区SS13-１

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
122 44 38 54 
124 21 18 6 
125 27 22 10 
126 40 38 28 
128 28 24 26 
130 36 32 22 
131 82 66 54 
138 20 18 16 
139 14 10 5 
141 12 11 3 
142 34 28 17 
143 28 20 10 
144 34 25 10 
145 26 22 19 
146 52 34 20 
147 30 26 64 
148 40 36 46 
149 16 13 8 
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硬化しており、埋積段階でも通路などとして使用されていたようである。
　遺物　本址埋土中からは４点の出土遺物が図示し得た。（第288図）。９は小型の甕、平底の底部に
体部は球胴気味、口縁は屈曲して外反する。14は黒曜石製のスクレイパー、剥片の上下側縁に両面か
ら細かい連続剥離を加えている。上下端とも使用による潰れが認められる。15は珪化木製の磨製石斧、
柄の部分と思われる。20は弥生土器の器台、複合口縁端部は上下に拡張され凹線が施される。
　時期　出土遺物は層位的に見て、遺構廃絶後の土器が主体であり、本址の時期を明瞭に示すもので
はない。ただし下層出土の４区SS13-１・２の出土遺物も鑑みると、本址の時期は弥生時代後期中葉
から後期後葉と考えられる。

SS13-１（第285・286・288図）
　位置　A-９～10グリッド、４区SS13下層の地山上に構築された竪穴建物である。同一平坦面の南
側10ｍに４区SS13-２が存在する。南西斜面上方12ｍに４区SS18が存在する。確認面上の標高は42.3
～40.3ｍを測る。
　形状　細長い段状遺構の下段に構築されており、段状遺構とセットで存在していたと思われる。斜
面下方は削平されているが、遺存状態は良好で、平面形は円形に近い胴張隅丸方形を呈する。主軸方
位はＮ-28°-Ｅである。規模は南北長4.9ｍ、東西長3.8ｍ以上、確認面からの深さは最大で135㎝を測る。
壁面はやや開きながら立ち上がり、床面積は32.1㎡を測る。床面は平坦で、全体に暗褐色土による硬
化した貼床が約５㎝の厚さで認められた。また、床面中央のP131の北側には地床炉１基が検出された。
　炉は平面が楕円形を呈し、上下２枚の燃焼部を持つ（第286図）。上面は長径78㎝、短径58㎝、面上
はよく焼けている。下面は長径73㎝、短径46㎝、中心部には炭化物がドーナツ状に堆積している。燃
焼部北西側の床面上にも炭化物の広がりが認められるが、これは燃焼部から掻き出されたものであろ
うか。掘り方は深さ５㎝の浅いくぼみを持つ。
　本址に伴うピットは全部で18基検出された。位置や形状から、P122・P126・P147・P148を主柱穴
とする４本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間距離は南北間が2.0～2.4ｍ、東西間が2.4ｍを測り、
斜面上方の西側の柱間寸法がやや短い。柱痕跡は認められなかった。また、P128・P130の掘方はや
や浅いが、位置的に見て東側の主柱穴の建て替えの可能性がある。柱掘方は30～40㎝を測る。P147
は中位に方形の台石（16）を転用した礎石が検出された。また、P131はテラス状の掘り込みを持つピッ
トで、位置的に中央ピットと考えられる。このほか貼床面上には直径５㎝程の小ピットが多数掘り込
まれている。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡
る。幅20～25㎝、深さ15㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦である。この壁溝は斜面
下方側では壁からやや離れた部分に掘り込まれている。また、中央ピットから主柱穴P126南肩を通り、
壁溝に向かってやや弧を描く溝が掘り込まれている。幅15㎝、深さ15㎝、断面はＵ字形を呈する。形
状から排水などの用途を持つ溝で本来的には壁溝に繋がっていたものと推測される。溝埋土は暗褐色
土を主体とし、焼土粒・炭化物を多く含有している。
　本址斜面の高位側では竪穴部の外周の地山を削り、幅50～80㎝程のテラス状の平坦面が巡っている。
このテラス部分の中央部には直径20～30㎝、深さ20㎝程のピット２基（P142・P143）が掘り込まれ
ている。以上のことから、本址は垂木を竪穴外周部の壁面に配する伏屋式の構造が考えられる。
　埋土　黒褐色土および黄褐色土を主体とし、床面直上には炭化物及び焼土が堆積していることから
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①　黄褐色土。粘性弱い。
②　暗褐色土＋黄褐色土。粘性弱い。炭化物多量含有。
③　黒褐色土。炭化物ブロック、焼土粒非常に多量含有。
④　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
⑤　暗褐色土＋黄褐色土。炭化物多量含有。
⑥　黒褐色土。炭化物少量・黄褐色土ブロック多量に含有。
⑦　黄褐色土、締まりやや有り。粘性弱い。黒褐色土少量含有。
⑧　黒褐色土。炭化物少量含有。
⑨　赤褐色土。炭化物・黒褐色土少量含有。
⑩　赤褐色土。暗褐色土少量含有。
⑪　赤褐色土。炭化物少量含有。
⑫　黒褐色土。黄褐色土ブロック多量含有。
⑬　黒褐色土。黄褐色粒・赤褐色粒・炭化物ブロック少量含有。上面硬化。
⑭　黄褐色土、締まり強い。暗褐色土、炭化物少量含有。
⑮　赤褐色土、締まり強い。暗褐色土少量含有。上面非常に硬化。
⑯　暗褐色土、締まり強い。赤褐色土・炭化物多量含有。
⑰　黒褐色土、締まり強い。炭化物・黄褐色土多量含有。
⑱　赤褐色土、締まりやや有り。炭化物少量含有。
⑲　赤褐色土、締まり弱い。炭化物少量含有。
⑳　黒褐色土。炭化物ブロック・焼土粒多量含有。
㉑　暗褐色土。黄褐色土ブロック・炭化物粒多量含有。
㉒　暗褐色土。黄褐色土ブロック多量、炭化物粒少量含有。
㉓　黄褐色土。暗褐色土・炭化物多量含有。
㉔　黄褐色土。黒褐色土ブロック含有。
㉕　焼土層。赤色、締まり弱い。

第285図　４区SS13-１

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
122 44 38 54 
124 21 18 6 
125 27 22 10 
126 40 38 28 
128 28 24 26 
130 36 32 22 
131 82 66 54 
138 20 18 16 
139 14 10 5 
141 12 11 3 
142 34 28 17 
143 28 20 10 
144 34 25 10 
145 26 22 19 
146 52 34 20 
147 30 26 64 
148 40 36 46 
149 16 13 8 
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廃絶時に火を受けたものと考えられる。また、下層より
順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考
えられる。なお、⑮・⑯層上面は非常に硬化しており、
建物廃絶後の埋没段階でも、段状遺構として継続して機
能したようである。
　遺物　本址出土遺物のうち13点が図示し得た。（第288
図）。１～４は弥生土器の壺、頸部は緩やかに屈曲し、
複合口縁端部が上下に拡張されるタイプと、上端が長く
拡張するタイプがある。10は鉢、丸味を持つ体部に頸部
は屈曲、口縁は大きく外反する。11・12は器台、脚端部
は段を持つ。13は棒状の鉄製品、釘であろうか。16は凝
灰角礫岩製の台石、破片であるが上面に磨痕及び敲打痕
が認められる。主柱穴の礎石に転用されていた。
　時期　出土遺物から本址の時期は弥生時代後期中葉～
後葉と考えられる。

SS13-２（第287・288図）
　位置　Ｂ～Ｃ-９グリッド、４区SS13下層、４区
SS13-１南側10.0ｍの同一平坦面上に構築された段状遺
構である（第287図）。
　形状　斜面の高位側の岩盤をL字状にカットして平坦
面を造成している。平面形は長方形を呈する。傾斜面の
等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位は
Ｎ-13°-Ｗである。規模は長軸3.6ｍ、短軸2.5ｍ、確認面
からの深さは70㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上が
り、南壁側では段差を持ち漏斗状に開いて立ち上がる。床面積は6.4㎡を測る。床面は平坦でやや硬
化している。
　本址に伴うと思われるピットは10基である。いずれも平面形は楕円形を呈する。このうち、斜面上
方寄りの床面中央にP109が検出された。位置的に中央ピットと考えられる。詳細はピット計測表を
参照されたい。
　また、斜面上方の西壁直下に幅15～35㎝、深さ10㎝の溝が検出された。中央部が途切れているが、
形状から壁溝と考えられる。
　埋土　暗褐色土を主体とし、下層より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。なお、
埋土上面には貼床が構築されており、本址廃絶後も段状遺構として使用されていたようである。
　遺物　本址からの出土遺物のうち３点が図示し得た（第288図）。17・18は弥生土器の甕、複合口縁
部は上下に拡張し、17は上端が長く垂直気味に立ち上がり、18は上端が内傾する。19は安山岩製の砥
石、仕上砥で表面と両側縁と上面が使用されている。
　時期　出土遺物から、本址は弥生時代後期中葉から後期後葉にかけて使用された段状遺構と考えら

0 50㎝（S＝１：20）

下面

上面

H＝40.4m
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①

①　黄褐色土、炭化物少量含有。

第286図　４区SS13炉
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①　黄褐色土。白色パミス少量含有。
②　暗褐色土。黄褐色ブロック多量、炭化物少量含有。
③　暗褐色土。黄褐色土少量、焼土粒、炭化物粒多量に含有。
④　暗褐色土。黄褐色土多量に含有。
⑤　黄褐色土。暗褐色土多量、白色パミス少量含有。
⑥　黄褐色土。白色パミス多量に含有。
⑦　暗黄褐色土、締まり・粘性弱い。
⑧　暗褐色土。
⑨　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。炭化物多量に含有。
⑩　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。ロームブロック含有。
⑪　黄褐色土。ローム粒多量に含有。
⑫　黒褐色土。黄褐色ブロック含有。
⑬　黄褐色土。暗褐色土、炭化物少量含有。
⑭　黄褐色土。ローム粒、黒褐色土少量含有。
⑮　暗褐色土。黄褐色ブロック少量含有。
⑯　淡褐灰色土
⑰　暗褐色土。
⑱　黄褐色土。暗褐色粒多量に含有。
⑲　淡褐灰色土
⑳　淡灰茶色土
㉑　淡褐灰色土
㉒　暗褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
㉓　黄褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
㉔　赤褐色土。
㉕　暗褐色土。
㉖　黄褐色土。炭化物少量含有。
㉗　黄褐色土。
㉘　淡灰褐色土
㉙　淡灰茶色土、ローム粒、炭化物含有。
㉚　淡灰茶色土
㉛　暗灰色土、ローム粒含有。
　灰褐色土
　灰褐色土

第287図　４区SS13-２

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
87 38 35 44 
88 50 40 42 
89 46 38 22 
90 36 26 10 
91 52 36 15 
108 19 17 6 
109 73 47 92 
111 55 41 24 
112 63 50 25 
113 55 36 22 
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廃絶時に火を受けたものと考えられる。また、下層より
順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考
えられる。なお、⑮・⑯層上面は非常に硬化しており、
建物廃絶後の埋没段階でも、段状遺構として継続して機
能したようである。
　遺物　本址出土遺物のうち13点が図示し得た。（第288
図）。１～４は弥生土器の壺、頸部は緩やかに屈曲し、
複合口縁端部が上下に拡張されるタイプと、上端が長く
拡張するタイプがある。10は鉢、丸味を持つ体部に頸部
は屈曲、口縁は大きく外反する。11・12は器台、脚端部
は段を持つ。13は棒状の鉄製品、釘であろうか。16は凝
灰角礫岩製の台石、破片であるが上面に磨痕及び敲打痕
が認められる。主柱穴の礎石に転用されていた。
　時期　出土遺物から本址の時期は弥生時代後期中葉～
後葉と考えられる。

SS13-２（第287・288図）
　位置　Ｂ～Ｃ-９グリッド、４区SS13下層、４区
SS13-１南側10.0ｍの同一平坦面上に構築された段状遺
構である（第287図）。
　形状　斜面の高位側の岩盤をL字状にカットして平坦
面を造成している。平面形は長方形を呈する。傾斜面の
等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位は
Ｎ-13°-Ｗである。規模は長軸3.6ｍ、短軸2.5ｍ、確認面
からの深さは70㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上が
り、南壁側では段差を持ち漏斗状に開いて立ち上がる。床面積は6.4㎡を測る。床面は平坦でやや硬
化している。
　本址に伴うと思われるピットは10基である。いずれも平面形は楕円形を呈する。このうち、斜面上
方寄りの床面中央にP109が検出された。位置的に中央ピットと考えられる。詳細はピット計測表を
参照されたい。
　また、斜面上方の西壁直下に幅15～35㎝、深さ10㎝の溝が検出された。中央部が途切れているが、
形状から壁溝と考えられる。
　埋土　暗褐色土を主体とし、下層より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。なお、
埋土上面には貼床が構築されており、本址廃絶後も段状遺構として使用されていたようである。
　遺物　本址からの出土遺物のうち３点が図示し得た（第288図）。17・18は弥生土器の甕、複合口縁
部は上下に拡張し、17は上端が長く垂直気味に立ち上がり、18は上端が内傾する。19は安山岩製の砥
石、仕上砥で表面と両側縁と上面が使用されている。
　時期　出土遺物から、本址は弥生時代後期中葉から後期後葉にかけて使用された段状遺構と考えら

0 50㎝（S＝１：20）
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①　黄褐色土、炭化物少量含有。

第286図　４区SS13炉
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①　黄褐色土。白色パミス少量含有。
②　暗褐色土。黄褐色ブロック多量、炭化物少量含有。
③　暗褐色土。黄褐色土少量、焼土粒、炭化物粒多量に含有。
④　暗褐色土。黄褐色土多量に含有。
⑤　黄褐色土。暗褐色土多量、白色パミス少量含有。
⑥　黄褐色土。白色パミス多量に含有。
⑦　暗黄褐色土、締まり・粘性弱い。
⑧　暗褐色土。
⑨　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。炭化物多量に含有。
⑩　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。ロームブロック含有。
⑪　黄褐色土。ローム粒多量に含有。
⑫　黒褐色土。黄褐色ブロック含有。
⑬　黄褐色土。暗褐色土、炭化物少量含有。
⑭　黄褐色土。ローム粒、黒褐色土少量含有。
⑮　暗褐色土。黄褐色ブロック少量含有。
⑯　淡褐灰色土
⑰　暗褐色土。
⑱　黄褐色土。暗褐色粒多量に含有。
⑲　淡褐灰色土
⑳　淡灰茶色土
㉑　淡褐灰色土
㉒　暗褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
㉓　黄褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
㉔　赤褐色土。
㉕　暗褐色土。
㉖　黄褐色土。炭化物少量含有。
㉗　黄褐色土。
㉘　淡灰褐色土
㉙　淡灰茶色土、ローム粒、炭化物含有。
㉚　淡灰茶色土
㉛　暗灰色土、ローム粒含有。
　灰褐色土
　灰褐色土

第287図　４区SS13-２

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
87 38 35 44 
88 50 40 42 
89 46 38 22 
90 36 26 10 
91 52 36 15 
108 19 17 6 
109 73 47 92 
111 55 41 24 
112 63 50 25 
113 55 36 22 
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第288図　４区SS13出土遺物
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れる。

SS32（第289・290図）
　位置　Ｄ～Ｅ-11グリッド、尾根東側麓部の緩斜面に検出された竪穴建物である。（第289図）。北側
４ｍに４区SS28が存在する。上層に４区SS29が構築されている。確認面上の標高は32.7ｍを測る。
　形状　埋土上層に４区SS29が構築されており、斜面下方は削平されているが、比較的遺存状態は
良好である。平面形は円形に近い胴張隅丸方形を呈する。主軸方位はＮ-９°-Ｅである。規模は南北
長5.2ｍ、東西長4.5ｍ以上、確認面からの深さは最大で50㎝を測る。壁面はやや開きながら立ち上がり、
床面積は18.0㎡以上を測る。床面は平坦で、全体に暗黄褐色土による貼床（⑧層）が約５㎝の厚さで
認められた。面上は非常に硬化している。
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①　黒色土。黄色ブロック、炭化物、焼土粒少量含有。
②　黒色土。黄色ブロック多量に含有。
③　黒色土。黄色粒少量含有。
④　黒色土。
⑤　黒色土。黄色ブロック、炭化物多量に含有。
⑥　黒褐色土。黄色粒多量に含有。
⑦　暗褐色土。黄色粒、黒色粒多量に含有。
⑧　暗黄褐色土、締まり、粘性強い。黒色粒少量含有。
⑨　黒褐色土。炭化物、黄色粒、焼土粒多量に含有。
⑩　暗褐色土。炭化物、黄色粒多量に含有。
⑪　暗黄褐色土。炭化物少量含有。
⑫　黒色土。黄色粒少量含有。
⑬　黒色土。黄色ブロック多量に含有。
⑭　黒褐色土。黄色ブロック非常に多量に含有。
⑮　黒色土。黄色粒少量含有。
⑯　黒色土。黄色ブロック多量に含有。
⑰　黒褐色土。黄色ブロック非常に多量に含有。
⑱　黒色土。黄色粒少量含有。
⑲　暗黄褐色土。黄色ブロック多量に含有。
⑳　暗褐色土。黒色粒、黄色粒多量に含有。
㉑　暗黄褐色土。黄色ブロック多量に含有。
㉒　黒色土。炭化物、焼土粒多量に含有。
㉓　黒褐色土。黄褐色土多量に含有。

第289図　４区SS32

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
276 30 24 24 
291 52 51 72 
314 24 23 12 
320 34 30 25 
345 74 60 92 
346 30 28 60 
360 38 38 36 
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第288図　４区SS13出土遺物
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れる。

SS32（第289・290図）
　位置　Ｄ～Ｅ-11グリッド、尾根東側麓部の緩斜面に検出された竪穴建物である。（第289図）。北側
４ｍに４区SS28が存在する。上層に４区SS29が構築されている。確認面上の標高は32.7ｍを測る。
　形状　埋土上層に４区SS29が構築されており、斜面下方は削平されているが、比較的遺存状態は
良好である。平面形は円形に近い胴張隅丸方形を呈する。主軸方位はＮ-９°-Ｅである。規模は南北
長5.2ｍ、東西長4.5ｍ以上、確認面からの深さは最大で50㎝を測る。壁面はやや開きながら立ち上がり、
床面積は18.0㎡以上を測る。床面は平坦で、全体に暗黄褐色土による貼床（⑧層）が約５㎝の厚さで
認められた。面上は非常に硬化している。
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①　黒色土。黄色ブロック、炭化物、焼土粒少量含有。
②　黒色土。黄色ブロック多量に含有。
③　黒色土。黄色粒少量含有。
④　黒色土。
⑤　黒色土。黄色ブロック、炭化物多量に含有。
⑥　黒褐色土。黄色粒多量に含有。
⑦　暗褐色土。黄色粒、黒色粒多量に含有。
⑧　暗黄褐色土、締まり、粘性強い。黒色粒少量含有。
⑨　黒褐色土。炭化物、黄色粒、焼土粒多量に含有。
⑩　暗褐色土。炭化物、黄色粒多量に含有。
⑪　暗黄褐色土。炭化物少量含有。
⑫　黒色土。黄色粒少量含有。
⑬　黒色土。黄色ブロック多量に含有。
⑭　黒褐色土。黄色ブロック非常に多量に含有。
⑮　黒色土。黄色粒少量含有。
⑯　黒色土。黄色ブロック多量に含有。
⑰　黒褐色土。黄色ブロック非常に多量に含有。
⑱　黒色土。黄色粒少量含有。
⑲　暗黄褐色土。黄色ブロック多量に含有。
⑳　暗褐色土。黒色粒、黄色粒多量に含有。
㉑　暗黄褐色土。黄色ブロック多量に含有。
㉒　黒色土。炭化物、焼土粒多量に含有。
㉓　黒褐色土。黄褐色土多量に含有。

第289図　４区SS32

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
276 30 24 24 
291 52 51 72 
314 24 23 12 
320 34 30 25 
345 74 60 92 
346 30 28 60 
360 38 38 36 
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　本址に伴うピットは全部で７基検出された。位置や形状から、P291・P346・P276・P360を主柱穴
とする４本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間距離は南北間が3.0ｍ、東西間が2.8～2.9ｍを測り、
等高線に沿った南北間が長い。柱痕跡は認められなかった。柱掘方は26～55㎝を測る。P345は中位
の南北側にテラス状の掘り込みを持つピットで、位置的に中央ピットと考えられる。またP314は他
のピットより浅いものであるが、斜面下方の主柱穴の柱通り中央に掘り込まれていることから入口施
設に伴うピットの可能性がある。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。壁溝は斜面下方
を除いてＵ字形に巡る。幅25～36㎝、深さ25㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦であ
る。
　埋土　黒色土を主体とし、下層より順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考えられ
る。斜面上方側の埋土中位に炭化物を非常に多く含む黒色土（⑤）層の堆積が認められる。これは建
物廃絶後に構造材が焼失した時の埋積層と考えられる。また、中央ピット（P345）埋土には焼土、
炭化物が多量に含まれている。
　遺物　本址は埋土中～下層から遺物が出土している。このうち５点が図示し得た。（第290図）。
　１は壺、複合口縁端部は上下に拡張され４条の凹線が、頸部外面には５条の凹線が施される。２は
甕、複合口縁端部上端は僅かに内傾して立ち上がり、下端は形骸化する。複合部外面には２条の沈線
がナデ消される。３も甕、内傾する口縁上端は拡張、下端は形骸化する。外面の平行沈線はナデ消さ
れる。
　４～５は埋土中出土の鉄製品、４はやや大型の刀子の茎部、５は釘である。
　時期　出土遺物は層位的に見て、遺構廃絶後の投げ込みに伴う土器が主体であり、本址の時期を明
瞭に示すものではない。ただし図示し得なかった床面直上出土の遺物ともそう時期差がみられないこ
とから、本址の時期は弥生時代後期前葉頃と考えられる。

SS28（第291・292図）
　位置　Ｄ-11グリッド、尾根東側麓部の緩斜面に検出された竪穴建物である。（第291図）。南側４ｍ
に４区SS32が存在する。上層に４区SS29が構築されている。確認面上の標高は34.1ｍを測る。
　形状　４区SS29により南側は失われ、斜面下方は削平されているため遺存状態は良くない。平面
形は胴張隅丸方形を呈する。主軸方位はＮ-12°-Ｅである。規模は南北長4.1ｍ以上、東西長3.5ｍ以上、
確認面からの深さは最大で54㎝を測る。壁面はやや開きながら立ち上がり、床面積は11.4㎡以上を測
る。床面は平坦で、全体に硬化している。
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第290図　４区SS32出土遺物
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　本址に伴うピットは全部で４基検出された。南東隅の柱穴
が失われているが、位置や形状からP242～244を主柱穴とす
る４本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間距離は南北間が
2.4ｍ、東西間が2.3ｍを測り、等高線に並行する南北間が長い。柱痕跡は認められなかった。柱掘方
の平面形は円形で、直径25～38㎝を測る。P245は位置的に中央ピットと考えられる。各ピットの詳
細については計測表を参照されたい。壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。幅18～30㎝、深さ20㎝
を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　下層に黒褐色土、上層に暗茶褐色土が堆積し、下層より順次正層堆積していることから、自
然埋没した状況が考えられる。
　遺物　削平により本址に帰属する出土遺物は少なく、僅かに１点が図示し得た。（第292図）。
　１は複合口縁の高坏、複合口縁端部は上下に拡張され、大きく外傾する上端は長く伸びる。外面に
は櫛描平行沈線が一部ナデ消される。
　時期　出土遺物は層位的に見て、遺構廃絶後の投げ込みに伴う土器であり、本址の時期を明瞭に示
すものではない。ただし図示し得なかった床面直上出土の遺物ともそう時期差がみられないことから、
本址の時期は弥生時代後期後葉頃と考えられる。
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0 2m（S＝１：80）

①　暗茶褐色土、締まり弱い。粘性やや有り。砂
質を帯びる。

②　黒褐色土。橙色スコリア、炭化物少量、暗茶
褐色土多量に含有。

③　黒褐色土。橙色スコリア、炭化物多量、暗茶
褐色ブロック少量含有。

④　黒褐色土。炭化物ブロック、黄褐色ブロック
少量含有。

⑤　黒褐色土。炭化物、焼土少量、黄褐色ブロッ
ク多量に含有。

⑥　黒褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
⑦　黒色土、締まり・粘性強い。黄色粒少量含有。
⑧　暗褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
⑨　黒色土。黄色粒少量含有。
⑩　暗褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
⑪　暗褐色土。黒色土少量含有。
⑫　黒褐色土。黄色粒少量含有。
⑬　暗褐色土。黄色粒多量に含有。
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0 10㎝（S＝１：４）

第291図　４区SS28

第292図　４区SS28出土遺物

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
242 38 28 55 
243 23 22 24 
244 37 31 47 
245 60 47 34 

― 223 ―

CW6_TY091_P197_D05-01_02_第１分冊.indd   222 2015/03/04   18:16:36



　本址に伴うピットは全部で７基検出された。位置や形状から、P291・P346・P276・P360を主柱穴
とする４本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間距離は南北間が3.0ｍ、東西間が2.8～2.9ｍを測り、
等高線に沿った南北間が長い。柱痕跡は認められなかった。柱掘方は26～55㎝を測る。P345は中位
の南北側にテラス状の掘り込みを持つピットで、位置的に中央ピットと考えられる。またP314は他
のピットより浅いものであるが、斜面下方の主柱穴の柱通り中央に掘り込まれていることから入口施
設に伴うピットの可能性がある。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。壁溝は斜面下方
を除いてＵ字形に巡る。幅25～36㎝、深さ25㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦であ
る。
　埋土　黒色土を主体とし、下層より順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考えられ
る。斜面上方側の埋土中位に炭化物を非常に多く含む黒色土（⑤）層の堆積が認められる。これは建
物廃絶後に構造材が焼失した時の埋積層と考えられる。また、中央ピット（P345）埋土には焼土、
炭化物が多量に含まれている。
　遺物　本址は埋土中～下層から遺物が出土している。このうち５点が図示し得た。（第290図）。
　１は壺、複合口縁端部は上下に拡張され４条の凹線が、頸部外面には５条の凹線が施される。２は
甕、複合口縁端部上端は僅かに内傾して立ち上がり、下端は形骸化する。複合部外面には２条の沈線
がナデ消される。３も甕、内傾する口縁上端は拡張、下端は形骸化する。外面の平行沈線はナデ消さ
れる。
　４～５は埋土中出土の鉄製品、４はやや大型の刀子の茎部、５は釘である。
　時期　出土遺物は層位的に見て、遺構廃絶後の投げ込みに伴う土器が主体であり、本址の時期を明
瞭に示すものではない。ただし図示し得なかった床面直上出土の遺物ともそう時期差がみられないこ
とから、本址の時期は弥生時代後期前葉頃と考えられる。

SS28（第291・292図）
　位置　Ｄ-11グリッド、尾根東側麓部の緩斜面に検出された竪穴建物である。（第291図）。南側４ｍ
に４区SS32が存在する。上層に４区SS29が構築されている。確認面上の標高は34.1ｍを測る。
　形状　４区SS29により南側は失われ、斜面下方は削平されているため遺存状態は良くない。平面
形は胴張隅丸方形を呈する。主軸方位はＮ-12°-Ｅである。規模は南北長4.1ｍ以上、東西長3.5ｍ以上、
確認面からの深さは最大で54㎝を測る。壁面はやや開きながら立ち上がり、床面積は11.4㎡以上を測
る。床面は平坦で、全体に硬化している。
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第290図　４区SS32出土遺物

― 222 ―

　本址に伴うピットは全部で４基検出された。南東隅の柱穴
が失われているが、位置や形状からP242～244を主柱穴とす
る４本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間距離は南北間が
2.4ｍ、東西間が2.3ｍを測り、等高線に並行する南北間が長い。柱痕跡は認められなかった。柱掘方
の平面形は円形で、直径25～38㎝を測る。P245は位置的に中央ピットと考えられる。各ピットの詳
細については計測表を参照されたい。壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。幅18～30㎝、深さ20㎝
を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　下層に黒褐色土、上層に暗茶褐色土が堆積し、下層より順次正層堆積していることから、自
然埋没した状況が考えられる。
　遺物　削平により本址に帰属する出土遺物は少なく、僅かに１点が図示し得た。（第292図）。
　１は複合口縁の高坏、複合口縁端部は上下に拡張され、大きく外傾する上端は長く伸びる。外面に
は櫛描平行沈線が一部ナデ消される。
　時期　出土遺物は層位的に見て、遺構廃絶後の投げ込みに伴う土器であり、本址の時期を明瞭に示
すものではない。ただし図示し得なかった床面直上出土の遺物ともそう時期差がみられないことから、
本址の時期は弥生時代後期後葉頃と考えられる。
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0 2m（S＝１：80）

①　暗茶褐色土、締まり弱い。粘性やや有り。砂
質を帯びる。

②　黒褐色土。橙色スコリア、炭化物少量、暗茶
褐色土多量に含有。

③　黒褐色土。橙色スコリア、炭化物多量、暗茶
褐色ブロック少量含有。

④　黒褐色土。炭化物ブロック、黄褐色ブロック
少量含有。

⑤　黒褐色土。炭化物、焼土少量、黄褐色ブロッ
ク多量に含有。

⑥　黒褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
⑦　黒色土、締まり・粘性強い。黄色粒少量含有。
⑧　暗褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
⑨　黒色土。黄色粒少量含有。
⑩　暗褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
⑪　暗褐色土。黒色土少量含有。
⑫　黒褐色土。黄色粒少量含有。
⑬　暗褐色土。黄色粒多量に含有。
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0 10㎝（S＝１：４）

第291図　４区SS28

第292図　４区SS28出土遺物

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
242 38 28 55 
243 23 22 24 
244 37 31 47 
245 60 47 34 
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　SS21（第293・294図）
　位置　‒A-９グリッド、尾根東側谷
頭斜面に検出された遺構である。（第
293図）。南東側４ｍに４区SS13が存
在する。上層に４区SS６が構築されて
いる。確認面上の標高は43.6ｍを測る。
　形状　４区SS６により上面が削平
されているため、遺存状態は悪い。平
面形は歪な円形が推測される。主軸方
位はＮ-14°-Ｗである。規模は南北長
4.5ｍ以上、東西長2.6ｍ以上、確認面
からの深さは最大で28㎝を測る。壁面
は開きながら立ち上がり、床面積は8.3
㎡以上を測る。床面は平坦で、全体に
硬化している。
　本址に伴うピットは１基のみであ
る。柱痕跡は認められなかった。柱掘方の平面形は円形を呈し、
直径35㎝を測る。ピットの詳細については計測表を参照されたい。
壁溝は検出されなかった。本址は調査段階では竪穴建物として
扱ったが、主柱穴や壁溝などの施設が検出されないことから、段
状遺構の可能性も考えられる。
　埋土　暗褐色土を主体とし、下層より順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考えら
れる。斜面上方の壁際には締まりの強い黄褐色土が堆積する。掘り方の埋土であろうか。
　遺物　本址に帰属する出土遺物は少なく、僅かに１点が図示し得た。（第294図）。１は床面直上出
土の甕、複合口縁上端は長く拡張され、大きく外反する。
　時期　出土遺物から、本址の時期は弥生時代後期後葉頃と考えられる。

（４）５　　区
SI２（第295・296図）
　位置　５区中央やや西寄り、Ｍ-20・21グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面
上の標高は24.2～24.5ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。
　形状　遺存状態は良好で、平面形態は円形を呈する。規模は長径3.95ｍ、短径3.8ｍ、確認面からの
深さは最大で35㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がり、床面積は47.1㎡を測る。床面は平坦で、
壁溝は全周する。
　本遺構に伴うピットは全部で６基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP１～３で、３
本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間の距離はP１-P２間から時計周りの順に2.2ｍ、2.7ｍ、2.6ｍ
である。柱掘り方は円形を呈し、直径36～58㎝を測る。P１では直径16㎝、P２では直径14㎝、P３で
は直径22㎝の柱痕跡を確認した。P５とP６は南西側の壁際にあり、補助柱の可能性がある。

①　暗褐色土、締まり強い。粘性有り。
②　暗褐色土。黄褐色ブロック少量含有。
③　暗褐色土。黄褐色ブロック多量含有。
④　黄褐色土。暗褐色ブロック少量含有。
⑤　黄褐色土。
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第293図　４区SS21

第294図　４区SS21出土遺物

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
115 38 28 19 
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　P４は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。長径41㎝、短径39㎝、深さ55㎝の楕円形
を呈し、その周囲には幅13～27㎝、高さ４～５㎝の周堤が巡っている。また、中央ピットの南側には
貼床が認められる。
　埋土　上層から灰茶色土、暗灰茶色土、淡灰褐色土が主体に堆積
し、概ね下層より順次水平堆積していることから、自然埋没したと
考えられる。
　遺物　本遺構から出土した遺物のうち、遺構中央の上層から出土
した土器２点を図示した。
　１、２は土師器である。１は複合口縁の甕で、口縁下端部の突出
は鈍い。２は低脚坏の脚部である。
　時期　本遺構からは土師器が出土しているが、平面形態から、本
遺構の時期は弥生時代後期と判断した。

①　灰茶色土
②　暗灰茶色土
③　淡灰褐色土
④　灰茶色土（ロームブロック混じり）
⑤　暗茶灰色土（ローム小ブロックが多く混じる）
⑥　灰褐色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）
⑦　暗茶灰色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）
⑧　暗褐色土（ローム小ブロック混じり）
⑨　淡灰褐色土（ローム粒混じり）
⑩　淡灰褐色土
⑪　灰褐色土
⑫　暗灰色土
⑬　淡灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
⑭　暗褐灰色土（ローム粒混じり）
⑮　黄灰色土（ロームブロック混じり）
⑯　淡灰褐色土
⑰　灰色土（ローム粒が多く混じる）
⑱　淡灰色土（ローム粒が多く混じる）
⑲　灰褐色土
⑳　淡褐灰色土
㉑　灰褐色土
㉒　灰色土

㉓　褐灰色土（ローム粒が多く混じる）
㉔　褐灰色土（ローム粒、炭化物混じり）
㉕　淡灰褐色土（ローム粒混じり）
㉖　暗褐色土
㉗　褐灰色土（ローム小ブロック混じり）
㉘　暗褐色土
㉙　淡褐灰色土（ローム小ブロック混じり）
㉚　淡黄灰色土（ローム小ブロック混じり）
㉛　灰褐色土（ローム粒混じり）
　暗黄褐色土（ロームブロック混じり）
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第295図　５区SI2

第296図　５区SI２出土遺物

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
1 46 36 87
2 58 50 62
3 50 49 70
4 68 58 54
5 23 19 13
6 33 24 21
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　SS21（第293・294図）
　位置　‒A-９グリッド、尾根東側谷
頭斜面に検出された遺構である。（第
293図）。南東側４ｍに４区SS13が存
在する。上層に４区SS６が構築されて
いる。確認面上の標高は43.6ｍを測る。
　形状　４区SS６により上面が削平
されているため、遺存状態は悪い。平
面形は歪な円形が推測される。主軸方
位はＮ-14°-Ｗである。規模は南北長
4.5ｍ以上、東西長2.6ｍ以上、確認面
からの深さは最大で28㎝を測る。壁面
は開きながら立ち上がり、床面積は8.3
㎡以上を測る。床面は平坦で、全体に
硬化している。
　本址に伴うピットは１基のみであ
る。柱痕跡は認められなかった。柱掘方の平面形は円形を呈し、
直径35㎝を測る。ピットの詳細については計測表を参照されたい。
壁溝は検出されなかった。本址は調査段階では竪穴建物として
扱ったが、主柱穴や壁溝などの施設が検出されないことから、段
状遺構の可能性も考えられる。
　埋土　暗褐色土を主体とし、下層より順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考えら
れる。斜面上方の壁際には締まりの強い黄褐色土が堆積する。掘り方の埋土であろうか。
　遺物　本址に帰属する出土遺物は少なく、僅かに１点が図示し得た。（第294図）。１は床面直上出
土の甕、複合口縁上端は長く拡張され、大きく外反する。
　時期　出土遺物から、本址の時期は弥生時代後期後葉頃と考えられる。

（４）５　　区
SI２（第295・296図）

　位置　５区中央やや西寄り、Ｍ-20・21グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面
上の標高は24.2～24.5ｍ、南東向きの緩斜面に位置する。
　形状　遺存状態は良好で、平面形態は円形を呈する。規模は長径3.95ｍ、短径3.8ｍ、確認面からの
深さは最大で35㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がり、床面積は47.1㎡を測る。床面は平坦で、
壁溝は全周する。
　本遺構に伴うピットは全部で６基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP１～３で、３
本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間の距離はP１-P２間から時計周りの順に2.2ｍ、2.7ｍ、2.6ｍ
である。柱掘り方は円形を呈し、直径36～58㎝を測る。P１では直径16㎝、P２では直径14㎝、P３で
は直径22㎝の柱痕跡を確認した。P５とP６は南西側の壁際にあり、補助柱の可能性がある。

①　暗褐色土、締まり強い。粘性有り。
②　暗褐色土。黄褐色ブロック少量含有。
③　暗褐色土。黄褐色ブロック多量含有。
④　黄褐色土。暗褐色ブロック少量含有。
⑤　黄褐色土。
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第293図　４区SS21

第294図　４区SS21出土遺物

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
115 38 28 19 
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　P４は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。長径41㎝、短径39㎝、深さ55㎝の楕円形
を呈し、その周囲には幅13～27㎝、高さ４～５㎝の周堤が巡っている。また、中央ピットの南側には
貼床が認められる。
　埋土　上層から灰茶色土、暗灰茶色土、淡灰褐色土が主体に堆積
し、概ね下層より順次水平堆積していることから、自然埋没したと
考えられる。
　遺物　本遺構から出土した遺物のうち、遺構中央の上層から出土
した土器２点を図示した。
　１、２は土師器である。１は複合口縁の甕で、口縁下端部の突出
は鈍い。２は低脚坏の脚部である。
　時期　本遺構からは土師器が出土しているが、平面形態から、本
遺構の時期は弥生時代後期と判断した。

①　灰茶色土
②　暗灰茶色土
③　淡灰褐色土
④　灰茶色土（ロームブロック混じり）
⑤　暗茶灰色土（ローム小ブロックが多く混じる）
⑥　灰褐色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）
⑦　暗茶灰色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）
⑧　暗褐色土（ローム小ブロック混じり）
⑨　淡灰褐色土（ローム粒混じり）
⑩　淡灰褐色土
⑪　灰褐色土
⑫　暗灰色土
⑬　淡灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
⑭　暗褐灰色土（ローム粒混じり）
⑮　黄灰色土（ロームブロック混じり）
⑯　淡灰褐色土
⑰　灰色土（ローム粒が多く混じる）
⑱　淡灰色土（ローム粒が多く混じる）
⑲　灰褐色土
⑳　淡褐灰色土
㉑　灰褐色土
㉒　灰色土

㉓　褐灰色土（ローム粒が多く混じる）
㉔　褐灰色土（ローム粒、炭化物混じり）
㉕　淡灰褐色土（ローム粒混じり）
㉖　暗褐色土
㉗　褐灰色土（ローム小ブロック混じり）
㉘　暗褐色土
㉙　淡褐灰色土（ローム小ブロック混じり）
㉚　淡黄灰色土（ローム小ブロック混じり）
㉛　灰褐色土（ローム粒混じり）
　暗黄褐色土（ロームブロック混じり）
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第295図　５区SI2

第296図　５区SI２出土遺物

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
1 46 36 87
2 58 50 62
3 50 49 70
4 68 58 54
5 23 19 13
6 33 24 21
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（５）６　　区
SI13Ａ（第297～300図）
　位置　６区北寄り、-A・A-３グリッドにまたがって検出された竪穴建物で、その後、６区SI13Ｂ
に建て替えられる。確認面上の標高は48.7～49.5ｍ、西向きの緩斜面に位置する。北側７ｍに４区SS
１がある。　　　　
　形状　西側が削平されているが、平面形態は不整な隅丸方形状を呈する。規模は南北長6.7ｍ、東
西長5.7ｍ以上、確認面からの深さは最大で80㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は
38.2㎡以上を測る。床面は平坦で、西側を除く３方に壁溝が巡る。
　主柱穴とみられるピットはP31、P37、P23、P34の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP31-P37
間から時計周りの順に2.8ｍ、3.2ｍ、3.1ｍ、3.2ｍで、P31-P37間がやや短い。柱掘り方は円形を呈し、
直径40～63㎝を測る。柱痕跡は確認されなかった。　
　P46は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は円形を呈し、規模は長軸65㎝、
短軸60㎝、深さ24㎝を測る。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　上層は灰茶色土、下層は褐灰色土が堆積し、下層より順次水平堆積していることから、自然
埋没したと考えられる。
　遺物　６区SI13Ａはその後、６区SI13Ｂに拡張されたことから、出土遺物の帰属遺構が明確に識別
できないため、６区SI13出土遺物として、６区SI13Ｂで一括して報告する。
　時期　出土遺物と６区SI14との切合関係から、本遺構の時期は弥生時代終末期以前と考えられる。

　SI13Ｂ（第297～300図）
　位置　６区北寄り、-A-３・４、A-３・４グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。６
区SI13Ａを建て替えたもので、その後、６区SI14に建て替えられる。確認面上の標高は48.7～49.4ｍ、
西向きの緩斜面に位置する。北側５ｍに４区SS１がある。　　　　
　形状　西側は調査区外へ広がっているが、平面形態は六角形を呈すると考えられる。規模は南北長
8.0ｍ、東西長6.8ｍ以上、確認面からの深さは最大で58㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、
床面積は54.4㎡以上を測る。床面は平坦で、西側を除く５方に壁溝が巡る。また、南東側では壁溝の
内側上縁部に沿うように８～21㎝大の石が並んでいる。
　主柱穴とみられるピットはP28、P31、P7、P16、P43の５基と考えられる。主柱穴間の距離はP28-
P31間から時計周りの順に2.8ｍ、3.3ｍ、3.2ｍ、3.0ｍである。柱掘り方は円形を呈し、直径40～60㎝
を測る。P28では直径18㎝の柱痕跡を確認した。　
　P-Aは中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長軸
160㎝、短軸132㎝、深さ13㎝を測る。さらにその中央には長径74㎝、短径52㎝、深さ28㎝の楕円形の
掘り込みがある。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　上層から暗褐色土、淡褐色土、淡黄灰色土、褐灰色土が堆積し、壁際から傾斜堆積している
ことから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物のうち８点を図示した（第300図）。
　１～４は土師器である。１、２は複合口縁の甕で、１は口縁部が外反し、口縁下端部の突出は認め
られない。２は口縁部が外傾し、口縁上端部は平坦となっている。口縁下端部は突出する。３は低脚
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第297図　６区SI13・14、SS11平面図
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Ａ 159 117 52 
2 28 26 14 
4 38 36 20 
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7 46 44 18 
8 44 40 46 
11 31 27 6 

NO 長径 短径 深さ
13 64 64 40 
15 40 34 25 
16 48 40 46 
19 54 57 44 
22 26 24 31 
23 60 52 48 
25 40 32 22 

NO 長径 短径 深さ
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32 33 32 22 
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NO 長径 短径 深さ
36 26 22 30 
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ピット計測表（単位：㎝）
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0 2m（S＝１：80）
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第298図　６区SI13・14、SS11断面図（１）
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坏の脚部、４は小型器台の受部である。
　５、６は金属製品である。５、６は刀子で、６の柄部には木質が残存する。
　７、８は磨石・敲石で、石材はいずれもデイサイトである。７は上下端部と両側面に敲打痕が認め
られる。８は表裏面、上下端部、両側面に敲打痕が認められ、さらに下端部には打ち欠き痕がある。
　時期　出土遺物と６区SI14との切合関係から、本遺構の時期は弥生時代終末期以前と考えられる。

第299図　６区SI13・14、SS11断面図（２）
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0 2m（S＝１：80）

①　淡褐色土
②　灰褐色土（炭化物が僅かに混じる）
③　暗褐色土
④　淡灰褐色土（炭化物が僅かに混じる）
⑤　暗褐色土（地山ブロック混じり、炭化物が僅かに混じる）
⑥　淡褐灰色土
⑦　淡灰褐色土
⑧　淡褐灰色土（地山小ブロックが僅かに混じる）
⑨　黄褐色土（地山ブロック）
⑩　暗褐灰色土
⑪　褐色土（地山小ブロック混じり）
⑫　灰褐色土（暗橙褐色粒、炭化物粒が僅かに混じる）
⑬　暗褐色土（暗橙褐色粒、炭化物小塊が僅かに混じる）
⑭　淡灰褐色土（暗橙褐色粒、炭化物小塊が僅かに混じる）
⑮　暗褐色土（地山粒、炭化物粒が僅かに混じる）
⑯　褐灰色土（地山粒、炭化物粒が僅かに混じる）
⑰　暗褐色土（締まり有り）
⑱　淡灰褐色土（地山粒混じり）
⑲　褐色土（地山粒混じり）
⑳　淡灰褐色土（炭化物粒が僅かに混じる）

㉑　褐色土（地山ブロック、地山粒混じり）
㉒　淡灰褐色土（地山ブロック混じり）
㉓　褐色土
㉔　灰褐色土
㉕　褐灰色土
㉖　淡褐色土
㉗　暗褐色土（地山粒混じり）
㉘　淡灰褐色土
㉙　灰褐色土（礫混じり）
㉚　暗褐色土（炭化物粒混じり）
㉛　暗褐灰色土（炭化物粒混じり）
　褐灰色土（炭化物粒混じり）
　淡褐灰色土
　暗灰褐色土
　赤茶色土
　灰白色土（地山ブロック混じり）
　淡茶灰色土
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SI14（第297～299・301図）
　位置　６区北寄り、-A・A-３グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。６区SI13Ｂを建
て替えたもので、その後、６区SS11に建て替えられる。確認面上の標高は48.8～49.5ｍ、西向きの緩
斜面に位置する。北側７ｍに４区SS１がある。
　形状　遺存状態は良好で、平面形態は隅丸方形を呈する。規模は南北長5.8ｍ、東西長5.6ｍ以上、
確認面からの深さは最大で80㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がり、床面積は32.5㎡以上を
測る。床面は平坦で、西側を除く３方に壁溝が巡る。
　主柱穴とみられるピットはP27、P８、P19、P13の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP27-P８
間から時計周りの順に3.2ｍ、3.3ｍ、3.0ｍ、3.2ｍで、P19-P13間がやや短い。柱掘り方は円形を呈し、
直径40～64㎝を測る。P13では直径41㎝、P19では直径33㎝の柱痕跡を確認した。　
　P-Ｂは南側の壁際に位置し、位置的に特殊ピットと考えられる。平面形態は隅丸長方形を呈し、
規模は長軸124㎝、短軸78㎝、深さ21㎝を測る。さらにその中央やや西寄りには長径70㎝、短径47㎝、
深さ52㎝の長楕円形の掘り込みがある。また、外側の掘り込みの南西側の上縁部と内側の掘り込みの
北東側の上縁部付近には８～18㎝大の石がある。
　埋土　上層から灰褐色土、暗褐色土、淡灰褐色土が主体に堆積し、概ね下層より順次水平堆積して
いることから、自然埋没したと考えられる。

第300図　６区SI13出土遺物
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　遺物　出土遺物のうち18点を図示した（第301図）。
　９～21は土師器である。９は複合口縁の壺で、口縁部は外反し、口縁下端部の突出は認められない。
また、内外面とも赤色塗彩が施されている。10～13は複合口縁の甕で、10、13の口縁部外面には櫛描
の平行線が認められる。14は高坏の坏部で、口縁部が欠損する。15～17は低脚坏で、15は浅い皿状、
16は埦状の坏部をもつ。18は坏身で、内湾しながら立ち上がり、口縁端部は僅かに外反する。19は甑
の把手で、環状を呈する。20は甑の把手、21は甑の底部、22は手捏ね土器の底部である。
　23～26は金属製品である。23は鉄鏃で、鏃身は圭頭形を呈し、無関である。24は刀子の刃部から茎
部にかけての部分、25は釘の先端部、26は棒状鉄製品である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代終末期と考えられる。

第301図　６区SI14出土遺物
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SS11（第297～299・302図）
　位置　６区北寄り、-A-３・４、A-３・４グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確
認面上の標高は48.9～50.5ｍ、西向きの緩斜面に位置する。北側５ｍに４区SS１がある。

第302図　６区SS11出土遺物
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　形状　西側が削平されているが、平面形態は多角形状を呈すると考えられる。規模は長軸8.3ｍ、
短径6.3ｍ以上、確認面からの深さは最大で62㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がり、床面
積は48.1㎡以上を測る。床面は平坦で、北東側の壁際には壁溝が僅かに遺存する。
　本遺構に伴うピットは検出できなかった。
　埋土　上層は灰褐色土、下層は淡灰褐色土が主体に堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、
自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物のうち12点を図示した（第302図）。
　27～32は土師器である。27、28は複合口縁の壺で、いずれも口縁下端部の突出は鈍い。29、30は複
合口縁の甕で、いずれも口縁下端部は突出する。29は大型の甕で、頸部には貝殻腹縁による刺突文が
施されている。31は高坏の坏部で、埦状を呈する。32は低脚坏で、皿状の坏部をもつ。
　33～35は金属製品である。33は鉄鎌と考えられ、34は刀子の柄部、35は刀子の刃部から茎部にかけ
ての部分である。
　36～38は砥石で、石材は36が凝灰岩、37が閃緑岩、38が凝灰岩である。36、38は表裏面と両側面の
４面を使用している。37は右側面が欠損するが、右側面以外の５面を使用している。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期初頭と考えられる。

　SS１～３・SI１～６（第303～320図）
　位置　Ｃ～Ｄ-５～７グリッドにまたがって、南北方向に張り出した尾根突端部緩斜面に検出され
た一連の段状遺構（６区SS１～３）と竪穴建物（６区SI１～６）である。山頂付近に位置する一段目
の段状遺構群になる。（第303図）６区SS１～３により、等高線に沿って階段状に削平された平坦面
上に６棟の竪穴建物（６区SI１～６）が構築されており、段状遺構は斜面上に生活域を設けるために
構築されたことが分かる。この尾根突端部の斜面域では、このような段状遺構と竪穴建物がセットと
なった遺構が階段状に展開している様相が看取できる。斜面一帯の遺構群はほぼ同時期に使用されて
いたようである。以下に個別に述べることとする。

SS１（第303図）
　位置　Ｄ-５～６グリッドにまたがって、南北方向に張り出した尾根突端部緩斜面に検出された段
状遺構である。（第303図）。下段の６区SS２に切られる。確認面上の標高は49.9～49.5ｍを測る。
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、細長い通路状の平坦面を形成している（第303図）。平
面形は等高線に沿って円弧状に細長くのびる長方形を呈する。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸
と考えた場合の主軸方位はＳ-６°-Ｅ～Ｓ-24°-Ｗで、長軸方向は等高線に沿って湾曲している。規模
は長軸8.4ｍ、短軸1.7ｍ、確認面からの深さは壁際で38㎝を測る。壁は開きながら立ち上がり、床面
積は8.0㎡を測る。面は平坦で、面上は硬化している。
　埋土　埋土は薄く、暗黄褐色土（⑯層）の単層である。
　遺物　本址からは遺物は出土していない。
　時期　出土遺物からの時期比定が困難であるが、位置と形状から一連の遺構群とほぼ同時期と考え
られることから、本址の時期は弥生時代後期後葉から古墳時代前期初頭と考えられよう。
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第303図　６区SS１・２・３
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SS２（第303・304図）
　位置　Ｃ～Ｄ-５～７グリッドにまたがって、南北方向に張り出した尾根突端部緩斜面に検出され
た段状遺構である。（第303図）。上段の６区SS１を切り、６区SS３の上層に構築される。本址の平坦
面上に６区SI１～２・４～６が構築されている。確認面上の標高は49.6～48.7ｍを測る。
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、平坦面を形成している（第303図）。平面形は等高線に
沿って円弧状に湾曲する長方形を呈する。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸
方位はＳ-36°-Ｅ～Ｓ-24°-Ｗで、長軸方向は等高線に沿って湾曲し、６区SS１と並行している。規
模は長軸16.0ｍ、短軸7.0ｍ、確認面からの深さは壁際で45㎝を測る。壁は開きながら立ち上がり、床
面積は112.0㎡を測る。面は平坦で、面上は硬化している。
　埋土　埋土は薄く、上層に暗褐色土（⑪層）下層に暗赤褐色土（⑭層）が堆積する。
　遺物　本址からの出土遺物の内、埋土上層からの３点が図示し得た（第304図）。１・２は土師器複
合口縁の甕、１は口縁端部が平坦面を持ち、下端は突出する。２は口縁端部が外側に引き出される。
３は土師器の鼓形器台、接合部の幅は短く、段は突出する。
　時期　出土遺物から、本址の時期は古墳時代前期初頭には埋没したものと考えられる。

SS３（第303・305図）
　位置　Ｃ～Ｄ-６～７グリッドにまたがって、南北方向に張り出した尾根突端部緩斜面に検出され
た段状遺構である。（第303図）。上面に６区SS２が構築され、６区SI１-１・２に切られる。確認面上
の標高は49.2～48.8mを測る。
　形状　６区SS２および６区SI１-１・２に切られ、遺存状態は悪い。斜面の高位側の岩盤をＬ字状
に削り、平坦面を形成している（第303図）。平面形は等高線に沿って円弧状に湾曲する長方形を呈す
る。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＳ-36°-Ｅ～Ｓ-14°-Ｗで、長軸
方向は等高線に沿って湾曲し、東側は６区SS２と並行している。規模は長軸8.7ｍ、短軸5.0ｍ、確認
面からの深さは壁際で45㎝を測る。壁は開きながら立ち上がり、床面積は43.5㎡を測る。面は平坦で、
面上は硬化している。
　埋土　上層に暗褐色土、下層に暗黄褐色土および
暗赤褐色土が堆積し、下層より順次正層堆積してい
ることから、自然埋没の様相を呈する。
　遺物　本址からの出土遺物の内、埋土下層からの
２点が図示し得た（第305図）。１は土師器低脚坏の
脚部、器高は低く、脚端部は外反する。２は凝灰角
礫岩製の台石、破片であるが方形の素材の上面を使

（S＝１：４）0 10㎝
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5

第305図　６区SS３出土遺物

第304図　６区SS２出土遺物
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第306図　４区SS５
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①　褐色土
②　暗赤褐色土（ローム粒、炭化物が僅かに混じる）
③　赤褐色土（ローム粒、炭化物が僅かに混じる）
④　赤黄褐色土（ロームブロックが多く混じる）
⑤　黄色土（ロームブロック土）
⑥　赤褐色土（ロームブロック混じり）
⑦　淡黄褐色土
⑧　黄色土（ロームブロック土）
⑨　暗黄褐色土（ロームブロック、炭化物混じり）
⑩　赤黄色土（ロームブロック混じり）
⑪　黄色土（ロームブロックが多く混じる）
⑫　暗黄色土（炭化物が多く混じる）
⑬　暗黄褐色土（ロームブロック、炭化物が多く混じる）
⑭　暗黄褐色土（ロームブロックが多く混じる）
⑮　暗赤褐色土（ロームブロックが多く混じる）
⑯　黄褐色土（ロームブロック混じり）
⑰　赤褐色土（炭化物混じり）
⑱　黄褐色土（ロームブロックが多く混じる）

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
40 43 37 66 
41 60 47 72 
42 37 33 66 
43 47 42 62 
44 84 63 90 
59 39 30 52 
62 44 34 52 

NO 長径 短径 深さ
73 38 33 18 
74 26 14 20 
75 44 38 58 
76 39 36 44 
77 20 18 14 
78 24 14 28 
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用し、煤や被熱痕が認められる。
　時期・性格　出土遺物が少なく時期比定が困難であるが、本址の時期は古墳時代前期初頭と考えら
れる。本址は位置的に見て、６区SS１-３・４のために構築された段状遺構である可能性が高い。

４区SS５-２（第306・307図）
　位置　４区南西寄り、Ｃ・Ｄ-７グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面上の標
高は48.1～48.6ｍ、南東向きの斜面に位置する。南西側には６区SI１が隣接する。
　形状　東側が削平されているが、平面形態は隅丸方形を呈する。規模は南北長5.6ｍ、東西長4.2ｍ
以上、確認面からの深さは最大で36㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がり、床面積は23.5㎡
以上を測る。床面は平坦で、東側を除く３方の壁際には壁溝が巡っている。また、南側には内側にも
う１条壁溝が巡り、そこから中央ピットへ溝がのびている。床面の中央北寄りには炭化物の広がりが
認められる。
　本遺構に伴うピットは全部で12基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP40、P41、
P42、P43の４基である。主柱穴間の距離はP40-P41間から時計周りの順に2.3ｍ、2.8ｍ、2.3ｍ、2.7ｍで、
東西間の距離の方が長い。柱掘り方は円形及び楕円形を呈し、直径33～60㎝を測る。柱痕跡は確認さ
れなかった。
　P44は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長径84㎝、
短径63㎝、深さ90㎝を測る。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　上層から黄色土、赤褐色土、淡黄褐色土、暗黄褐色土が堆積し、概ね下層より順次水平堆積
していることから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　本遺構から出土した遺物のうち、上層から下層にかけて出土した土器３点と金属製品１点を
図示した。
　１～３は弥生土器である。１、２は甕で、１は口縁部がやや内湾気味に内傾し、２は口縁部が僅か
に外反する。３は器台の受部で、11条の凹線が巡り、口縁下端部は下垂する。４は刀子か。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期中葉～後葉と考えられる。

第307図　４区SS５出土遺物
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SS５-１（第306・307図）
　位置　４区南西寄り、Ｃ・Ｄ-７グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面上の標
高は48.1～49.1ｍ、南東向きの斜面に位置する。４区SS５-２が埋没した後に掘り込まれたもので、南
西側には６区SI１が隣接する。
　形状　東側が削平されているが、平面形態は隅丸方形を呈する。規模は南北長6.1ｍ、東西長4.7ｍ
以上、確認面からの深さは最大で46㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がり、床面積は28.7㎡
以上を測る。床面は平坦で、床面の中央から西側にかけて貼床が行われている。壁溝は検出されなかっ
た。また、中央南寄りでは、８～25㎝大の礫が集積されている。
　本遺構に伴うピットは壁際で２基検出されたが、主柱穴は検出されなかった。
　埋土　上層から褐色土、暗赤褐色土、赤褐色土が堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、自
然埋没したと考えられる。
　遺物　本遺構から出土した遺物は、遺構の西側に集中しており、このうち３点を図示した（第307図）。
　５、６は弥生土器甕で、５は口縁部、６は底部である。５は口縁部が内傾し、４条の平行沈線が巡
る。口縁下端部は斜め下方向に拡張する。
　７は板状鉄製品である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代終末期と考えられる。

SI１（第308～314図）
　位置　Ｄ-６～７グリッド、６区SS２・３による平坦面上に構築された竪穴建物である。調査の結果、
４基の竪穴建物が重複していることが判明した。埋土の切合い状態からの新旧関係はSI１-４（古）
→SI１-３→SI１-２→SI１-１（新）である。南東側斜面下方4.0ｍに６区SS12が存在する。確認面上
の標高は49.2～48.3ｍを測る。以下遺構ごとに個別に述べることとする。

SI１-４（第308・309図）
　形状　６区SI１-２の貼床を剝したところ、地山上に検出されたもので、壁溝とピットのみが残存
していた。遺存状態は悪く、平面形は円形に近い胴張隅丸方形を呈する。主軸方位はＮ-24°-Ｗである。
規模は東西長5.0ｍ、南北長3.5ｍ、確認面からの深さは最大で８㎝を測る。壁面は失われているが、
壁溝内側での床面積は約7.0㎡を測る。床面は平坦で、全体に硬化している。
　本址は痕跡のみの検出であり、本址に帰属するピットは地山上において検出されたP５・P８・
P20・P22の４基と考えられる。位置や形状からP５・P８を主柱穴とする構造の建物と考えられるが、
南側については判然としない。主柱穴間距離は3.3mを測る。柱痕跡は認められなかった。詳細はピッ
ト計測表を参照されたい。
　壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。幅10～22㎝、深さ５㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、
底面は平坦である。
　埋土　本址埋土は殆ど残存していないが、壁溝埋土や掘り方の埋土は暗茶褐色土を主体とする。こ
の埋土は６区SI１-２構築時に人為的に埋め立てられたものと考えられるが、炭化物を非常に多く含
有することから本址廃絶に伴って火を受けたものと考えられる。
　遺物　本址出土遺物のうち僅かに１点が図示し得た。（第309図）。１は凝灰岩製の砥石、中砥で長
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第308図　６区SI１-３・１-４
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①　暗褐色土。黄白色ブロック多量、炭化物少量含有。
②　暗赤褐色土。炭化物少量含有。
③　暗褐色土。炭化物少量含有。
④　白灰色土。炭化物含有
⑤　暗灰色土。
⑥　暗黄褐色土。
⑦　暗褐色土。地山ブロック含有。
⑧　暗褐色土。黄色粒、炭化物少量含有。
⑨　暗茶褐色土。黄色ブロック少量含有。
⑩　暗茶褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
⑪　暗茶褐色土。黄褐色粒、炭化物少量含有。
⑫　暗黄褐色土。地山ブロック多量に含有。
⑬　黄褐色土。地山ブロック多量に含有。
⑭　暗黄褐色土。黄白色ブロック多量、炭化物少量含有。
⑮　暗褐色土。焼土粒、炭化物多量に含有。
⑯　淡灰褐色土。
⑰　褐灰色土。

P72

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 54 42 44 
2 52 36 52 
3 45 44 64 
4 31 30 14 
5 44 39 77 
6 76 54 36 
7 40 31 38 
8 48 43 48 
10 22 20 20 
11 32 25 80 
14 45 40 70 
16 40 36 14 
17 40 30 29 
20 58 54 56 
21 20 17 10 
22 38 32 6 
72 33 32 20 
73 33 32 18 
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方形に切り出した素材の表面と両側面を使用している。全
体に廃棄後被熱が認められる。
　時期　出土遺物が少なく、時期比定が困難であるが、切
合い関係から本址の時期は、弥生時代後期後葉と考えられ
る。

SI１-３（第308・310図）
　形状　６区SI１-２下層に検出されたもので遺存状態は
悪い。平面形は円形に近い胴張隅丸方形を呈する。
　主軸方位はＮ-20°-Ｗである。規模は東西長5.7ｍ、南北長4.5ｍ、確認面からの深さは最大で15㎝を
測る。壁面は失われているが、壁溝内側での床面積は約13.0㎡を測る。床面は平坦で、全体に硬化し
ている。
　本址に帰属するピットは全部で14基である。位置や形状からP１・P４を主柱穴とする構造の建物
と考えられるが、南側については判然としない。主柱穴間距離は3.4ｍを測る。柱痕跡は認められなかっ
た。またP６は位置や形状から中央ピットの可能性がある。詳細はピット計測表を参照されたい。
　壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。幅20～45㎝、深さ８㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、
底面は平坦である。本址は床面が６区SI１-４と同一であり、６区SI１-４を拡張した建物の可能性が
高い。
　埋土　本址埋土は殆ど残存していないが、壁溝埋土や掘り方の埋土は暗茶褐色土を主体とする。こ
の埋土は６区SI１-２構築時に人為的に埋め立てられたものと考えられる。また床面直上には炭化物
と焼土が集中して検出されたことから、廃絶に伴って火を受けた可能性が高い。
　遺物　本址出土遺物のうち４点が図示し得た。（第310図）。２・３は弥生土器の複合口縁甕、２は
口縁端部が上下に拡張され、上端は僅かに内傾気味に立ち上がる。３は上端が長く外側に引き出され、
下端は形骸化する。４はデイサイト製の磨石・敲石、扁平で長楕円形の素材の全体を使用し、下端に
敲打痕が認められる。５はガラス製の管玉である。半分を欠損するが、不透明な灰色を呈し、円孔の
内径は0.5㎝を測る。これについては鉛バリウムガラスを「捩り引き法」により製作したものという
分析結果を得た（第５章　第11節）。
　時期　出土遺物から本址の時期は、弥生時代後期後葉と考えられる。
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第310図　６区SI１-３出土遺物

第309図　６区SI１-４出土遺物
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第311図　６区SI１-１・１-２（１）
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　　SI1―1　土層注記
①　暗褐色土。黒色粒少量含有。
②　暗褐色土。炭化物多量に含有。
③　暗黄褐色土。炭化物多量に含有。
④　暗黄褐色土。炭化物少量含有。
⑤　暗褐色土。炭化物、焼土多量に含有。
⑥　暗黄褐色土。粘性強い。黄褐色ブロック、炭化物多量に含有。
⑦　暗黄褐色土。粘性強い。黄褐色ブロック多量に含有。
⑧　暗黄褐色土。粘性強い。黄色ブロック多量に含有。
⑨　暗黄褐色土。黄色ブロック少量含有。
⑩　暗黄褐色土。粘性強い。黄色ブロック多量に含有。
⑪　暗褐色土。
⑫　暗黄褐色土。白色ブロック、黄色ブロック多量に含有。
⑬　暗赤褐色土。黄色粒少量含有。
㉚　暗褐色土。炭化物多量に含有。
㉛　暗黄褐色土。地山黄白色ブロック多量、炭化物少量含有。
3　暗黄褐色土。黄色ブロック多量に含有。

　　SI1―2　土層注記
⑭　暗褐色土。炭化物多量に含有。
⑮　暗褐色土。黄色ブロック多量、炭化物少量含有。
⑯　暗黄褐色土。黄褐色ブロック、炭化物多量に含有。
⑰　暗黄褐色土。炭化物少量含有。
⑱　暗褐色土。
⑲　黄褐色土。粘性強い。黄褐色ブロック多量に含有。
⑳　暗黄褐色土。
㉑　黄褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
㉒　暗黄褐色土。白色ブロック多量に含有。
㉓　暗黄褐色土。炭化物多量に含有。
㉔　黄褐色土。白色地山ブロック多量に含有。
3　暗褐色土。炭化物多量、地山ブロック少量含有。
3　暗褐色土。炭化物、白色粒少量含有。
3　暗褐色土。

　　SI1―3・4　土層注記
㉕　黄褐色土。粘性強い。炭化物多量に含有。
㉖　暗茶褐色土。黄色ブロック、炭化物多量に含有。
㉗　暗茶褐色土。黄色ブロック、炭化物少量含有。
㉘　暗茶褐色土。炭化物僅かに含有。
㉙　黄褐色土。黄色ブロック多量に含有。

a′

a

b′

b

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 53 51 50 
2 67 63 70 
3 31 （30） 67 
4 47 40 24 
5 26 23 13 
6 41 34 20 
7 （23）（20） 11 
8 54 52 56 
9 （30）（26） 37 
12 100 92 70 
15 41 41 54 
18 82 74 44 
19 46 34 14 
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SI１-２（第311～313図）
　形状　６区SI１-３・４の上層、６区SI１-１の下層に構築され、６区SS３を切る。上層の６区SD
１に切られる。平面形は隅丸方形を呈する。主軸方位はＮ-28°-Ｗである。規模は東西長6.5ｍ、南北
長5.5ｍ、確認面からの深さは最大で38㎝を測る。床面積は約26.5㎡が推測できる。床面は平坦で、６
区SI１-３・４部分には暗茶褐色土および黄褐色土の貼床が認められた。面上は非常に硬化している。
　本址に帰属するピットは全部で９基である。位置や形状からP１・P２・P８・P18を主柱穴とする
４本構造の建物と考えられる。主柱穴間距離は東西3.0ｍ、南北3.2ｍを測る。柱痕跡は認められなかっ
た。またP12は段差を持つピットで、位置や形状から中央ピットの可能性がある。詳細はピット計測
表を参照されたい。

第312図　６区SI１-１・１-２（２）
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36　暗褐色土。炭化物・褐色粒少量含土
36　暗褐色土。炭化粒少量含土
36　暗暗褐色土
36　暗暗褐色土暗褐色粒少量量含土
46　暗褐色土暗褐色粒少物。炭化物・色粒少量含土
46　暗褐色土。炭化粒少量量含土
46　暗褐色土暗褐色粒少量量含土
46　暗暗褐色土暗褐色粒少物。炭化粒少量含土
46　暗褐色土。炭化物・色粒少量量含土
46　暗褐色土　暗褐色粒少量含土
46　暗暗褐色土。炭化粒少量量含土
46　暗褐色土　褐色粒少物。炭化粒少量含土
46　暗褐色土　褐色粒少量含土
46　暗褐色土暗褐色物。炭化粒少量含土
56暗暗褐色土暗・褐色ブロッ粒少物。炭化粒少量含土
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第313図　６区SI１-２出土遺物
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　壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。幅20～55㎝、深さ12㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、
底面は平坦である。この壁溝から中央ピットにつながる溝が１条検出された。斜面上方の壁面中央部
から直線的に中央ピットにつながるもので、排水などの用途を持つ溝と考えられる。幅15～35㎝、深
さ10㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦でP４・P５の溝内ピットが検出された。
　埋土　暗褐色土及び暗黄褐色土を主体とし、下層より順次正層堆積していることから、自然埋没の
様相を呈する。
　遺物　出土遺物のうち16点が図示し得た。（第313図）。６～10は弥生土器の甕、６は単口縁で大き
く屈曲する頸部に口縁は外傾し、端部は僅かに内側に折れる。７は口縁端部が上下に僅かに拡張され
る。８・９は複合部が幅広で上端はやや外傾気味に立ち上がる。10はP８より出土の甕の体部、平底
で体部上半に最大径を持つ。11は弥生土器の高坏、坏部は屈曲し、複合口縁上端は垂直気味に立ち上
がる。13は土師器の鼓形器台、接合部の幅は短い。
　14～17は砥石、14は砂岩製の仕上砥、方柱状に切り出した素材の表裏面及び両側面を使用している。
15は玄武岩製の仕上砥、方柱状に切り出した素材の表裏面及び両側面及び上面を使用している。16は
デイサイト製の中砥、薄板状に切り出した素材の表裏面及び両側面を使用している。17はデイサイト
製の荒砥、下半が欠損するが方形に切り出した素材の遺存部全面を使用している。18はデイサイト製
の磨石・敲石、扁平で円形な素材の全体を使用し、右側面に敲打痕が認められる。19はデイサイト製
の磨石で、全体を使用している。
　20～22は鉄製品、20は刀子、21は釘、22は鉇と思われる。
　時期　出土遺物は時期幅があるが、下層出土の遺物から本址の時期は、弥生時代終末期頃と考えら
れる。

SI１-１（第311・312・314図）
　形状　本来的には６区SI１-２・３・４の上層に構築されていたが、調査時に６区SI１-２部分の埋
土に構築された部分の切合い関係を掴むことが困難であり、この部分については失われている。平面
形は胴張隅丸方形を呈する。主軸方位はＮ-35°-Ｗである。規模は東西長5.5ｍ、南北長5.9ｍ、確認面
からの深さは最大で75㎝を測る。壁は開きながら立ち上がり、床面積は16.0㎡以上が推定される。
　本址に帰属するピットは全部で４基が推測できる。位置や形状からP３・P４・P15を主柱穴とする
４本構造の建物と考えられる。南東隅は後世の削平により失われている。主柱穴間距離は東西3.0ｍ、

第314図　６区SI１-１出土遺物
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南北3.4ｍを測る。柱痕跡は認められなかった。詳細はピット計測表を参照されたい。壁溝は斜面下
方を除いてＵ字形に巡る。幅20～40㎝、深さ10㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈す。底面は平坦で、
直径18㎝、深さ５㎝程の溝内ピット２基が検出された。
　埋土　上層に暗褐色土、下層に暗黄褐色土が堆積し、下層より順次正層堆積していることから、自
然埋没の様相を呈する。
　遺物　出土遺物のうち５点が図示し得た。（第314図）。23・24は弥生土器の小型壺、いずれも複合
口縁を呈し、上下端は僅かに拡張する。25は土師器、鼓形器台、受部下端の段は突出する。26はデイ
サイト製の砥石、中砥で方形に切り出した素材の表裏面及び右側面を使用している。27は鉄製の刀子
である。
　時期　出土遺物は時期幅があるが、下層出土の遺物から本址の時期は、古墳時代前期初頭と考えら
れる。

SI２・４・６（第315～320図）
　位置　Ｄ-６グリッド、６区SS１による平坦面上に構築された竪穴建物である。調査の結果、３基
の竪穴建物が重複していることが判明した。切合い状態からの新旧関係は６区SI６（古）→６区SI２
→６区SI４（新）である。南側斜面下方3.0ｍに６区SS12が存在する。確認面上の標高は49.2～48.6ｍ
を測る。以下遺構ごとに個別に述べることとする。

SI６（第315～317図）
　形状　６区SI２に切られ、６区SI４が上層に構築され遺存状態は悪い。平面形は円形に近い胴張隅
丸方形を呈する。主軸方位はＮ-11°-Ｅである。規模は東西長4.5ｍ以上、南北長4.0ｍ以上、確認面か
らの深さは最大で12㎝を測る。壁は開きながら立ち上がり、床面積は約16.0㎡を測る。床面は平坦で、
面上は非常に硬化している。床面直上には焼土、炭化物が堆積していた。
　本址に帰属するピットは全部で９基である。位置や形状からP63・P30・P10・P９を主柱穴とする
４本構造の建物と考えられる。また、P64・P28・P９は位置的に見て古い時期の主柱穴と考えられる。
主柱穴間距離は東西2.4～3.2ｍ、南北2.2～2.5ｍを測る。また、P62はテラス状の段差を持つピットで、
位置や形状から中央ピットと考えられる。詳細はピット計測表を参照されたい。
　壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。幅15～28㎝、深さ10㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、
底面は平坦である。この壁溝から中央ピットにつながる溝が１条検出された。西壁中央部から直線的
に中央ピットにつながるもので、排水などの用途を持つ溝と考えられる。幅18㎝、深さ５㎝を測り、
断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　残存部では暗黄褐色土を主体とし、炭化物を混じえる。
　遺物　出土遺物のうち３点が図示し得た。（第317図）。５・６は弥生土器の壺、いずれも口縁端部
は上下に拡張される。７は注口土器の把手、肩部付近に付くものと思われる。断面形は円形を呈する。
　時期　出土遺物から本址の時期は、弥生時代後期前葉と考えられる。

SI２（第318・319図）
　形状　６区SI６を切り、６区SI４が上層に構築される。南側が削平により失われるが、平面形は隅
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第315図　６区SI４・６（１）
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①　暗褐色土。炭化物少量含有。
②　暗黄褐色土。炭化物、暗褐色土少量含有。
③　暗褐色土。炭化物、黄褐色土少量含有。
④　暗褐色土。炭化物、焼土非常に多量に含有。
⑤　暗黄褐色土、締まり・粘性強い。地山ブロック崩落層か。
⑥　暗褐色土。炭化物ブロック多量、黄色ブロック少量含有。
⑦　暗黄褐色土、締まり・粘性強い。黄褐色土多量、炭化物少
量含有。

⑧　黄褐色土、締まり・粘性強い。暗褐色土少量含有。
⑨　暗茶褐色土。黄色粒少量含有。
⑩　暗灰褐色土。炭化物、黒色粒少量含有。
⑪　黒褐色土。炭化物、赤褐色ブロック多量に含有。
⑫　暗褐色土。炭化物、焼土多量に含有。
⑬　暗黄褐色土。暗褐色土、焼土少量含有。
⑭　暗茶褐色土、締まり強い。炭化物多量に含有。
⑮　暗黄褐色土。白色粒、炭化物多量に含有。
⑯　暗褐色土。黄色粒、黒褐色粒少量含有。
⑰　暗灰褐色土。炭化物、黒色粒少量含有。
⑱　暗赤褐色土。炭化物少量含有。

（S＝１：80）0 2m
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丸方形を呈する。主軸方位はＮ-４°-Ｗである。規模は東西長5.3ｍ、南北長5.4ｍ、確認面からの深さ
は最大で60㎝を測る。壁は開きながら立ち上がり、床面積は約22.5㎡を測る。床面は平坦で、面上は
非常に硬化している。また、床面直上には焼土、炭化物が堆積していた。
　本址に帰属するピットは全部で９基である。位置や形状からP１・P５・P６・P９を主柱穴とする
４本構造の建物と考えられる。主柱穴間距離は東西3.2ｍ、南北2.7ｍを測る。このうちP１に柱痕跡が
認められた。また、P３はテラス状の段差を持つピットで、位置や形状から中央ピットの可能性がある。
詳細はピット計測表を参照されたい。
　壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。幅10～30㎝、深さ10㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、
底面は平坦である。この壁溝から中央ピットにつながる溝が１条検出された。西壁中央部から直線的
に中央ピットとP２につながるもので、排水などの用途を持つ溝と考えられる。幅８～14㎝、深さ５

第317図　６区SI６出土遺物
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 68 62 30 
2 24 21 53 
3 48 46 32 
4 68 43 80 
5 40 36 55 
6 48 40 36 
8 33 28 36 
9 40 36 47 
10 91 65 82 
11 53 50 22 
15 40 39 14 
24 40 35 9 
28 46 38 33 
30 25 24 30 
61 32 29 32 
62 90 74 26 
63 48 40 60 
64 55 43 20 
65 73 60 33 
66 28 23 13 
67 53 35 28 
68 24 19 24 
69 33 27 50 
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①　暗褐色土。白色粒少量含有。
②　暗褐色土。炭化物、焼土少量含有。
③　暗褐色土。炭化物、白色粒多量に含有。
④　暗赤褐色土。炭化物、焼土多量に含有。
⑤　暗黄褐色土。炭化物、赤黄色ブロック多量に含有。
⑥　暗黄褐色土。炭化物少量含有。
⑦　暗黄褐色土。白色粒多量に含有。
⑧　暗褐色土。炭化物含有。
⑨　暗黄褐色土。黄褐色粒多量に含有。
⑩　炭化物と焼土の混合層
⑪　暗黄褐色土。白色粒多量に含有。
⑫　暗褐色土。黄褐色粒多量に含有。
⑬　暗赤褐色土。炭化物僅かに含有。
⑭　暗黄褐色土。暗赤褐色土多量に含有。
⑮　暗褐色土。炭化物少量含有。
⑯　暗赤褐色土。炭化物、地山ブロック多量に含有。
⑰　暗黄褐色土。黄色ブロック多量に含有。
⑱　白明褐色土。
⑲　赤明褐色土。地山ブロック含有。
⑳　白灰褐色土。
㉑　淡褐色土。白色粒含有。
㉒　淡褐灰色土。
㉓　淡赤灰色土。地山粒多量に含有。

第318図　６区SI２

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 50 40 56 
2 64 48 30 
3 78 59 45 
5 47 40 68 
6 45 44 41 
7 40 36 22 
9 78 48 60 
11 45 39 46 
12 42 36 40 
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㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　暗褐色土を主体とし、下層より順次正層堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。
床面直上には焼土が多量に堆積していることから本址は廃棄時に火を受けたものと考えられる。
　遺物　出土遺物のうち８点が図示し得た。（第319図）。１は弥生土器の小型壺、いずれも口縁端部
は上下に僅かに拡張される。２は弥生土器の甕、複合口縁上端は垂直に立ち上がる。３は弥生土器の
鉢、平底の底部に体部は丸味を持ち、口縁は内湾する。４は埋土上層出土の土玉、全体に丁寧なナデ
が施される。
　５～７は砥石、５は凝灰岩製の中砥の破片、破片であるが表裏面を使用し、表面には被熱痕が認め
られる。６は珪岩製の中砥、自然礫の表面及び右側面を使用している。７は凝灰角礫岩製の中砥、方
形に切り出した素材の表裏面及び側面全体を使用している。８は緑色凝灰岩製の管玉、両面穿孔であ
る。
　時期　出土遺物から本址の時期は、弥生時代後期後葉と考えられる。

SI４（第315・316・320図）
　形状　本来的には６区SI２・６の上層に構築されていたが、調査時に6区SI２部分の埋土部分の切
合い関係を掴むことが困難であり、この部分については失われている。平面形は隅丸方形を呈する。
主軸方位はＮ-13°-Ｅである。規模は東西長6.0ｍ以上、南北長7.0ｍ以上、確認面からの深さは最大で
50㎝を測る。壁は開きながら立ち上がり、床面積は約30.0㎡を測る。床面は平坦で、面上は非常に硬

第319図　６区SI２出土遺物
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化している。６区SI６埋土上面を床面として使用している。床面直上には焼土、炭化物が堆積してい
た。
　本址に帰属するピットは全部で12基である。位置や形状からP８・P66・P15・P67を主柱穴とする
４本構造の建物と考えられる。また、P68は位置的に見て補助的な主柱穴と考えられる。主柱穴間距
離は東西2.8ｍ、南北3.7ｍを測る。また、P１はテラス状の段差を持つピットで、位置や形状から中央
ピットと考えられる。詳細はピット計測表を参照されたい。
　壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。幅15～28㎝、深さ10㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、
底面は平坦である。この壁溝は斜面上位の北壁側では壁面から最大で25㎝程離れている。
　埋土　残存部では暗黄褐色土を主体とし、炭化物を混じえる。
　遺物　出土遺物のうち４点が図示し得た。（第320図）。１は土師器の直口壺、口縁部は直線的に外
傾し、端部は外反する。２は土師器の高坏、やや深めで丸みを帯びた体部に口縁は外反する。３は土
師器低脚坏である。４は斑糲岩製の砥石、中砥で方柱状の素材の表裏面及び両側面を使用している。
　時期　出土遺物から本址の時期は、古墳時代前期前葉と考えられる。

SS12（第321～332図）
　位置　Ｃ～Ｅ-５～８グリッドにまたがって、南北方向に張り出した尾根の同一等高線上に巡るよ
うに検出された一連の段状遺構と竪穴建物、掘立柱建物群である。（第321図）。山頂からは二段目の
段状遺構群である。北側にはさらに尾根を巡るように４区SS18が続いている。確認面上の標高は47.6
～47.1ｍで斜面上方の６区SS１とは2.1ｍ、斜面下方の６区SS17とは10.6ｍの比高差を測る。本址は急
斜面上に等高線に沿って細長く構築された段状遺構である。この段状遺構による平坦面が凸状に広が
る部分に掘立柱建物３棟（６区SB１・２・３）竪穴建物１棟（６区SI３）、土坑４基（６区SK１～３、
P251・253・254）とが検出された。このことから本址は段状遺構と竪穴建物、土坑群が有機的に存
在し、使用されていたことが分かる。尾根を横断する６区SS12全体の埋土には壁面など明瞭な切合
い関係を持つものはなく、さらに遺構上の硬化した面は隣接する４区SS18などに続いていくことか
ら、斜面一帯の段状遺構が同時期に使用されていたようである。このため、記述に際しては東側から
６区SS12-１→２→３と区分したうえで、以下に個別に述べることとする。

（S＝１：４）0 10㎝

1 3
4

2

第320図　６区SI４出土遺物

― 250 ―

CW6_TY091_P226_D05-02_第１分冊.indd   250 2015/03/04   18:06:10



第321図　６区SS12
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SS12-１（第321～325図）
　位置　Ｄ～Ｅ-７～８グリッド、６区SS12 北寄りに検出された段状遺構と掘立柱建物である。（第
321図）。北側は４区SS18に、南側は６区SS12-２にほぼ同じ平坦面として続く。
　形状　急斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、細長い平坦面を形成している（第322図）。北側は４
区SS18に続く。斜面下方は削平されているが、平面形は等高線に沿って細長くのびる通路状の形状
を呈し、凸状に平坦面が広がっている部分には６区SB１などの建物が構築されている。傾斜面の等
高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-56～31°-Ｅで、長軸方向は等高線に沿って
湾曲している。規模は長軸14.0ｍ、短軸3.0～7.0ｍ、確認面からの深さは最深部で120㎝を測る。壁は
開きながら立ち上がり、上下２枚の使用面が確認された。
　上面は全体には暗茶褐色土による貼床が構築されている（第322図-左）、面上は非常に硬化しており、
斜面上方の西壁から40㎝付近から緩やかに傾斜するが、この部分は下層の遺構埋土上に構築されてい
ることによる。この面上ではピットや溝状遺構などは検出されず、硬化の状態や細長い形状から通路
的な使用が想定できる。
　下面は地山直上に検出された遺構で、方形の区画とその南側の６区SB１からなる（第322図-右）。
６区SB１はP110・35・12・26・59・55・54・28による二間四方の建物と推測される。長軸方位は
Ｎ-26°-Ｅで等高線にほぼ並行する。柱間寸法は0.8～1.6ｍ、床面積は5.0㎡を測る。柱掘り方は直径
40～80㎝の楕円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。詳細はピット計測表を参照されたい。
　この６区SB１の北側4.2ｍにコの字状の段差を持つ区画が検出された。平面形は長方形を呈し、長
軸方位はＮ-32°-Ｅで等高線にほぼ並行する。規模は長軸長6.4ｍ、短軸長2.5ｍ、最大深50㎝を測る。
面上は平坦で、ピットが６基検出された。このうちP81・P83・P84が列状に並ぶ。平面形は楕円形を
呈し、長径25㎝、短径18㎝、柱間寸法は1.8ｍを測る。詳細はピット計測表を参照されたい。この区
画の南東寄りの面上に焼土の集中が１ヶ所認められた。
　なお、この方形区画の南西隅から６区SB１北東側に延びる溝状遺構１条が検出された。最大長6.9m、
最大幅22～38㎝、深さ16㎝を測り、底面は凹凸が激しい。本址は位置的に見て６区SB１と方形区画
に関連する雨落ちや排水などの用途を持つ溝状遺構と考えられる。
　埋土　下層埋土は暗褐色土及び暗茶褐色土主体で上面は貼床に使用されたため、非常に硬化してい
る。上層埋土は暗褐色土を主体とし、斜面上方下層より順次堆積していることから、自然埋没の様相
を呈する。上層埋土は個々の層上面が平面的に非常に硬化しており、埋積段階でも通路などとして使
用されていたようである。
　遺物　出土遺物の内、６区SS12-１に伴うものとして17点が図示し得た。（第325図）。１～７は弥
生土器の甕、複合口縁部が上下に拡張、上端が長く伸びるタイプで端部は外反、下端は形骸化するタ
イプが主体的である。８は甕の体部と思われるが、肩部に調整痕のある円孔が認められることから、
この部分に注口部が付くのであろう。９・10は鉢、僅かに丸みを持つ体部に口縁部は直線的に外傾、
端部は肥厚する。11は手捏ねの小型の鉢、12はミニチュア土器の把手であろうか。13は不明土製品、
不整形な三角形状を呈する。
　14は鉄製の刀子か鎌の破片である。
　15は緑色凝灰岩製の仕上砥の砥石、表裏面、右側面、上面を使用している。16は凝灰岩製の仕上砥
の砥石、薄板状に切り出した素材の表裏面、両側面、上面を使用している。17は花崗岩製の磨石、楕
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第322図　６区SS12-１平面図
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第323図　６区SS12-１断面図（１）
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円形の河原石の全面を使用している。
　時期　出土遺物から本址の時期は弥生時代後期後半から終末期頃と考えられるが、６区SS12 全体
を見ると古墳時代前期までは機能していると想定できる。これは段状遺構が埋没段階でも継続して使
用されていたことによる。

SS12-２（第321・326～329図）
　位置　Ｄ～Ｅ-６～７グリッドにまたがって、６区SS12 中央部に検出された段状遺構と掘立柱建物
群である。（第321図）。北側は６区SS12-２に、南側には６区SS12-３がほぼ同じ平坦面に続く。
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、尾根頂部の緩斜面を利用して凸状の広い平坦面を形成
している（第326図）。平坦面下方には６区SI５・８・６区SK４などの竪穴建物が構築されている。
平面形は等高線に沿って湾曲し、凸状に平坦面が広がっている部分には６区SB２・３などの掘立柱
建物が構築されている。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-30～10°
-Ｅで、長軸方向は等高線に沿って湾曲している。規模は長軸18.9ｍ、短軸10.0ｍ、確認面からの深さ
は最深部で60㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がり、面上は全体に硬化している。この平坦
面上に６区SB２・３が構築されている。

SB２（第326図）
　６区SS12-２南寄りに検出された掘立柱建物で、P111・88・42・44・98・102による桁行２間、梁

第324図　６区SS12-１断面図（２）
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行１間の建物と推測される。北側1.5ｍに６区SB３が構築されている。主軸方位はＮ-70°-Ｅで壁面や
等高線にほぼ並行する。長軸桁行3.6ｍ、短軸梁行1.4ｍ、床面積は5.1㎡を測る。桁行の柱間寸法は1.6
～1.8ｍ、梁行の柱間寸法は1.2ｍと桁行の方が広い。柱掘り方は長径38～60㎝の楕円形を呈する。柱
痕跡は確認されなかった。詳細はピット計測表を参照されたい。

SB３（第326図）
　６区SS12-２北寄りに検出された掘立柱建物で、P31・P16・P39・P93による桁行１間、梁行１間
の建物と推測される。南側1.5ｍに６区SB２が構築されている。主軸方位はＮ-58°-Ｅで、壁面や等高
線にほぼ並行する。桁行、梁行共に1.4ｍ、床面積は2.0㎡を測る。柱掘り方は長径38～50㎝の楕円形
を呈する。柱痕跡は確認されなかった。詳細はピット計測表を参照されたい。
　この６区SB３の北側2.2ｍ付近に長さ3.4ｍの段差を持つ区画が検出された。この区画は北側が６区

第325図　６区SS12-１出土遺物
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第327図　６区SS12-２断面図（１）
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SB１に隣接している。段差直下には並行して長さ2.2ｍ、幅40㎝、深さ15㎝程の溝状遺構が検出された。
位置的に見て壁溝と考えられる。この区画内にはピット等の施設は検出されず、空閑地であったもの
と考えられる。
　６区SB２・３付近の壁面直下に並行して溝状遺構が掘り込まれている。位置的に見て雨落ちや排
水等の用途を持つ溝と考えられる。幅40～60㎝、深さ15㎝、断面形はＵ字形を呈し、底面は何段かの
段差を持ち、６区SI３付近まで続く。
　埋土　暗褐色土を主体とし、斜面上方下層より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈す
る。上層埋土は個々の層上面が平面的に非常に硬化しており、埋積段階でも通路などとして使用され
ていたようである。
　遺物　出土遺物の内、６区SS12-２に伴うものとして８点が図示し得た。（第329図）。１は弥生土
器の壺、頸部の屈曲は緩やかで、複合口縁部は幅広く外反する。２～６は複合口縁の甕、複合口縁部
が上下に拡張、上端が垂直気味に立ち上がるタイプと、上端が長く伸び、端部が外反するタイプがあ
る。
　７は鉄製の刀子の茎部破片である。
　８は凝灰角礫岩製の台石、方形に切り出した素材の上面を使用している。
　時期　出土遺物から本址の時期は弥生時代後期前半から古墳時代前期前葉頃と考えられ、段状遺構
がある程度継続して使用されていたと考えられる。

第328図　６区SS12-２断面図（２）
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SS12-３（第321・330～332図）
　位置　Ｄ～Ｅ-５グリッドにまたがって、６区SS12 南寄りに検出された段状遺構と土坑群である。
（第321図）。北側に隣接して６区SI３が同じ平坦面に構築されている。南側の斜面下方を６区SS４に
削平されている。
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、細長い平坦面を形成している（第330図）。斜面下方を
６区SS４により削平されるが、平面形は等高線に沿って細長く伸びる長方形を呈する。等高線に沿っ
て湾曲し、凸状に平坦面が広がっている部分には６区SB２・３などの掘立柱建物が構築されている。
傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-34°-Ｅで、長軸方向は等高線に
沿って湾曲している。規模は長軸11.0ｍ、短軸3.4ｍ、確認面からの深さは最深部で45㎝を測る。壁は
緩やかに開きながら立ち上がり、面上は全体に硬化している。この平坦面上に後述の４基の土坑（６
区SK１～３、P251・253・254）が構築されている。
　本址に伴うピットは全部で13基検出されたが、建物を想定できるものはない。いずれも平面形は円
形を呈し、直径20～50㎝、深さ12～38㎝を測る。詳細はピット計測表を参照されたい。
　床面上に掘り込まれた土坑群は貯蔵穴と考えられることから、本址は４区SS６と同様の性格の貯

第329図　６区SS12-２出土遺物
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第330図　６区SS12-３平面図
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第331図　６区SS12-３断面図
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蔵穴群を備えた段状遺構であると考えられる。
　埋土　暗褐色土を主体とし、斜面上方下層よ
り順次堆積していることから、自然埋没の様相
を呈する。上層埋土は個々の層上面が平面的に
非常に硬化しており、埋積段階でも通路などと
して使用されていたようである。
　遺物　出土遺物の内、６区SS12-３に伴うも
のとして２点が図示し得た。（第332図）。１は
土師器の甕、肩部に最大径を持つ体部に、複合
口縁を持つ、口縁端部は面取りが施され、複合
部下端は水平方向に突出する。２は低脚坏の脚
部で端部は水平に広がる。
　時期　出土遺物から、本址の時期は古墳時代
前期前葉から中葉頃と考えられ、段状遺構があ
る程度継続して使用されていたと考えられる。

SK１（第333・334図）
　位置　６区SS12-３東寄りに地山を掘り込ん
で構築されている（第333図）。東側に隣接して
６区SK３が、東側0.7ｍに６区SK２が存在する。確認面上の標高は46.7ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部が楕円形、底面が円形を呈する。断面形は逆台形で南側にテラス状の段差を
持つ。底面は平坦で壁溝などは検出されなかった。規模は上面で長径130㎝、短径120㎝、底面で直径
68㎝、確認面からの深さは52㎝を測る。
　本址は位置的に見て、６区SS12-３に伴う貯蔵穴と考えられる。
　埋土　埋没状況から何回かの掘り直しが認められ、暗褐色土及び褐色土（④･⑤層）が堆積した段
階で掘り直された可能性が高い。
　遺物　本址からの出土遺物の内、僅かに１点が図示し得た（第334図）。１は弥生土器の小型の壺、
口縁は外反し、端部内面はナデにより僅かに内側に折れる。
　時期　出土遺物から、本址の時期は弥生時代後期頃と考えられる。

SK２（第335・336図）
　位置　６区SS12-３東寄りに、６区SK３を切って構築されている（第335図）。西側0.7ｍに６区SK
１が存在する。確認面上の標高は46.7ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部が不整形な楕円形、底面が歪な円形を呈する。断面形は逆台形で東側にテラ
ス状の段差を持つ。底面は平坦で壁溝などは検出されなかった。規模は上面で長径130㎝、短径120㎝、
底面で長径62㎝、短径56㎝、確認面からの深さは45㎝を測る。
　本址は位置や形状から、６区SS12-３に伴う貯蔵穴と考えられる。
　埋土　暗褐色土を主体とし、下層より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。

第332図　６区SS12-３出土遺物
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　遺物　本址からの出土遺物の内、２点が図示し得
た（第336図）。１は弥生土器の甕、複合口縁上端は
垂直気味に立ち上がる。２は高坏の脚部破片、端部
は水平に広がる。
　時期　出土遺物から、本址の時期は弥生時代後期
後葉と考えられる。

SK３（第335図）
　位置　6区SS12-３東寄りに構築されている（第
335図）。６区SK２に切られる。西側0.7ｍに６区SK
１が存在する。確認面上の標高は46.7ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に楕円形を呈する。
断面形は逆台形を呈し、底面はほぼ平坦で壁溝など
は検出されなかった。規模は上面で長径150㎝、短
径85㎝、底面で長径110㎝、短径52㎝、確認面から
の深さは55㎝を測る。
　本址は位置や形状から、６区SS12-３に伴う貯蔵
穴と考えられる。
　埋土　埋没状況から、灰茶褐色土及び淡赤褐色土
（⑬･⑭層）が堆積した段階で掘り直された可能性
が高い。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期　出土遺物がなく時期比定が困難であるが、
本址と関連性の高い６区SK２出土遺物などから、
本址の時期は弥生時代後期頃と考えられる。

P251（第330図） 
　位置　６区SS12-３北壁直下に掘り込まれている
（第330図）。南西側に接してP254が、西側1.2ｍに
P253が、東側2.4ｍに６区SK１が存在する。確認面
上の標高は46.7ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に楕円形を呈する。
断面形はＵ字形を呈し、底面は平坦で北東隅に直径
15㎝、深さ30㎝の小ピットが掘り込まれている。規
模は上面で長径120㎝、短径88㎝、底面で長径80㎝、
短径50㎝、確認面からの深さは30㎝を測る。
　本址は位置や形状から、６区SS12-３に伴う貯蔵
穴と考えられる。

第333図　６区SK１

A′A

A′

A

H＝47.0m

（S＝１：40）0 1m

①
②

③

④

⑤

⑥
⑦

①　淡灰褐色土（白色砂粒、炭化物混じり）
②　淡茶灰色土（炭化物粒が僅かに混じる）
③　茶灰色土
④　暗褐色土
⑤　暗黄茶色土（ローム小ブロック混じり）
⑥　褐色土（炭化物粒混じり）
⑦　暗褐色土（炭化物混じり）

第334図　６区SK１出土遺物

（S＝１：４）0 10㎝

1

第335図　６区SK2・３

⑧　淡褐色土（白色砂粒混じ
り）

⑨　淡茶灰色土（炭化物粒が僅
かに混じる）

⑩　淡褐灰色土
⑪　淡赤灰色土（鉄分混じり）
⑫　淡赤茶色土（炭化物粒混じ
り）

⑬　灰茶色土（白色砂粒が多く
混じる）

⑭　淡赤褐色土（地山崩落土）

A′A

A′A

H＝46.9m

（S＝１：40）0 1m

①

②
③
④

⑤

⑥⑦

⑧ ⑨⑩

⑪
⑫

⑬

⑭

1
2

1

SK2
SK3

2

①　暗褐色土（炭化物混じり）
②　褐灰色土（炭化物粒混じり）
③　暗褐色土（暗黄茶色ブロック混
じり）

④　淡褐灰色土（炭化物粒が僅かに
混じる）

⑤　淡赤茶褐色土（炭化物粒が僅か
に混じる）

⑥　暗褐色土（白色砂粒混じり）
⑦　褐色土（白色砂粒、炭化物混じ
り）

― 264 ―

CW6_TY091_P226_D05-02_第１分冊.indd   264 2015/03/04   18:06:13



　埋土　上層に暗褐色土、下層に暗黄褐色土が堆積し、概ね
自然埋没の様相を呈する。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期　出土遺物がなく時期比定が困難であるが、本址と関
連性の高い６区SK２出土遺物などから、本址の時期は弥生
時代後期後葉頃と考えられる。

P253（第330図）
　位置　６区SS12-３北壁直下に掘り込まれている（第330図）。東側1.2ｍにP251が、南東側0.8ｍに
P254が存在する。確認面上の標高は46.7ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に楕円形を呈する。断面形はＵ字形を呈し、底面は平坦で北西隅に
長径23㎝、短径15㎝、深さ30㎝の小ピットが掘り込まれている。規模は上面で長径140㎝、短径110㎝、
底面で長径95㎝、短径86㎝、確認面からの深さは40㎝を測る。本址は位置や形状から、６区SS12-３
に伴う貯蔵穴と考えられる。
　埋土　暗褐色土を主体とし、概ね自然埋没の様相を呈する。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期　出土遺物がなく時期比定が困難であるが、本址と関連性の高い６区SK２出土遺物などから、
本址の時期は弥生時代後期後葉頃と考えられる。

P254（第330図）
　位置　６区SS12-３西寄りに掘り込まれている（第330図）。北東側に接してP251が、北西側0.8ｍに
P253が存在する。確認面上の標高は46.5ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に不整形な長楕円形を呈する。断面形はＵ字形を呈し、底面は平坦
で、ピット等は検出されなかった。規模は上面で長径110㎝、短径55㎝、底面で長径95㎝、短径30㎝、
確認面からの深さは30㎝を測る。
　本址は位置や形状から、６区SS12-３に伴う貯蔵穴と考えられる。
　埋土　暗褐色土を主体とし、概ね自然埋没の様相を呈する。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期　出土遺物がなく時期比定が困難であるが、本址と関連性の高い６区SK２出土遺物などから、
本址の時期は弥生時代後期後葉頃と考えられる。

SI３（第337・338・340図）
　位置　６区中央、Ｅ-５・６グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面上の標高は
45.9～46.7ｍ、南西向きの緩斜面に位置する。南東側には６区SI８と６区SK４が隣接する。
　形状　６区SS12-２内に構築されており、段状遺構とセットで存在したと考えられる。遺存状態は
良好で、平面形態は方形を呈する。規模は南北長6.0ｍ、東西長6.2ｍ、確認面からの深さは最大で
52㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は37.2㎡を測る。床面は平坦で、壁溝はほぼ全
周する。東側と中央には北側の壁溝から南北方向に延びる溝があり、中央の溝は中央ピットへつながっ

第336図　６区SK２出土遺物
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ている。また、北側の段状遺構の壁面直下には併行して長さ7.2ｍ、幅0.2～0.7ｍ、深さ15㎝を測る溝
状遺構が掘り込まれている。位置的に雨落ちや排水等の用途を持つ溝と考えられる。
　本遺構に伴うピットは全部で12基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP１、P５、P７、
P８の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP１-P５間から時計周りの順に2.9ｍ、2.7ｍ、2.9ｍ、2.7
ｍで、東西間の距離の方が長い。柱掘り方は円形を呈し、直径45～70㎝を測る。P７では直径12㎝の
柱痕跡を確認した。　
　P６は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長軸74㎝、
短軸58㎝を測る。さらにその中央には長径49㎝、短径39㎝、深さ58㎝の楕円形の掘り込みがある。ま
た、中央ピットの周囲には炭化物の広がりが認められ、床面全体には貼床が行われている。　　
　埋土　上層は淡灰褐色土、下層は暗褐色土を主体とし、概ね下層より順次水平堆積していることか
ら、自然埋没したと考えられる。
　遺物　本遺構から出土した遺物は、遺構の北側に集中しており、このうち９点を図示した（第340図）。
　１～４は土師器である。１は複合口縁の壺で、口縁下端部は突出する。２は複合口縁の甕で、口縁
部は短く、口縁下端部には突出は認められない。３は高坏の坏部で、皿状を呈し、口縁部は外反する。
４は鼓型器台の脚部である。
　５～７は金属製品である。５は鉄鏃で、鏃身は五角形を呈し、斜関である。６は鉄鎌、７は鉄製の
釘の先端部である。
　８、９は石器である。８はデイサイト製の磨石で、表裏面と両側面には磨痕が認められる。また、
表裏面と左側面の上部には被熱痕が認められる。９は凝灰岩製の砥石で、上下端部が欠損するが、長
方形を呈し、表裏面と両側面の４面を使用している。また、表裏面と左側面には被熱痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期中葉～後葉と考えられる。

SD５（第339図）
　位置　Ｅ-６グリッド、南北方向に張り出した尾根頂部緩斜面に検出された溝状遺構である。南側
0.6ｍに６区SI３が主軸方向をほぼ同一にして存在する。確認面上の標高は46.2ｍを測る。
　形状　南北方向にのびる。平面形は不整形な長方形を呈する。長軸方位はＮ-17°-Ｅである。規模
は最大長2.6ｍ、最大幅0.6ｍ、確認面からの深さは最大で20㎝を測る。断面の形状はＵ字形を呈し、
立ち上がりは緩やかで、底面はほぼ平坦である。本址北寄りの底面中央に直径25㎝、深さ20㎝の円形
のピットが掘り込まれていた。
　本址は位置的に見て、６区SI３の外周に沿っていることから、６区SI３に伴う溝状遺構であると考
えられる。
　埋土　暗褐色土の単層で、炭化物を非常に多く含む。埋土に流水の痕跡は認められない。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期・性格　遺物が出土していないので時期比定が困難であるが、位置と形状から６区SI３に伴う
溝である可能性が高い。

SI５・８・SK４（第341～346図）
　位置　Ｆ-６～７グリッド、南北方向に張り出した尾根突端部緩斜面の６区SS12による平坦面から
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第337図　６区SI３（１）
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①　淡灰褐色土。白色粒、黄
褐色粒僅かに含有。

②　暗褐色土。白色粒、炭化
物僅かに含有。

③　暗褐色土。炭化物僅かに
含有。

④　褐色土。白色粒含有。
⑤　暗褐色土、締まり・粘性
やや有り。炭化物僅かに
含有。

⑥　褐色土。ローム小ブロッ
ク含有。

⑦　暗黄茶褐色土。炭化物僅
かに含有。

⑧　暗褐色土。
⑨　暗赤褐色土。
⑩　淡灰褐色土。
⑪　暗褐色土。
⑫　暗褐色土。ローム粒僅か
に含有。

⑬　暗褐灰色土。ローム小ブ
ロック含有。

⑭　淡褐色土。
⑮　暗黄褐色土。炭化物含
有。

⑯　灰白色粘質土。白色粒含
有。

⑰　暗褐色土。
⑱　褐色土。
⑲　淡灰褐色土。
⑳　暗黄褐色土。
㉑　暗黄褐色土。炭化物多量
に含有。

㉒　暗赤褐色土。地山ブロッ
ク非常に多量に含有。

㉓　黒色土、炭化物層。
㉔　暗赤茶色土。
㉕　暗褐灰色土。
㉖　暗褐色土。
㉗　暗褐色土。炭化物僅かに
含有。

㉘　暗黄褐色土。炭化物少量
含有。

㉙　暗赤褐色土。炭化物少量
含有。

㉚　暗褐灰色土。
㉛　淡灰茶色土。
　灰茶色土。白色粒僅かに
含有。

　暗橙褐色土。灰色粘質土
含有。

　淡赤茶色土。
　淡褐灰色土。白色粒含
有。

　淡灰茶色土。
　暗褐色土、締まり・粘性
やや有り。白色粒含有。

　淡茶灰色土。
　淡褐色土。
　暗褐色土。灰色粘質土ブ
ロック含有。

　淡褐灰色土。白色粒多量
に含有。

　褐灰色土。白色粒多量に
含有。

　暗褐色土。白色粒多量に
含有。

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 46 45 68 
2 48 44 23 
3 38 32 16 
4 28 20 10 
5 61 54 68 
6 74 58 56 
7 56 52 64 
8 70 58 73 
9 64 50 18 
10 58 55 16 
86 55 47 28 
114 33 28 16 
120 34 29 26 
143 34 31 24 
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続く緩斜面上に構築された竪穴建物である。調査の結果、３基の竪穴建
物が重複していることが判明した。切合い状態からの新旧関係は６区SI
８（古）→６区SK４→６区SI５（新）である。北側1.0ｍに６区SI３が、
南側斜面下方7.0ｍに６区SI７・９の竪穴建物群が存在する。確認面上
の標高は46.0～45.8ｍを測る。以下遺構ごとに個別に述べることとする。

SI８（第341・342図）
　形状　６区SI５の下層に構築され、６区SK４に切られる。平面形は
長方形を呈する。主軸方位はＮ-７°-Ｅである。規模は長軸長4.5ｍ、短
軸長3.6ｍ、確認面からの深さは最大で55㎝を測る。壁面はやや開きな
がら立ち上がり、床面積は10.8㎡を測る。床面は平坦で、全体に硬化し
ている。
　本址に伴うピットは全部で３基である。位置や形状からP１・３を主
柱穴とする２本構造の建物と考えられる。平面形は円形を呈し、柱掘方
は直径40㎝を測る。柱痕跡は認められなかった。またP２は東壁中央に
掘り込まれており、位置的に見て入口施設に伴うものと考えられる。さ
らに床面中央部付近に直径５～10㎝、深さ10㎝程の円形の小ピットが16
基程検出された。詳細はピット計測表を参照されたい。壁溝は全周する。
幅25～45㎝、深さ15㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦
である。

第338図　６区SI３（２）
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P2 P3

◯58 ◯60 ◯62

◯61
◯59

◯61

◯55 ◯56

◯53

◯51
　淡褐灰色土。白色粒含有。
　淡灰褐色土。
　褐灰色土。
　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。
　暗褐色土。白色粒僅かに含有。
　淡褐色土。炭化物僅かに含有。
　褐灰色土。炭化物僅かに含有。
　暗褐色土。炭化物含有。
　淡灰褐色土。炭化物多量に含有。
　灰色粘質土。炭化物含有。
　暗褐色土。
　暗褐色土。炭化物少量含有。
　暗褐色土。赤褐色粒多量に含有。
　淡灰褐色土。
　淡褐灰色土。
　灰色土。
　淡灰褐色土。
　淡赤褐色土、締まり・粘性強い。
　暗褐色土。白色粒含有。
　暗褐色土。炭化物多量に含有。
　暗黄褐色土。炭化物少量含有。

第339図　６区SD５

（S＝１：40）0 1m

A′A

A′A

H＝46.4m

B′B

B′B

H＝46.4m

①

①　暗褐色土。炭化物多量に含有。

― 268 ―

CW6_TY091_P226_D05-02_第１分冊.indd   268 2015/03/04   18:06:14



　本址は時期的には６区SI３と同時期であるにもかかわらず、平面形は長方形を呈し、規模も他の建
物に比べ、小規模であることから、６区SI３に付随する小屋等の簡易的な施設の可能性が考えられる。
また、切合い関係から６区SI８の古段階の建物と考えられる。
　埋土　上層は暗黄褐色土主体、下層には粘性の強いシルト質の暗灰褐色土が堆積する。床面直上に
は炭化物と焼土が堆積している。
　遺物　出土遺物のうち土師器２点が図示し得た（第342図）。１は土師器の小型丸底壺、器壁はやや
厚く体部は丸みを持つ。２は複合口縁甕、口縁下端は横に張り出す。
　時期　出土遺物から本址の時期は古墳時代前期中葉から後葉と考えられる。

第340図　６区SI３出土遺物

3

4
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1

8

9

5

6

7

0 5㎝（S＝１：３） 0 10㎝（S＝１：４）
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SK４（第343・344図）
　形状　６区SI８を切って構築される。平面形は
長方形を呈する。主軸方位はＮ-41°-Ｗである。
規模は長軸長3.9ｍ、短軸長3.4ｍ、確認面からの
深さは最大で50㎝を測る。壁面はやや開きながら
立ち上がり、床面積は8.1㎡を測る。床面は平坦で、
６区SI８部分には暗灰褐色土による貼床が構築されている。
　本址に伴うピットはP４の１基のみである。斜面下方の壁際中央に掘り込まれており、位置的に見
て本址の入口施設に伴うものと考えられる。平面形は隅丸方形を呈し、柱掘方は一辺40㎝を測る。柱
痕跡は認められなかった。詳細はピット計測表を参照されたい。壁溝は全周する。幅25～38㎝、深さ
15㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦である。
　本址は形状から見て６区SI８の建て替えの可能性が高い。
　埋土　上層は暗褐色土、下層にはシルト質の鉄分を非常に多く含む暗灰褐色土が堆積する。床面直

第342図　６区SI８出土遺物

（S＝１：４）0 10㎝
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第341図　６区SI８
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⑩
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⑪

⑫

⑬
⑭

⑮

1
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⑰

⑱
⑲ ⑳

㉑

①　暗茶褐色土。
②　暗赤褐色土。暗褐色土、炭化物少量含有。
③　暗黄灰褐色土。灰褐色土、鉄分含有。
④　暗黄灰褐色土。炭化物ブロック多量に含有。
⑤　暗黄灰褐色土。炭化物、焼土非常に多量に含有。
⑥　暗灰褐色土。粘性強い。シルト質。
⑦　暗黄灰褐色土。炭化物、鉄分多量に含有。
⑧　暗灰褐色土。粘性強い。炭化物非常に多量に含有。
⑨　暗灰褐色土。粘性強い。炭化物少量含有。
⑩　暗黄灰褐色土。炭化物、焼土多量に含有。
⑪　暗黄灰褐色土。炭化物多量に含有。

⑫　暗灰褐色土、締まり・粘性強い。上面に炭化物が面状に堆積。
⑬　暗赤褐色土。鉄分多量に含有。
⑭　暗灰褐色土。炭化物、鉄分、土器片多量に含有。
⑮　暗灰褐色土。鉄分少量含有。
⑯　暗灰褐色土。鉄分多量に含有。
⑰　暗灰黄褐色土。鉄分多量、炭化物少量含有。
⑱　暗褐色土。炭化物多量に含有。
⑲　暗黄褐色土。鉄分多量に含有。
⑳　暗褐色土。炭化物非常に多量に含有。
㉑　暗黄褐色土。鉄分、黄色ブロック多量に含有。

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 46 38 70 
2 57 50 52 
3 46 43 66 
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上には炭化物が薄い層状に堆積してお
り、特に南西側に２か所集中している。
　遺物　本址からの出土遺物のうち４点
が図示し得た（第344図）。１・２は土師
器の複合口縁甕、口縁下端は横に突出す
る。３は鼓形器台の脚部、脚端部は外反
する。４は白雲母花崗岩製の台石、方形
の円礫の上面を使用している。
　時期　出土遺物から本址の時期は古墳
時代前期中葉から後葉と考えられる。

SI５（第345・346図）
　形状　６区SI８の上層に構築される。斜面下方は削平されているが、遺存状態は比較的良好で、平
面形は胴張隅丸方形を呈する。主軸方位はＮ-16°-Ｅである。規模は南北長4.5ｍ以上、東西長5.0ｍ以
上、確認面からの深さは最大で45㎝を測る。壁面は開きながら立ち上がり、床面積は15.2㎡を測る。
床面は平坦で、面上には厚さ５㎝程の暗橙褐色土による貼り床が認められた。面上は非常に硬化して

第343図　６区SK４
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⑥

⑦

⑨
⑩

⑩

①　暗褐色土。炭化物少量含有。
②　暗褐色土。炭化物多量に含有。砂質を帯びる。
③　暗褐色土、締まり・粘性強い。炭化物多量、黄褐色土
少量含有。

④　暗灰褐色土、締まり・粘性強い。鉄分多量に含有。
⑤　暗灰褐色土。鉄分、炭化物多量に含有。
⑥　暗灰褐色土。鉄分多量、暗褐色土少量含有。
⑦　暗灰褐色土。⑥層より鉄分多量、暗褐色土少量含有。
黄色味を帯びる。

⑧　暗灰褐色土。炭化物ブロック非常に多量に含有。
⑨　暗灰褐色土、締まり・粘性強い。上面に炭化物が面状
に堆積。

⑩　暗灰褐色土。炭化物僅かに含有。
⑪　暗灰黄褐色土。鉄分多量に含有。
⑫　暗灰褐色土。炭化物僅かに含有。
⑬　暗灰黄褐色土。鉄分多量に含有。

第344図　６区SK４出土遺物
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第345図　６区SI５
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⑱
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㉓

①　暗褐色土。白色粒含有。
②　淡灰白色土、締まり・粘性強い。白色粒含有。
③　淡褐色土。
④　灰白色土、締まり・粘性強い。白色粒多量に含有。
⑤　淡赤褐色土。白色粒含有。
⑥　暗褐色土。
⑦　暗灰褐色土、締まり・粘性強い。
⑧　褐色土。
⑨　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。
⑩　暗灰白色土。黄褐色粒含有。
⑪　黒色土、炭化物層。
⑫　暗橙褐色土。鉄分含有。
⑬　灰白色土。
⑭　暗灰白色土。地山赤色粒含有。
⑮　暗褐色土。
⑯　暗赤褐色土。
⑰　淡褐色土。白色粒、炭化物僅かに含有。
⑱　暗灰白色土。白色粒、炭化物僅かに含有。
⑲　灰色土。白色粒含有。
⑳　明褐灰色土。白色粒含有。
㉑　淡灰褐色土。
㉒　淡灰褐色土。
㉓　淡褐灰色土。黄褐色粒含有。

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 56 52 54 
2 33 27 41 
3 54 47 60 
4 76 60 71 
5 52 50 56 
6 82 79 70 
7 56 45 64 
8 60 45 34 
9 35 31 37 
10 29 26 34 
11 56 47 32 
12 26 25 30 
13 41 34 28 
14 34 33 26 
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いる。また、床面直上には炭化物の集中が認められた。
　本址に伴うピットは全部で７基検出された。位置や形状からP３・
P４・P５・P７を主柱穴とする４本柱構造の建物と考えられる。主
柱穴間距離は南北間が2.3ｍ、東西間が3.1ｍを測り、斜面上方の西
側の柱間寸法がやや短い。柱掘方は26～82㎝を測る。P３・５に柱
痕跡が認められた。また、P１は北側の柱通り中央部にあり、主柱
穴に関連するものと考えられる。各ピットの詳細については計測表
を参照されたい。また、P６はテラス状の掘り込みを持つピットで、
位置的に中央ピットと考えられる。この中央ピットから南西壁溝に
向かって直線的に溝が掘り込まれている。幅20㎝、深さ10㎝、断面はＵ字形を呈する。壁溝は残存部
では全周している。幅18～45㎝、深さ10㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　上層は暗褐色土、下層には鉄分を非常に多く含む灰白色土が堆積する。この下層埋土はシル
ト質で粘性が非常に強く、貼床面との間には鉄分の凝着層が認められた。
　遺物　本址出土遺物のうち僅かに１点が図示し得た。（第346図）。１は床面直上出土の鉄製の刀子
である。茎部と刃部の一部が残存する。
　時期　出土遺物からの時期比定が困難であるが、切合い関係から本址の時期は古墳時代前期中葉か
ら後葉と考えられる。

SI16（第347・348図）
　位置　６区中央やや北西寄り、Ｄ-４グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は
45.7～46.5ｍ、南西向きの斜面に位置する。南東側10.5ｍに６区SI３、南側7.5ｍに６区SS23がある。
　形状　６区SS12-３内に構築されており、段状遺構とセットで存在したと考えられる。西側が削平
され、東側の上部は６区SS13に切られているが、平面形態は方形を呈する。規模は北西-南東長4.1ｍ、
北東-南西長4.6ｍ以上、確認面からの深さは最大で76㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床
面積は18.9㎡以上を測る。床面は平坦で、西側を除く３方の壁際には壁溝が巡っている。また、南側
にはもう１条壁溝が並行していることから、拡張が行われたと考えられる。
　本遺構に伴うピットは全部で８基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP４で、位置的
に４本柱構造の建物と考えられるが、残りの３基は検出できなかった。P４の掘り方は円形を呈し、
長径44㎝、短径43㎝、深さ22㎝を測る。柱痕跡は確認されなかった。
　P２は南東側の壁際に位置し、位置的に特殊ピットと考えられる。平面形態は円形を呈し、規模は
長径62㎝、短径58㎝、深さ27㎝を測る。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　暗褐色土を主体とし、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　本遺構から出土した遺物のうち、２点を図示した（第348図）。
　１、２は土師器の複合口縁の甕である。１は口縁下端部が僅かに突出するが、２は段部が退化して
いる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期後葉と考えられる。

第346図　６区SI５出土遺物
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SI７・9（第349～355図）
　位置　Ｆ～Ｇ-６グリッ
ド、南北方向に張り出した
尾根頂部緩斜面に構築され
た一連の竪穴建物である。
調査の結果、２基の竪穴建
物が重複していることが判
明した。切合い状態からの
新旧関係は６区SI９（古）
→６区SI７（新）である。
北側斜面上方4.0ｍに６区
SI５・８・６区SK４が、
南側斜面下方3.5ｍに６区
SI15が尾根頂部に列状に存
在する。確認面上の標高は
45.2～44.6ｍを測る。以下
遺構ごとに個別に述べるこ
ととする。

第347図　６区SI16
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①　暗褐色土。炭化物ブロック多量、褐色ブロック少量含有。
②　暗褐色土。炭化物ブロック、焼土粒多量、暗赤褐色ブロック少量含有。
③　暗褐色土。暗赤褐色土、炭化物ブロック多量に含有。
④　暗褐色土。暗赤褐色土多量、炭化物少量含有。
⑤　暗褐色土。ロームブロック、炭化物少量含有。
⑥　赤褐色土。炭化物含有。
⑦　暗褐色土。赤褐色土、炭化物少量含有。
⑧　暗褐色土。炭化物多量に含有。
⑨　暗褐色土。炭化物多量に含有。
⑩　暗赤褐色土。暗褐色土少量含有。
⑪　暗褐色土。暗赤褐色土少量含有。
⑫　暗褐色土。
⑬　暗赤褐色土。暗褐色土多量含有。
⑭　暗褐色土。赤褐色土少量含有。
⑮　暗赤褐色土。暗褐色土少量含有。

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 49 46 16 
2 62 58 27 
3 32 26 26 
4 44 43 22 
5 46 36 38 
6 33 31 14 
7 62 26 12 
8 27 24 25 
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　SI９（第349～352図）
　形状　６区SI７に切られ、遺存状態は悪
い。平面形は胴張隅丸方形が推測される。
主軸方位はＮ-３°-Ｅである。規模は東西
長1.5ｍ以上、南北長3.8ｍ以上、確認面か
らの深さは最大で55㎝を測る。壁はやや開
きながら立ち上がり、床面積は3.5㎡以上が推定される。
　本址に帰属するピットは全部で３基である。位置や形状からP91・P92を主柱穴とする４本構造の
建物で、東側の柱穴については６区SI７により失われたものと考えられる。主柱穴間距離は2.1ｍを
測る。平面形は円形を呈し、柱掘方は26～82㎝を測る。柱痕跡は認められなかった。詳細はピット計
測表を参照されたい。壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡り、壁面から10㎝程離れて掘り込まれる部
分もある。底面は平坦で、幅15～22㎝、深さ10㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈する。
　埋土　上層に暗茶褐色土、下層には鉄分を多く含む暗灰黄褐色土が堆積し、下層より順次正層堆積
していることから、自然埋没の様相を呈する。
　遺物　出土遺物のうち４点が図示し得た。（第352図）。52・53は弥生土器の壺、52は緩く外反する
口縁端部は僅かに内側に屈曲する。53は複合口縁上下端が拡張し、上端部は内傾する。54は弥生土器
の甕、口縁上端は垂直気味に立ち上がる。55は緑色片岩製の砥石、中砥で板状の素材の表裏面及び左
側面を使用している。
　時期　出土遺物から本址の時期は、弥生時代後期前半と考えられる。

SI７（第349～351・353～355図）
　形状　６区SI９を切っている。平面形は円形に近い胴張隅丸方形を呈する。主軸方位はＮ-１°-Ｗ
である。規模は一辺5.5ｍを測る。壁面はほぼ垂直に立ち上がり、床面積は19.4㎡を測る。床面は平坦
で、厚さ５～25㎝の暗灰褐色土（㉛層）による貼床が全体に構築されている。面上は非常に硬化して
いる。掘り方は中央部が凹むドーナツ状の形状を呈する。
　本址に伴うピットは全部で８基検出された。位置や形状からP１・P３・P４・P５を主柱穴とする
４本柱構造の建物と考えられる。主柱穴間距離は2.5ｍを測る。平面形は円形及び楕円形で、柱掘方
は65～102㎝を測る。すべての柱穴に１回以上の建て替えの痕跡が認められた。また、P８はテラス
状の掘り込みを持つピットで、位置的に中央ピットと考えられる。この中央ピットから壁溝につなが
る溝４条が掘り込まれている。幅５～25㎝、深さ５㎝、断面はＵ字形を呈する。各ピットの詳細につ
いては計測表を参照されたい。壁溝は全周する。幅20～65㎝、深さ10㎝を測り、断面の形状はＵ字形
を呈し、底面は平坦である。
　本址斜面の高位側では竪穴部の外周の地山を削り、幅25～40㎝程のテラス状の平坦面が巡っている。
６区SI９部分にも本来的には掘り込まれていたようであるが、埋土の判別が難しく検出することが困
難であった。
　本址北側外周部には６区SD２～４が掘り込まれている。外周を巡る形状から本址に関連する溝と
考えられる。
　埋土　上層に暗茶褐色土、下層に暗灰黄褐色土が堆積し、床面直上から下層にかけて炭化物が層状

0 10㎝（S＝１：４）

1

2

第348図　６区SI16出土遺物
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①　暗茶褐色土。炭化物含有。砂質を帯びる。
②　暗茶褐色土。炭化物、白色粒含有。
③　暗茶褐色土。茶褐色土、暗褐色土、炭化物多量に含有。
④　暗灰褐色土。灰白色粘土、炭化物・鉄分多量に含有。
⑤　暗灰黄褐色土。鉄分多量、炭化物少量含有。
⑥　暗灰黄褐色土。鉄分、炭化物多量、茶褐色粘質土少量含有。
⑦　暗灰黄褐色土。粘性強い。炭化物ブロック多量に含有。
⑧　暗灰褐色土。粘性強い。炭化物多量に含有。
⑨　暗灰茶褐色土。鉄分多量、茶褐色粘質土、炭化物ブロック少量含有。
⑩　暗灰褐色土。灰白色シルト、炭化物多量に含有。
⑪　炭化物層
⑫　暗灰色粘質土。炭化物多量に含有。
⑬　暗灰黄褐色土。鉄分多量、炭化物少量含有。
⑭　暗灰黄褐色土。鉄分多量に含有。
⑮　暗灰色粘質土。鉄分多量に含有。
⑯　暗灰黄褐色土。粘性強い。炭化物少量含有。
⑰　暗赤褐色土。粘性強い。灰褐色土多量に含有。
⑱　暗赤褐色土。粘性強い。地山スコリア多量に含有。
⑲　暗灰褐色土。灰白色粘土、鉄分多量に含有。
⑳　暗茶褐色土。粘性強い。炭化物少量含有。
㉑　暗茶褐色土。粘性強い。やや砂質を帯びる。
㉒　暗茶褐色土。粘性強い。炭化物、黒色粒含有。
㉓　暗茶褐色土。粘性強い。炭化物、暗褐色粒多量に含有。
㉔　暗灰黄褐色土。鉄分多量に含有。
㉕　暗灰褐色土。鉄分多量に含有。
㉖　暗茶褐色土。粘性強い。灰色粘土少量含有。
㉗　暗茶褐色土。粘性強い。灰色粘土多量、焼土少量含有。
㉘　暗赤褐色土。地山スコリア少量含有。
㉙　暗赤褐色土。暗茶褐色土少量含有。
㉚　暗赤褐色土。
㉛　暗灰褐色土。粘性強い。地山スコリア、鉄分多量に含有。
　暗褐色土
　暗灰色粘質土。炭化物多量に含有。
　暗灰色粘質土。炭化物多量に含有。
　暗灰褐色粘質土。褐色スコリア多量に含有。
　暗灰褐色粘質土。炭化物ブロック多量に含有。
　暗灰褐色土。粘性強い。灰色スコリア、赤色スコリア多量に含有。
　暗灰褐色土。粘性強い。鉄分非常に多量に含有。
　暗赤褐色土。灰色粘質土多量に含有。
　暗赤褐色土。地山スコリア多量に含有。
　暗灰黄褐色土。粘性強い。鉄分多量に含有。
　暗灰褐色土。粘性強い。炭化物ブロック多量に含有。
　暗灰黄褐色土。粘性強い。鉄分多量、炭化物少量含有。
　暗赤褐色土
　暗灰褐色土。暗赤褐色土多量に含有。
　暗灰褐色土。鉄分、スコリア多量に含有。
　暗灰褐色粘質土。炭化物ブロック多量に含有。
　暗灰黄褐色土。鉄分多量に含有。
　暗赤褐色土。粘性強い。灰色粘土多量に含有。
　暗黄褐色土。灰色粘土少量含有。

第349図　６区SI７・９（１）
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に堆積しており、廃絶時に火を受けた
ものと考えられる。また、下層より順
次正層堆積していることから、自然埋
没した状況が考えられる。このうち、
下層の堆積土にはシルトを多く含む粘
性の非常に強い埋土であることから、
泥流などで埋没した可能性が考えられ
る。さらに、中層から上層にかけては
遺物が多量に出土した。これは遺構廃
絶後の投げ込みと考えられる。
　遺物　本址からの出土遺物は非常に
多く、このうち51点が図示し得た（第
353～355図）。１～４は土師器複合口
縁の壺、口縁が内湾するものと外傾す
るものがある。６～25は土師器複合口
縁の甕、複合部下端は突出するものが
主体である。
　26は注口土器、27は把手、断面形は
方形を呈する。28は弥生土器の鉢、埋
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第351図　６区SI７・９遺物出土分布図

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 100 59 70 
2 93 65 46 
3 80 58 70 
4 92 78 64 
5 68 66 76 
6 51 40 40 
7 61 57 10 
8 100 64 96 
91 44 33 67 
92 47 30 46 
93 49 41 47 
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土下層であるが混じり込みと考えられる。29は土師器高坏の脚部、端部は大きく外反する。30・33は
弥生土器の器台、脚端部は複合する。31・32は土師器の低脚坏である。34～36は鼓形器台である。
　37～38は鉄製品、37は変形しているが、鏃であろうか。38は鎌の破片と考えられる。
　39～44は砥石、45～48は磨石、49～51は台石である。
　時期　出土遺物から本址の時期は古墳時代前期前葉から中葉と考えられる。

SD２～４（第356～358図）
　位置　Ｆ-６グリッド、南北方向に張り出した尾根頂部緩斜面に検出された溝状遺構である。この
３条は６区SI７の外周に沿っていることから関連性の高い一連の溝状遺構であると考えられる。南側
0.5ｍに６区SS22が存在する。確認面上の標高は45.2ｍを測る。以下個別に述べる

SD２（第356図）
　形状　北西-南東方向に直線的にのびる。長軸方位はＮ-66°-Ｗである。規模は最大長3.8ｍ、最大
幅4.2ｍ、確認面からの深さは最大で10㎝を測る。断面の形状はＵ字形を呈し、北西の斜面高位側は
緩やかに立ち上がり、南東の斜面下位側はP138に切られる。また、P139は６区SD２より古い時期の
ピットである。溝底面はほぼ平坦である。
　本址南側の６区SI７を巡るように６区SD３・４が掘り込まれていることから、両者は一連の遺構
と考えられよう。
　埋土　下層より順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考えられる。埋土に流水の痕
跡は認められない。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期・性格　遺物が出土していないので時期比定が困難であるが、位置と形状から６区SI７と一連
の施設に伴う溝である可能性が高い。

SD３（第357図）
　形状　東西方向に直線的にのびる。長軸方位はＮ-87°-Ｗである。規模は最大長2.5ｍ、最大幅0.6ｍ、

（S＝１：４）0 10㎝
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第352図　６区SI９出土遺物
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第354図　６区SI７出土遺物（２）

― 280 ―

CW6_TY091_P275_D05-03_第１分冊.indd   280 2015/03/05   15:36:11



0 10㎝（S＝１：４）

0 5㎝（S＝１：３）
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第355図　６区SI７出土遺物（３）
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確認面からの深さは最大で12㎝を測る。断
面の形状は逆台形を呈し、立ち上がりは緩
やかで、底面はほぼ平坦である。
　本址南側の６区SI７を巡るように６区
SD２・４が掘り込まれていることから、
両者は一連の遺構と考えられよう。
　埋土　下層より順次正層堆積しているこ
とから、自然埋没した状況が考えられる。
埋土に流水の痕跡は認められない。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期・性格　遺物が出土していないので時期比定が困難であるが、位置と形状から６区SI７と一連
の施設に伴う溝である可能性が高い。

SD４（第358図）
　形状　東西方向に不整形にのびる。長軸方位はＮ-67°-Ｗである。規模は最大長1.4ｍ、最大幅0.6ｍ、
確認面からの深さは最大で18㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、立ち上がりは緩やかで、底面は
ほぼ平坦である。
　本址南側の６区SI７を巡るように６区SD２・３が掘り込まれていることから、両者は一連の遺構
と考えられよう。
　埋土　黒褐色土の単層で、埋土に流水の痕跡は認められない。

H＝45.4m
P139 P138

P138
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C′

B

B′
A
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0 1m（S＝１：40）

①　黒褐色土。白色粒少量含有。
②　暗褐色土。砂質を帯びる。
③　暗茶褐色土。炭化物、白色粒少量含有。
④　暗赤褐色土。灰褐色土多量に含有。
⑤　暗赤褐色土。灰褐色土少含有。

第356図　６区SD２

0 1m（S＝１：40）
H
＝
45
.6
m A

①
②

A′

A
A′

①　暗褐色土。炭化物少量含有。
②　暗赤褐色土。炭化物少量含有。

第357図　６区SD３

0 1m（S＝１：40）

①　黒褐色土。炭化物少量含有。

H＝45.5m
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①

第358図　６区SD４
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　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期・性格　遺物が出土していないので時期比定が困難であるが、位置と形状から６区SI７と一連
の施設に伴う溝である可能性が高い。

SI15（第359～361図）
　位置　Ｇ～Ｈ-６グリッド、南北方向に張り出した尾根頂部斜面に検出された竪穴建物である。（第
359図）。北側斜面上方3.5ｍに６区SI７・９、北東側6.0ｍに６区SI11が存在する。確認面上の標高は
43.3ｍを測る。
　形状　斜面下方は床面付近まで削平が及んでいるが遺存状態は良好で、平面形は六角形を呈する。
主軸方位はＮ-25°-Ｅである。規模は長軸長7.0ｍ、短軸長6.4ｍ、確認面からの深さは最大で105㎝を
測る。壁面はやや開きながら立ち上がり、床面積は76.9㎡を測る。床面は平坦で、全体に硬化している。
面上には部分的に焼土・炭化物の堆積が認められた。
　本址に伴うピットは全部で15基検出された。位置や形状から、P２・P12・P５・P10・P11・P14を
主柱穴とする６本柱構造の建物と考えられる。平面形は楕円形を呈し、柱穴間距離は2.0～2.9ｍ、柱
掘方は28～70㎝を測る。またP６は中央ピットと考えられる。この中央ピットからは壁溝に向かって
幅15～30㎝、深さ８㎝程の溝が掘り込まれている。この溝は壁溝際ではＴ字状を呈しており、本来的
には古段階の壁溝に繋がっていたものと思われる。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
壁溝は全周し、一部で掘り直しが認められる。幅15～42㎝、深さ12㎝を測り、断面の形状は浅いＵ字
形を呈し、底面は平坦である。
　本址斜面の高位側では竪穴部の外周の地山を削り、幅60㎝程のテラス状の平坦面が巡っている。こ
の部分の壁面は部分的にオーバーハングしている。垂木を竪穴外周部のテラス部分の壁に斜めに配す
る構造であれば、伏屋式の構造が考えられる。
　埋土　暗褐色土を主体とし、下層より順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考えら
れる。また、堆積状況から少なくとも１回以上の建て替えが認められる。
　遺物　本址からは、埋土下層を中心に遺物が出土している。このうち13点が図示し得た（第361図）。
１～６は弥生土器の甕、複合口縁で口縁上端が内傾するものと幅広で直立するもの、外傾するものが
ある。７は注口土器、注口部は肩部に垂直気味につく。８は高坏の坏部、体部は屈曲し、口縁部は大
きく外反する。９は器台の脚部、端部は複合化する。
　10は鉄製品、刀子の刃部破片である。11は軽石製の砥石、素材の全体を使用し、表裏面及び左側面
に小孔が認められる。12は中央ピット（P６）出土のデイサイト製の台石、上面及び左側面に使用痕
が認められる。13は主柱穴（P11）出土の凝灰角礫岩製の台石、破片であるが、方形に切り出した素
材の上面を使用している。
　時期　埋土下層出土の遺物から、本址の時期は弥生時代後期後半～終末期と考えられる。

SS19（第362・363図）
　位置　６区中央やや西寄り、Ｅ・Ｆ-５グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面
の標高は44.3～45.8ｍ、南西向きの斜面に位置する。北西側は６区SS13に切られており、西側には６
区SI21が隣接する。また、南東側にはＹ字状を呈する溝状遺構があるが、その先後関係は明らかには
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0 2m（S＝１：80）

①　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。黒褐色土多量に含有。
②　黒褐色土。粘性強い。暗褐色土多量に含有。
③　暗褐色土。粘性強い。暗褐色土、炭化物多量に含有。
④　暗褐色土。黒褐色土、黄褐色土、炭化物多量に含有。
⑤　暗褐色土。黒褐色ブロック、炭化物、土器片多量に含有。
⑥　暗黄褐色土。暗褐色土少量含有。
⑦　暗赤褐色土。粘性強い。暗黄褐色土僅かに含有。
⑧　暗赤褐色土。粘性強い。暗褐色土、炭化物多量に含有。
⑨　暗褐色土。暗赤褐色粒、炭化物多量に含有。
⑩　暗褐色土。暗黄褐色粒、炭化物多量に含有。
⑪　暗褐色土。黄褐色粒多量、炭化物少量含有。
⑫　黄褐色土。暗褐色土、炭化物少量含有。
⑬　黄褐色土。粘性強い。暗赤褐色土多量に含有。
⑭　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。黄褐色土多量に含有。
⑮　暗赤褐色土。暗褐色土少量含有。
⑯　暗赤褐色土。暗褐色土、炭化物少量含有。
⑰　黒褐色土。粘性強い。暗赤褐色土、炭化物多量に含有。
⑱　暗赤褐色土。炭化物多量、暗褐色土少量含有。
⑲　暗赤褐色土。暗褐色土少量含有。
⑳　暗赤褐色土。炭化物少量含有。
㉑　暗赤褐色土。黄褐色土多量に含有。
㉒　暗褐色土。黄褐色土多量に含有。
㉓　暗褐色土。黄褐色土、暗赤褐色土、黒褐色土、炭化物少量含有。
㉔　暗黄褐色土。粘性強い。
㉕　暗褐色土。黒褐色土多量、暗黄褐色土少量含有。
㉖　暗褐色土。黒褐色土、黄褐色土、暗赤褐色土が層状に堆積。

㉗　灰黄褐色土。粘性強い。炭化物ブロック多量に含有。
㉘　暗褐色土。炭化物多量、黒褐色土少量含有。
㉙　暗赤褐色土。粘性強い。黄褐色土少量含有。
㉚　暗褐色土。暗黄褐色土少量含有。
㉛　暗褐色土。暗黄褐色土多量に含有。
　暗赤褐色土。粘性強い。炭化物僅かに含有。
　暗褐色土。黒褐色土、暗黄褐色土少量含有。
　暗褐色土。暗黄褐色土、炭化物少量含有。
　暗褐色土。暗黄褐色土含有。
　暗褐色土。暗黄褐色土少量含有。
　暗黄褐色土。暗褐色土、炭化物少量含有。
　暗黄褐色土。暗褐色土、炭化物多量に含有。
　暗黄褐色土。炭化物多量に含有。
　暗黄褐色土。暗褐色土多量に含有。
　暗黄褐色土。粘性強い。炭化物多量、暗褐色土少量含有。
　黄褐色土。暗赤褐色土、黒褐色土少量含有。
　黄褐色土。暗褐色土僅かに含有。
　黄褐色土。炭化物少量含有。
　黄褐色土。
　淡褐灰色土。炭化物粒含有。
　灰褐色土、締まり・粘性やや強い。炭化物ブロック多量に含有。
　暗黄灰褐色土。炭化物僅かに含有。
　暗橙褐色土。
　暗褐色土。
　淡灰褐色土。
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第359図　６区SI15（１）

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 32 26 52 
2 45 38 26 
3 40 38 82 
4 26 25 16 
5 60 52 80 
6 91 80 50 
7 27 24 44 
8 37 27 20 
9 24 23 33 
10 60 51 46 
11 66 61 56 
12 39 38 75 
13 23 20 16 
14 26 25 62 
15 38 37 12 
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できなかった。
　形状　南西側が流失し、北
西側は６区SS13に切られて
いるが、平面形態は隅丸長方
形を呈すると考えられる。規
模は長軸10.4ｍ以上、短軸3.2
ｍ以上、確認面からの深さは
最大で39㎝を測る。床面積は
33.3㎡以上を測り、床面は平
坦であるが、北東から南西へ
緩やかに傾斜する。
　本遺構に伴うピットは検出
されなかった。
　埋土　上層から暗褐色土、
灰褐色系土、暗灰色土が堆積
し、壁際から傾斜堆積してい
ることから、自然埋没したと
考えられる。
　遺物　本遺構から出土した
遺物は、遺構の中央から南東
側にかけて集中しており、こ
のうち15点を図示した（第
363図）。
　１～11は弥生土器である。
１は壺で、口縁部は内傾し、
３条の凹線が巡る。２～８は
甕である。２は口縁端部が玉
縁状に折り返され、搬入品の
可能性がある。３～５は口縁
部が内傾するもので、３は口
縁上端部を拡張し、４は口縁
下端部を拡張している。５は
口縁上下端部を拡張し、４条
の平行沈線が巡る。６～８は
複合口縁の甕である。６、７
は口縁部がやや内傾するもの
で、６は４条、７は５条の平
行沈線が巡る。８は口縁部が

0 2m（S＝１：80）

　暗褐色土。
　淡灰褐色土。
　淡褐灰色土。炭化物僅かに含有。
　淡橙褐色土。炭化物僅かに含有。

　黄褐色土。炭化物、ローム粒僅かに含有。
　灰褐色土。炭化物僅かに含有。
　褐灰色土。
　淡褐色土。鉄分・白色粒含有。
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第360図　６区SI15（２）
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外傾し、４条の平行沈線が巡る。９、10は高坏の脚部で、いずれも裾端部は外傾し、10は１条の沈線
が巡る。11は蓋である。
　12～15は石器である。12はサヌカイト製、13、14は黒曜石製の石鏃で、12は抉りの深い凹基式、14
は抉りの浅い凹基式である。13は先端部と基部が欠損する。15は黒曜石製のスクレイパーである。16
は凝灰岩製の砥石で、下端部、裏面、左側面が欠損するが、表面と右側面の２面を使用している。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期前葉～中葉と考えられる。

SI21（第364・365図）
　位置　６区中央やや西寄り、Ｅ-４グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は
44.0～44.8ｍ、南西向きの斜面に位置する。東側には６区SS19が隣接し、南東側11.5ｍに６区SI20が
ある。
　形状　６区SS19と一部重複しており、主軸は異なるものの、位置関係と帰属時期から６区SS19と
セットとして存在した可能性がある。南側が削平されているが、平面形態は隅丸方形を呈する。規模
は北西-南東長3.6ｍ、北東-南西長2.8ｍ以上、確認面からの深さは最大で96㎝を測る。壁はやや開き

0 5㎝（S＝１：３） 0 10㎝（S＝１：４）
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第361図　６区SI15出土遺物
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ながら立ち上がり、床面積は10.1㎡以上を測る。床面は平坦で、南側を除く３方の壁際には壁溝が巡っ
ている。
　本遺構に伴うピットは全部で７基検出されたが、主柱穴とみられるピットは検出できなかった。
　床面の中央では炉を検出した。炉の平面形態は不整な長楕円形を呈し、掘り方の規模は長径49㎝、
短径40㎝、深さ６㎝を測る。掘り方の北西側には厚さ13㎝の燃焼部が認められ、被熱により硬化して
いる。その窪みの部分には被熱の弱い灰褐色土が堆積する。また、炉の南西にあるP５は下層に焼土
小塊と炭化物小塊が多量に混じる灰褐色土と炭化物層が堆積し、北西側の壁面は被熱している。
　埋土　上層から暗褐色土、淡灰褐色土、灰褐色土が堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、
自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物は北側から流れ込んだ状態で出土しており、このうち11点を図示した（第365図）。
　１～10は弥生土器である。１、２は壺で、いずれも口縁部は内傾し、口縁上下端部は拡張する。１
は２条の凹線、２は５条の平行沈線が巡る。３～９は甕である。４は口縁部がやや内傾し、５は口縁
部が直立する。６～９は口縁部が外傾するものである。６、７は口縁下端部が下垂し、６は４条、７
は５条の平行沈線が巡る。８、９は口縁下端部が斜下方向に拡張し、８は４条、９は２条の平行沈線
が巡る。10は高坏の脚部で、裾端部には４条の凹線が巡る。

0 2m（S＝１：80）
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①　暗褐色土
②　淡灰褐色土（やや締まりなし）
③　灰褐色土（炭化物粒が僅かに混じる、暗褐色小ブロック混じり）
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⑩　暗灰色土（ローム小ブロック混じり）
⑪　暗褐色土（ロームと暗灰色の小ブロック混じり）

第362図　６区SS19
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　11は角閃石安山岩製の砥石で、下端部、裏面、右側面が欠損するが、表面と左側面の２面を使用し
ている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期前葉～中葉と考えられる。

0 2㎝（S＝１：１）
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第363図　６区SS19出土遺物
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SI20（第366・367図）
　位置　６区中央やや
南寄り、Ｇ-５グリッ
ドより検出された竪穴
建物である。確認面上
の標高は41.8～42.5ｍ、
南西向きの斜面に位置
する。６区SD７を切っ
て い る が、 ６ 区SS13
に切られている。北西
側11.5ｍに６区SI21が
ある。
　形状　南西側が削平
されているが、平面形
態は隅丸方形を呈する
と考えられる。規模は
北西-南東長3.8ｍ、北
東-南西長1.6ｍ以上、
確認面からの深さは最
大で42㎝を測る。壁は
やや開きながら立ち上
がり、床面積は6.1㎡
以上を測る。床面は平
坦で、東隅付近の壁際
には壁溝がある。
　本遺構に伴うピットは検出されなかった。
　埋土　上層は灰褐色土、下層は褐灰色土が堆積し、いずれも炭化物が僅かに混じっている。壁際か
ら傾斜堆積していることから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は本遺構の中央から北西側にかけて出土しており、このうち３点を図示した（第367図）。
　１、２は弥生土器の複合口縁の甕である。１は口縁部が外傾し、４条の平行沈線が巡る。２は口縁
部が外反し、平行沈線は認められない。
　３は凝灰角礫岩製の台石で、右端部、裏面、右側面が欠損するが、表面と左側面には磨痕が認めら
れる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期後葉と考えられる。

SS８･９･10・17・SK６･８・SI10・11（第368～384図）
　位置　Ｄ～Ｇ-７～８グリッドにまたがって、南北方向に張り出した尾根東側谷頭急斜面に検出さ
れた一連の段状遺構と竪穴建物である。標高は40.0～45.4ｍを測り、山頂からは三段目の段状遺構群

3
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第364図　６区SI21

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 36 32 13 
2 40 23 6 
3 31 30 13 
4 27 26 36 
5 34 24 30 
6 17 16 12 
7 15 14 36 
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にあたる。新旧関係を見ると大きく二時期に別れ、６区SS８・６区SS９、６区SI10・11の遺構群の
上層に６区SS17が等高線に沿って細長く構築されている。このことから本址は段状遺構と竪穴建物
が有機的に存在し、６区SI10・11等の建物廃絶後も段状遺構として使用されていたことが分かる。ま
た、６区SS17の北側12ｍの同一等高線上には４区SS８･22などの段状遺構が細長くのびており、斜面
一帯の段状遺構が同時期に使用されていた可能性も高い。西側斜面上方の６区SS12 とは３ｍ離れて
おり、比高差10.6ｍである。以下に個別に述べることとする。

SS８（第368・369図）
　位置　Ｅ-７～８グリッド、６区SS９の北側２ｍに構築された段状遺構である（第368図）。斜面下
方の６区SI10 に接している。上層に６区SS17が構築されている。
　形状　斜面の高位側の岩盤をL字状にカットして平坦面を造成している。平面形は等高線に沿って
細長くのびる長方形を呈する。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位は
Ｎ-65°-Ｗである。規模は長軸11.0ｍ、短軸2.8ｍ、確認面からの深さは40㎝を測る。壁は開きながら

0 10㎝（S＝１：４）
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第365図　６区SI21出土遺物
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立ち上がり、斜面上方では段差を持
ち漏斗状に開いて立ち上がる。床面
積は14.4㎡を測る。平坦で、全体に
非常に硬化している。本址に伴う
ピットや溝などは検出されなかった。
　本址は位置的に見て、６区SI10に
伴う段状遺構の可能性が高い。
　埋土　黒褐色土を主体とするが、
埋土の大半は６区SS17により失わ
れている。
　遺物　本址からの出土遺物のうち
弥生土器２点が図示し得た（第369
図）。１・２は複合口縁の甕、上端
は内傾する。
　時期　出土遺物から、本址の時期
は弥生時代後期前葉と考えられる。

SI10（第370～374図）
　位置　Ｅ～Ｆ-８グリッド、南北
方向に張り出した尾根東側谷頭斜面

第368図　６区SS８
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の６区SS８による平坦面上に検出された竪穴建物である。（第370
図）。同一平坦面上の南側10.0ｍに６区SI11が、西側斜面上方10.0ｍ
に６区SI５が存在する。本址上層には４区から続く６区SS17が構築
されている。確認面上の標高は44.1ｍを測る。
　形状　斜面下方は床面付近まで削平が及んでいるが遺存状態は良
好で、平面形は胴張隅丸方形を呈する。主軸方位はＮ-52°-Ｗである。
規模は長軸長4.9ｍ、短軸長4.6ｍ、確認面からの深さは最大で80㎝
を測る。壁面はやや開きながら立ち上がり、床面積は25.1㎡を測る。
床面は平坦で、全体に硬化している。面上には部分的に焼土・炭化物の堆積が認められた。
　本址に伴うピットは全部で８基検出された。位置や形状から、P２・P３・P４・P５を主柱穴とす
る４本柱構造の建物と考えられる。平面形は円形を呈し、柱穴間距離は1.8ｍ、柱掘方は35～65㎝を
測る。またP１は位置的に見て中央ピットと考えられる。この中央ピットからは壁溝に向かって幅８
～20㎝、深さ８㎝程の溝が掘り込まれている。壁際では消滅しているが、本来的には壁溝に繋がって
いたものと思われる。また床面上には直径５～10㎝、深さ10㎝程の円形の小ピットが多数検出された。
各ピットの詳細については計測表を参照されたい。壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。幅18～35
㎝、深さ10㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦である。この壁溝は南壁側では一部壁
面より離れた所に掘り込まれている。
　本址斜面の高位側では竪穴部の外周の地山を削り、幅30～50㎝程のテラス状の平坦面が巡っている。
この部分の壁面は斜面上方では部分的にオーバーハングし、小ピットが掘り込まれている。垂木を竪
穴外周部のテラス部分の壁に斜めに配する構造であれば、伏屋式の構造が考えられる。
　埋土　黒褐色土を主体とし、下層より順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考えら
れる。床面から下層にかけて焼土と炭化物が非常に多く含まれることから、本址は廃棄時に火を受け
たものと考えられる。また中層埋土には廃絶後の投げ込みと考えられる土器を非常に多く含む。
　遺物　本址からは、埋土中層を中心に非常に多くの遺物が出土している。このうち58点が図示し得
た（第372～374図）。
　１～10は弥生土器の壺、複合口縁で口縁上端が内傾するものと幅広で直立するもの、外傾するもの
がある。10は肩部に櫛書沈線による斜格子文が施される。11～36は弥生土器の甕、複合口縁で口縁上
端が内傾するものと幅広で直立するもの、外傾するものがある。このうち11・12が床面直上の甕であ
る。37は鉢の口縁部か。38は体部に稜を持つタイプである。39～42は高坏である。43は脚付甕の脚台
部、脚部はハの字状に外反する。
　44は土玉、全体にナデが施される。45はガラス玉、カリガラス製で青色を呈し、引き伸ばし技法で
作られている。
　46～58は石器類である。46は砂岩製の磨製石斧、47は軽石製の砥石、全体を使用している。48は凝
灰岩製の砥石、小型の仕上砥で方柱状の製品の全面を使用している。50は凝灰岩製の砥石、円礫の表
裏面を使用した中砥である。51はデイサイト製の砥石、中砥で方形の素材の表面と両側面を使用して
いる。52は花崗岩製の荒砥の砥石、方柱状の素材の全体を使用し、廃棄後被熱痕が認められる。53は
デイサイト製の磨石、円礫の上面を使用している。54はデイサイト製の磨石・凹石、円礫の全体を使
用し、上面に敲打痕が認められる。55はデイサイト製の磨石・敲石、表裏面に擦痕が、表面と下端に

（S＝１：４）0 10㎝
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第369図　６区SS８出土遺物
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第370図　６区SI10（１）

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 82 74 32 
2 40 36 54 
3 62 55 52 
4 40 37 66 
5 37 35 58 
6 22 19 20 
7 21 19 14 
8 18 15 10 
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敲打痕が認められる。56は花崗岩製の台石、遺存部全体を使用し、被熱痕が認められる。57は凝灰角
礫岩製の台石、上面に使用痕が認められ、廃棄後被熱痕が認められる。58は凝灰岩製の十字石錘、円
筒形に成形した素材の長軸方向に１本、短軸方向に２本の溝が掘り込まれる。
　時期　出土遺物の大半は遺構廃絶後の投げ込みに伴うものであるが、床面直上層出土の遺物から、
本址の時期は弥生時代後期前葉と考えられる。

SS９（第375図）
　位置　Ｆ-７グリッド、６区SS８の南側２mに構築された段状遺構である（第375図）。上層に６区
SS17が構築されている。確認面上の標高は45.4ｍを測る。
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①　暗褐色土。炭化物、土器片多量に含有。
②　暗褐色土。炭化物多量、土器片非常に多量、黄褐色ブロック少量含
　　有。
③　暗褐色土。炭化物ブロック多量、焼土少量含有。
④　黒褐色土。炭化物、暗褐色土多量に含有。
⑤　黒褐色土、締まり・粘性強い。炭化物多量、暗黄褐色土少量含有。
⑥　暗褐色土。焼土塊非常に多量に含有。
⑦　暗褐色土。黄色ブロック多量、炭化物、焼土粒少量含有。
⑧　暗黄褐色土。炭化物多量、黄色ブロック少量含有。
⑨　黄褐色土。炭化物多量、黄色ブロック少量含有。
⑩　黒褐色土。炭化物多量、黄褐色粒少量含有。
⑪　黒褐色土、締まり・粘性強い。黄色地山ブロック少量含有。
⑫　黄褐色土。黒褐色ブロック含有。
⑬　黄褐色土。黒褐色土多量に含有。
⑭　黒褐色土、締まり・粘性強い。黄色地山ブロック多量に含有。
⑮　黒褐色土。黄色ブロック多量、炭化物ごく僅かに含有。
⑯　黒褐色土、締まり・粘性強い。黄色ブロックごく僅かに含有。
⑰　黒褐色土、締まり・粘性強い。黄色ブロック多量に含有。
⑱　暗褐色土。粘性弱い。炭化物僅かに含有。砂質を帯びる。
⑲　暗褐色土。炭化物、黄色粒少量含有。
⑳　暗褐色土。黄色ブロック非常に多量に含有。
㉑　暗褐色土。黄色ブロック、炭化物ブロック多量に含有。
㉒　黒褐色土。炭化物ブロック多量、黄色粒少量含有。
㉓　黒褐色土、締まり・粘性強い。黒色土多量、炭化物少量含有。
㉔　暗褐色土。黒色粒、黄色粒少量含有。
㉕　黒褐色土。黄色ブロック多量、炭化物少量含有。
㉖　黒褐色土。黄色ブロック少量含有。
㉗　暗黄褐色土、締まり・粘性強い。黄色ブロック多量に含有。
㉘　黒色土。黄色粒少量含有。
㉙　暗褐色土。暗赤褐色ブロック多量、炭化物少量含有。
㉚　黒褐色土。炭化物ブロック多量、暗赤褐色土、黄褐色土少量含有。
㉛　暗褐色土。黄色ブロック、炭化物多量に含有。
　暗褐色土。炭化物少量含有。
　暗黄褐色土。黄色ブロック多量に含有。
　黒褐色土。炭化物、黄色粒少量含有。
　暗黄褐色土。地山黄色ブロック多量に含有。
　黒褐色粘質土。炭化物、赤褐色ブロック含有。
　黒褐色粘質土。炭化物多量に含有。
　暗褐色粘質土。黒色粘質土少量含有。
　暗褐色粘質土。黄褐色ブロック含有。
　黄褐色土。地山ブロック多量に含有。
　黒色土。黄色粒少量含有。
　暗褐色土。茶褐色土多量に含有。　

第371図　６区SI10（２）
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第372図　６区SI10出土遺物（１）
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第373図　６区SI10出土遺物（２）
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第374図　６区SI10出土遺物（３）
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　形状　斜面の高位側の岩盤をL字状にカットして平坦面を造成している。斜面下方を６区SS17によ
り削平されるが、遺存部での平面形は歪な長方形を呈する。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と
考えた場合の主軸方位はＮ-80°-Ｗである。規模は長軸4.0ｍ、短軸1.8ｍ、確認面からの深さは30㎝を
測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がる。床面積は2.4㎡を測る。床面は斜面下方に向かって傾斜
しながらも平坦で全体に硬化している。壁溝は検出されなかった。
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①　黒褐色土。黄褐色土が斑状に多量に含有。
②　暗赤褐色土。黒褐色ブロック少量含有。
③　黒褐色土。暗赤褐色ブロック多量に含有。
④　暗褐色土。黄色ブロック、炭化物多量に含有。
⑤　黒褐色土。暗赤褐色ブロック多量に含有。
⑥　黒褐色土。暗赤褐色土多量に含有。
⑦　暗赤褐色土。暗褐色土少量含有。
⑧　灰白色粘質土、締まり・粘性強い。灰色シルト多量に含有。

第375図　６区SS９

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
222 31 26 31 
223 35 33 22 
224 38 24 32 
225 32 28 28 
228 27 22 44 
229 44 36 58 
230 46 38 40 
231 32 29 34 
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　本址南壁際に貯蔵穴（６区SK８）が検出された。また、南側に接して検出された掘立柱建物１棟（６
区SB４）と土坑（６区SK６）は本址と関連性の高い遺構と考えられる。このことから本址は上屋構
造を持つ貯蔵穴群を備えた段状遺構であると考えられる。
　埋土　黒褐色土を主体とし、概ね自然埋没の様相を呈する。貼床構成土にはロームロックが多く含
まれる。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期　出土遺物がなく時期比定が困難であるが、切合い関係や本址に伴う６区SK６出土遺物など
から、本址の時期は弥生時代後期頃と考えられる。

SB４（第375図）
　位置　Ｆ-７グリッド、６区SS９東側に検出された掘立柱建物である。６区SS17の貼床を剝したと
ころ検出された。段状遺構とセットで存在していたと思われる。確認面上の標高は44.1ｍを測る。
　形状　P222・224・225・228・229による一間四方の棟持柱を持つ掘立柱建物である。主軸方位は
Ｎ-23°-Ｅで等高線にほぼ並行する。柱間寸法は2.2～2.8ｍ、床面積は4.4㎡を測る。柱掘り方は直径
20～42㎝の円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。このうちP222・P230は棟持柱と考えられる。
詳細はピット計測表を参照されたい。
　本址は位置的や形状から段状遺構（６区SS９）、貯蔵穴（６区SK８）、土坑（６区SK６）がセット
となった遺構と考えられる。
　埋土　暗褐色土及び暗赤褐色土を主体とし、柱痕などは検出されなかった。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期　出土遺物がなく時期比定が困難であるが、本址に伴う６区SK６出土遺物などから、本址の
時期は弥生時代後期頃と考えられる。

SK６（第376・377図）
　位置　６区SB４南寄りに地山を掘
り込んで構築されている（第376図）。
西側１ｍに６区SK８が存在する。確
認面上の標高は44.1ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に不
整な楕円形を呈する。断面形は逆台形
で壁面は緩やかに開きながら立ち上が
る。底面は平坦で壁溝などは検出され
なかった。規模は上面で長径160㎝、
短径102㎝、底面で長径113㎝、短径68
㎝、確認面からの深さは18㎝を測る。
　本址は位置的に見て、６区SB４に
伴う土坑と考えられる。
　埋土　明 褐 色 土 の 単 層 で、 ６ 区 第376図　６区SK６

①　暗褐色土、締まり弱い。赤褐色土ブロック状に含有。

A′A

A′A
H＝44.2m

①

0 50㎝（S＝１：20）
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SS17構築時に人為的に埋め戻された可能性が高い。
　遺物　本址からの出土遺物の内、僅かに１点が図示し得た。１は
弥生土器の小型の壺、複合口縁上端は垂直気味に立ち上がる。
　時期･性格　出土遺物から、本址は弥生時代後期頃の掘立柱建物
に伴う土坑と考えられる。

SK８（第378図）
　位置　６区SS９南壁に接して掘り込まれている（第378図）。東側1.0ｍに６区SK６が存在する。確
認面上の標高は44.8ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に楕円形を呈する。断面形は袋状を呈し、南斜面上方西壁側はフラ
スコ状を呈する。底面は平坦で壁溝などは検出されなかった。規模は上面で長径125㎝、短径92㎝、
下位の最大径部位で長径132㎝、短径98㎝、底面で長径125㎝、短径86㎝、確認面からの深さは92㎝を
測る。
　埋土　粘性の強い黒褐色土を主体とし、床面直上のシルトは締まりが強く、④・⑤層堆積後も使用

⑦⑥

②

④
⑤

③

①

A′

A′

B
H
＝
45
.0
m

A H＝45.0m

A

B

B′ B′

（S＝１：20）0 50㎝

①　暗赤褐色土。暗褐色ブロック少量含有。
②　黒褐色粘質土。炭化物多量、赤褐色粘質土少量含有。
③　黒褐色粘質土。炭化物ブロック少量含有。
④　黒褐色粘質土。暗赤褐色土、黒白色シルト少量含有。
⑤　暗灰色シルト。黒褐色土少量含有。
⑥　暗赤褐色土。灰白色シルト、黒褐色土多量に含有。
⑦　暗赤褐色土。黒褐色土少量含有。

第378図　６区SK８

第377図　６区SK６出土遺物

0 10㎝（S＝１：４）

1
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されており、下層～中層には炭化物が多量に含まれることから、廃絶に伴い火を受けた様相を呈する。
堆積状況から概ね自然埋没の様相を呈する。
　本址は位置的に見て、６区SS９・６区SB４に伴う貯蔵穴と考えられる。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期　出土遺物がなく時期比定が困難であるが、本址と関連性の高い６区SK６出土遺物などから、
本址の時期は弥生時代後期頃と考えられる。

SS17（第379・380図）
　位置　Ｄ～Ｇ-７～８グリッドにまたがって検出された段状遺構である（第379図）。６区SS８・９
の上層に構築されている。中央部やや北寄りに６区SS10が掘り込まれている。確認面上の標高は44.6
ｍを測る。
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、２段程の平坦面を形成している（第379図）。斜面下方
は削平されているが、残存部での平面形は等高線に沿って細長くのびる形状を呈し、６区SS10北壁
側では段差を持ち北側に細長くのびる。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方
位はＮ-62°-Ｅで、長軸方向は等高線に沿っている。規模は長軸19.0ｍ、短軸1.3ｍ、確認面からの深
さは壁際で65㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がり、平坦面は大きく２段認められた。上段
の平坦面は、南側の６区SS８・９の上層に構築されており、細長い長方形を呈し、床面積は11.2㎡、
その北端には６区SS10が構築されている。下段の平坦面は北側の６区SS10北西隅から細長く延び、
床面積は6.0㎡を測る。面は斜面下方に向かって僅かに傾斜しながらも平坦で、面上は下層に６区SS８・
９が構築されている南側部分に貼床が構築されている。面上は非常に硬化している。
　本址は６区SS10と一連の段状遺構と考えられる。
　埋土　上層に黒褐色土、下層に暗褐色土が堆積し、順次堆積していることから、自然埋没の様相を
呈する。
　遺物　出土遺物の内、12点が図示し得た。（第380図）。１～６は弥生土器の甕、いずれも複合口縁
を呈し、上端が内傾するものが主体である。７は注口土器の把手、断面形は円形を呈する。８は高坏
の坏部、体部は屈曲し、複合口縁端部はフラットである。９は高坏の脚部、円形の透かしが上下二段
に施される。
　10はデイサイト製の石鍬、撥形を呈する。11は緑色片岩製の磨石・敲石、方柱状の素材の表裏面及
び側面を使用し、上下端部に敲打痕が認められる。12は花崗岩製の磨石である。扁平で円形の素材の
全体を使用している。
　時期　出土遺物からは本址の時期は弥生時代後期前葉と考えられる。

SS10（第381・382図）
　位置　Ｅ-８グリッド、６区SS17の東側に接して検出された竪穴建物である。確認面上の標高は
45.0ｍを測る。
　形状　６区SS17の平坦面をコの字状に削り、平坦面を形成している。平面形は長方形を呈する。
傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-50°-Ｗである。規模は長軸長2.8
ｍ、短軸長2.1ｍ、確認面からの深さは壁際で45㎝を測る。壁は開きながら立ち上がる。床面は平坦で、
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残存範囲での床面積は3.8㎡を測る。本址床面北寄りには、炉２基が確認された。周辺には焼土・炭
化物が分布している。
　２基の炉は、遺構確認の段階では円形の掘り込みが認められたことから、ピットと考えたが、壁面
から底面にかけて燃焼部が認められたために炉と判断した。
　炉１は平面形が段差を持つ楕円形、断面形は箱型を呈し、この壁面から底面にかけて厚さ８㎝の燃
焼部が認められる。掘り方の規模は長径38㎝、短径34㎝、深さ20㎝を測る。燃焼部は被熱により非常
に硬化しており、良好に焼けている。窪み部分には多量の炭化物と共に被熱した甕胴部片が出土した。
炉に使用していたものと思われる。なお、炉１の段差周囲の床面上には焼土、炭化物が集中して検出
された。これは炉から掻き出されたものであろうか。
　炉２は平面形が段差を持つ楕円形、断面形は箱型を呈し、この壁面から底面にかけて厚さ５㎝の燃
焼部が認められる。掘り方の規模は長径34㎝、短径28㎝ 深さ20㎝を測る。燃焼部は被熱により非常
に硬化しており、良好に焼けている。壁面肩部の燃焼部に接して被熱した甕胴部片が出土した。炉に
使用していたものと思われる。窪み部分の埋土には炭化物が多量に含まれる。

0 10㎝（S＝１：４）
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第380図　６区SS17出土遺物
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　本址は、非常に良好に使用された２基の炉の状況から、竈屋的
な施設の可能性が高い。
　埋土　暗茶黒褐色土を主体とし、全体的に固く締まっている。
また、床面直上から埋土にかけては焼土が集中して堆積している。
特に、炉跡の周辺では燃焼部が破壊されたような大きな塊が分布
している。この焼土は埋土上面においても検出されている。
　遺物　本址出土遺物のうち弥生土器２点が図示し得た。（第382
図）。１は床面直上出土の弥生土器の甕、複合口縁部は内傾する。
２は弥生土器の器台、坏部は大きく開き、複合口縁上端は内傾す
る。
　時期　出土遺物から本址の時期は弥生時代後期前葉と考えられる。

SI11（第383・384図）
　位置　Ｇ-７グリッド、南北方向に張り出した尾根東側谷頭斜面に検出された竪穴建物である。（第
383図）。同一平坦面上の北側10.0ｍに６区SI10が、西側斜面上方4.0ｍに６区SI７が存在する。本址上
層には４区から続く６区SS17が構築されている。確認面上の標高は44.0ｍを測る。
　形状　斜面下方は床面付近まで削平が及んでいるが遺存状態は良好で、平面形は隅丸方形を呈する。

第381図　６区SS10
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第382図　６区SS10出土遺物
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②　暗赤褐色土。粘性強い。炭化物少量、赤褐色ブロック非常に多量に含有。
③　暗褐色土。炭化物、赤褐色粒多量に含有。
④　暗褐色土。炭化物少量、黄褐色ブロック多量に含有。
⑤　暗黄褐色土。粘性強い。暗赤褐色ブロック、黄色ブロック多量に含有。
⑥　暗褐色土。炭化物、赤褐色粒、黄褐色粒多量に含有。
⑦　暗褐色土。粘性強い。炭化物少量、黄色粘質土多量に含有。
⑧　灰黄白色シルト。粘性強い。炭化物、焼土多量に含有。
⑨　暗赤褐色土、締まり・粘性強い。炭化物少量、暗褐色土僅かに含有。
⑩　暗赤褐色土。暗褐色土少量含有。
⑪　黒褐色土。黄褐色土多量に含有。
⑫　暗黄褐色土。粘性強い。暗褐色土、焼土粒少量含有。
⑬　暗褐色土。粘性強い。炭化物、黄褐色土、黒褐色土多量に含有。
⑭　暗褐色土。粘性強い。炭化物、黒褐色土多量に含有。
⑮　暗黄褐色土。粘性強い。黒褐色土、赤褐色土多量に含有。
⑯　暗褐色土。粘性強い。炭化物、黒褐色粒少量含有。
⑰　暗赤褐色土。粘性強い。炭化物、黄褐色土、黄色ブロック多量に含有。
⑱　暗灰黄褐色粘質土。炭化物少量含有。
⑲　暗褐色粘質土、粘性強。黒褐色土・灰黄褐色粘質土多量含有。
⑳　暗灰黄褐色粘質土。黄褐色土少量含有。
㉑　暗灰黄褐色粘質土。暗褐色粘質土少量含有。
㉒　暗褐色粘質土、粘性強。黒褐色土多量含有。
㉓　暗灰黄褐色粘質土。炭化物・黄褐色土少量含有。
㉔　暗灰黄褐色土。粘性強い。炭化物、黄褐色粒少量含有。
㉕　暗赤褐色土。粘性強い。炭化物、黄褐色土少量含有。
㉖　黒褐色土。暗褐色土少量含有。
㉗　暗黄褐色土。黒褐色土少量含有。
㉘　灰白色シルト。黄色ブロック少量含有。
㉙　灰白色シルト。暗赤褐色土少量含有。

炉

①　赤褐色土、燃焼部、上面が硬化
②　赤褐色土、弱い燃焼部

第383図　６区SI11

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 52 35 28 
2 64 58 42 
3 56 52 56 
4 29 28 39 
5 50 42 41 
6 45 44 58 
7 34 18 28 
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主軸方位はＮ-80°-Ｗである。規模は長軸長5.2ｍ、短軸長4.3ｍ、確認面からの深さは最大で60㎝を測
る。壁面は僅かに開きながら立ち上がり、床面積は15.7㎡を測る。床面は平坦で、全体に硬化している。
面上には部分的に焼土・炭化物の堆積が認められた。床面中央南壁寄りに炉１基が検出された。
　炉は平面が不整形な長楕円形を呈し、長径65㎝、短径28㎝を測る。中心部の面上は非常によく焼け
ている。掘り方の窪みは検出されなかった。
　本址に伴うピットは全部で７基検出された。位置や形状から、P１・P２・P５・P６を主柱穴とす
る４本柱構造の建物と考えられる。平面形は円形を呈し、柱穴間距離は2.1～2.4ｍ、柱掘方は45～65
㎝を測る。またP３は位置的に見て中央ピットと考えられる。各ピットの詳細については計測表を参
照されたい。壁溝は遺存部では全周する。幅18～30㎝、深さ12㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、
底面は平坦である。この壁溝の西壁中央部から中央ピットとP５を繋ぐ溝が検出された。幅20～40㎝、
深さ12㎝、断面はＵ字形を呈する。
　埋土　上層に黒褐色土、下層に暗褐色土および暗黄褐色土を主体とする。また、下層から床面直上
には粘性の強い灰白色シルト層が堆積しており、泥流が流れ込んだような状況が推測される。埋土は
下層より順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考えられる。
　遺物　本址からの出土遺物のうち10点が図示し得た（第384図）。１は弥生土器の直口壺、口縁は緩
やかに外反し、端部上面は水平である。２～５は弥生土器の甕、口縁部は幅広の複合を呈し、上端は
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80 10㎝（S＝１：４）

0 2㎝（S＝１：１）

第384図　６区SI11出土遺物
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直立気味のものと外反するものがある。６は高坏の脚部であろうか。端部は肥厚する。７は鼓形器台
である。
　８は凝灰岩製の石包丁の破片であろうか。穿孔が１ヶ所認められる。９は玉髄製の二次加工剥片、
10は凝灰岩製の石包丁、穿孔が１ヶ所認められる。
　時期　出土遺物には遺構廃絶後の投げ込みに伴うものも多いが、床面直上層出土の遺物から、本址
の時期は弥生時代後期後半と考えられる。

SI12（第385・386図）
　位置　Ｆ～Ｇ-８グリッド、南北方向に張り出した尾根東側谷頭斜面に検出された竪穴建物である。
（第385図）。西側斜面上方3.0ｍに６区SI11が存在する。確認面上の標高は42.4ｍを測る。
　形状　斜面下方は床面付近まで削平が及んでいるが遺存状態は比較的良好で、平面形は隅丸方形を
呈する。主軸方位はＮ-78°-Ｗである。規模は長軸長3.8ｍ、短軸長3.2ｍ、確認面からの深さは最大で
50㎝を測る。壁面は僅かに開きながら立ち上がり、床面積は6.7㎡を測る。床面は平坦で、全体に硬
化している。面上には中央ピット南側を中心に焼土・炭化物の堆積が認められた。
　本址に伴うピットは全部で８基検出された。位置や形状から、P１・P５・P６・P７を主柱穴とす
る４本柱構造の建物と考えられる。平面形は円形を呈し、柱穴間距離は1.5～1.7ｍ、柱掘方は40～55
㎝を測る。またP３は位置的に見て中央ピットと考えられる。各ピットの詳細については計測表を参
照されたい。壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。幅15～18㎝、深さ7㎝を測り、断面の形状はＵ
字形を呈し、底面は平坦である。この壁溝の内側30㎝の床面上に並行してもう一条の溝が巡っている。
位置的に見て古い時期の壁溝と考えられる。このことから、本址は１回以上の拡張が行われたものと
思われる。
　なお、本址斜面上方の壁面から20㎝の所に並行して長さ270㎝、幅40㎝、深さ12㎝程の溝が巡って
いる。上面が削平されているが、位置的に見て、本址に伴う施設と考えられる。以上のことから、本
址は６区SI10などにみられるように、本来は建物外周にテラス状の平坦面が巡るタイプの構造で、外
周の溝はその壁溝であった可能性が高い。
　埋土　上層に暗褐色土、下層に黒褐色土が堆積し、下層より順次正層堆積していることから、自然
埋没した状況が考えられる。また、床面直上の堆積土には焼土及び炭化物が多量に含まれることから、
廃絶時に火を受けたものと考えられる。また、埋土中～上層には基盤岩の破砕礫が多量に含まれる。
　遺物　本址からの出土遺物のうち14点が図示し得た（第386図）。１は弥生土器の壺、平底で体部中
位に最大径を持つ。２～６は弥生土器の甕、口縁部は幅広の複合を呈し、上端は直立気味のものと外
反するものがある。７～11は器台、複合口縁を呈する。11は脚部に段を持ち、端部は肥厚する。
　12は緑色凝灰岩製の仕上砥の砥石、上面を使用し左側面には切り出し面が残る。13は砂岩製の仕上
砥の砥石、薄板状の素材の遺存部全面を使用、被熱痕が認められる。14はデイサイト製の台石、上面
に使用痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本址の時期は弥生時代後期中葉と考えられる。

SI17・SK25・26・27（第387～394図）
　位置　Ｈ-９グリッド、南北方向に張り出した尾根東側下部谷壁斜面に検出された竪穴建物である。
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①　黒褐色土。暗赤褐色土少量含有。
②　暗赤褐色土、締まり・粘性強い。黒褐色ブロック多量に含有。
③　暗赤褐色土、締まり・粘性強い。黒褐色ブロック僅かに含有。
④　暗褐色土。黒褐色土、炭化物ブロック多量に含有。
⑤　黒褐色土。暗褐色土、炭化物、焼土多量に含有。
⑥　黒褐色土。暗赤褐色土、暗黄褐色土、炭化物多量に含有。
⑦　黒褐色土。暗赤褐色土、焼土、炭化物多量に含有。
⑧　黒褐色土。暗赤褐色ブロック多量、焼土少量含有。
⑨　暗赤褐色土。黒褐色土少量含有。
⑩　暗赤褐色土。暗褐色土少量含有。
⑪　暗赤褐色土。黒褐色土、炭化物ブロック含有。
⑫　暗褐色土。暗赤褐色土、炭化物ブロック含有。
⑬　暗褐色土。炭化物僅かに含有。
⑭　焼土塊
⑮　黒褐色土。炭化物多量に含有。
⑯　暗褐色土。暗赤褐色土多量、炭化物少量含有。
⑰　暗褐色土、締まり・粘性強い。暗赤褐色ブロック、炭化物少量含有。
⑱　黒褐色土。炭化物ブロック、赤褐色土少量含有。
⑲　暗褐色土。黄褐色土少量含有。
⑳　暗赤褐色土。暗褐色土多量に含有。
㉑　黒褐色土。暗赤褐色ブロック多量に含有。
㉒　暗黄褐色土。暗褐色土少量含有。

第385図　６区SI12

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 40 39 63 
2 38 37 64 
3 53 43 38 
4 35 34 49 
5 57 44 47 
6 66 27 48 
7 30 28 60 
8 51 46 31 
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（第387・393図）。東側斜面下方1.0ｍに６区SI18が存在する。確認面上の標高は36.5ｍを測る。本址
は調査の結果、６区SS17-１・２の新旧二時期の遺構が検出され、下層の６区SS17-２の床面上には
６区SK25～27の３基の土坑群が検出された。以下、個別に述べることとする。

SI17-２（第387図）
　形状　６区SI17-１の貼床を剝したところ、地山上に検出された。斜面下方が削平されるが、平面
形は円形が推測される。主軸方位はＮ-84°-Ｗである。規模は長軸長7.9ｍ、短軸長4.5ｍ、確認面から
の深さは最大で20㎝を測る。床面積は約12.5㎡を測る。床面は平坦で、面上には南壁際に６区SK25、
西壁際に６区SK26、中央に６区SK27の３基の土坑が検出された。ピットは直径10～20㎝の小型のも
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第386図　６区SI12出土遺物
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のが６区SK25の周囲に集中している。詳細はピット計測表を参照されたい。本址に伴う壁溝などは
検出されなかった。
　なお、本址北側の斜面上方には幅35㎝程のテラス状の平坦面が巡っている。形状から本址に伴うも
のと考えられ、本址は垂木を竪穴外周部のテラス部分の壁に斜めに配する伏屋式の構造が考えられる。
　以上のことから、本址は床面に掘り込まれた６区SK25～27の貯蔵施設の上屋的な性格を持つ建物
と考えられる。
　埋土　暗茶褐色土を主体とし、上層は固く締まっていることから、６区SI17-１構築時に人為的に
埋め立てられたものと考えられる。
　遺物　本址からの出土遺物はいずれも微細片で図示した遺物はなかった。
　時期　出土遺物が少なく、時期比定が困難であるが、６区SK25～27の出土遺物から、本址の時期は、
弥生時代後期前葉と考えられる。

SK25（第388図）
　位置　６区SI17-２床面南壁際に地山を掘り込んで構築されている（第388図）。北側2.5ｍに６区
SK26が、3.0ｍに６区SK27が存在する。確認面上の標高は35.8ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に円形を呈する。断面形は箱形で壁面はほぼ垂直に立ち上がる。底
面は平坦で壁溝などは検出されなかった。規模は上面で直径170㎝、底面で直径160㎝、確認面からの
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①　暗褐色土。黒褐色土、茶褐色ブロック含有。
②　黒褐色土。炭化物少量、茶褐色土僅かに含有。
③　黒褐色土。茶褐色ブロック少量含有。
④　暗褐色土。茶褐色土多量に含有。
⑤　暗褐色土。茶褐色土、黒褐色土多量に含有。
⑥　黄茶褐色土。

⑦　暗茶褐色土、締まり強い。粘性やや有り。
⑧　暗茶褐色土。黒褐色土含有。
⑨　黄褐色土。暗褐色土僅かに含有。
⑩　暗褐色土。炭化物少量含有。
⑪　暗褐色土。暗茶褐色土多量に含有。

第387図　６区SI17-２
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深さは76㎝を測る。
　本址外周付近に
直径10～35㎝程の
ピットが集中して
いる。いずれも埋
土は同質で、黒褐
色土を主体とし、
黄色ブロックを多
く含有している。
特に直径10㎝、深
さ10㎝程の小ピッ
トは本址を巡るよ
うに掘り込まれて
いることから、周
囲に柵や蓋などの
施設が設けられて
いた可能性が高い。
　埋土　下層に黒
褐色土、上層に黄
茶 褐 色 土 が 堆 積
し、最上層の①層
は６区SI17-１構
築時に人為的に埋
め戻された可能性が高い。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期･性格　出土遺物からの時期比定が困難であるが、
６区SK26・27の遺物と形状から、本址は弥生時代後期前
葉の貯蔵穴と考えられる。

SK26（第389・390図）
　位置　6区SI17-２床面西壁際に地山を掘り込んで構築
されている（第389図）。東側に隣接して６区SK27が、南
側2.5ｍに６区SK25が存在する。確認面上の標高は35.6ｍ
を測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共にやや歪な楕円形を呈
する。
　断面形は逆台形で壁面は開きながら立ち上がる。底面
は平坦で壁溝などは検出されなかった。規模は上面で長

第389図　６区SK26
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①　黒褐色土。炭化物、黄褐色ブロック少量含有。
②　黄褐色土。黒褐色ブロック少量含有。
③　黄褐色土。暗褐色土少量含有。

第391図　６区SK27
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①　暗褐色土。黄褐色土少量含有。
②　暗黄褐色土。黒褐色ブロック含有。
③　黄褐色土。黒褐色ブロック含有。
④　黄褐色土。地山岩盤崩落土か。

第392図　６区SK27出土遺物
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①　黄茶褐色土。暗褐色土多量に含有。
②　黄茶褐色土。暗褐色土ブロック少量含有。
③　黄茶褐色土、締まり・粘性やや有り。暗褐色ブ
ロック多量に含有。

④　黄褐色土、締まり・粘性やや有り。茶褐色土少
量含有。

⑤　黄褐色土、締まり・粘性なし。岩質崩落土。
⑥　黒褐色土、締まり・粘性弱い。黄褐色土少量含
有。

⑦　黒褐色土、締まり・粘性やや有り。黄褐色岩片
少量含有。

第390図　６区SK26出土遺物
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径260㎝、短径180㎝、底面で長径210㎝、短径165㎝、確認面からの深さは45㎝を測る。
　埋土　黄褐色土と黒褐色土主体で、埋積状況から人為的に埋め戻された可能性が高い。
　遺物　本址からの出土遺物の内１点が図示し得た（第390図）。１は弥生土器の小型の壺、複合口縁
下端はやや下方に拡張される。
　時期･性格　出土遺物から、本址は弥生時代後期前葉の貯蔵穴と考えられる。

SK27（第391・392図）
　位置　６区SI17-２床面中央北寄りに地山を掘り込んで構築されている（第391図）。西側に隣接し
て６区SK26が、南側3.0ｍに６区SK25が存在する。確認面上の標高は35.7ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に不整形な楕円形を呈する。断面形は箱形で、壁面は僅かに開きな
がら立ち上がる。底面は平坦で壁溝などは検出されなかった。規模は上面で長径210㎝、短径175㎝、
底面で長径185㎝、短径155㎝、確認面からの深さは35㎝を測る。
　埋土　下層に黄褐色土、上層に暗褐色土が堆積し、６区SI17-１構築時に人為的に埋め戻された可
能性が高い。
　遺物　本址からの出土遺物の内、僅かに１点が図示し得た（第392図）。１は弥生土器の小型の壺、
口縁は緩やかに外反する。
　時期･性格　出土遺物からの時期比定が困難であるが、遺物と形状から、本址は弥生時代後期前葉
頃の貯蔵穴と考えられる。

SI17-１（第393・394図）
　形状　６区SI17-２上層に検出された。斜面下方が削平されるが平面形は円形が推測される。主軸
方位はＮ-84°-Ｗである。規模は長軸長7.9ｍ、短軸長4.5ｍ、確認面からの深さは最大で55㎝を測る。
床面積は約12.5㎡を測る。床面は平坦で、６区SI17-２埋土上層に暗茶褐色土（⑦層）を貼って構築
されている。面上にはピット６基が検出されたが、主柱穴となりうるものは検出されなかった。詳細
はピット計測表を参照されたい。壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。幅12～15㎝、深さ7㎝を測り、
断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦である。本址北側の斜面上方には幅20㎝程のテラス状の平坦
面が巡っている。垂木を竪穴外周部のテラス部分の壁に斜めに配する伏屋式の構造が考えられる。
　埋土　暗褐色土および黒褐色土を主体とし、下層より順次水平堆積していることから自然埋没した
ものと考えられる。
　遺物　本址からの出土遺物のうち９点が図示し得た（第394図）。１～９は弥生土器の複合口縁甕、
口縁部は上下に拡張するものと、上端が幅広で外傾するものがある。
　時期　出土遺物から、本址の時期は、弥生時代後期中葉と考えられる。

SI18（第395・396図）
　位置　Ｈ-10グリッド、南北方向に張り出した尾根東側麓部の緩斜面に検出された竪穴建物である。
（第395図）。西側斜面上方1.0ｍに６区SI17が存在する。確認面上の標高は35.7ｍを測る。
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　形状　斜面下方が削平されるが、平面形は円形が推測される。主軸方位はＮ-66°-Ｗである。規模
は長軸長5.4ｍ以上、短軸長2.7ｍ、確認面からの深さは最大で30㎝を測る。床面積は約4.9㎡を測る。
床面は平坦で、面上は硬化している。
　面上にはピット11基が検出された。位置的に見てP３・Ｐ17が主柱穴と考えられるが、斜面下方に
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第394図　６区SI17出土遺物
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①　黒褐色土。炭化物少量、黄褐色土、黒褐色土少量含有。
②　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
③　茶褐色土。
④　黄褐色土。白色粒多量に含有。
⑤　暗褐色土。黄褐色土少量含有。
⑥　黒褐色土。黄褐色土少量含有。
⑦　暗褐色土。黄褐色土多量に含有。
⑧　暗褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。

⑨　暗茶褐色土。炭化物ブロック含有。
⑩　暗黄褐色土。暗褐色土少量含有。
⑪　黒褐色土。黄褐色土少量含有。
⑫　暗褐色土。茶褐色土少量含有。
⑬　黒褐色土。黄褐色土少量含有。
⑭　黒褐色土。炭化物多量に含有。
⑮　黒褐色土。黄褐色土多量に含有。
⑯　黒褐色土。炭化物多量に含有。
⑰　暗褐色土。黄褐色土多量に含有。

第393図　６区SI17-１

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
2 51 44 58 
4 30 28 36 
6 33 29 38 
7 27 21 32 
11 85 60 61 
13 49 45 48 
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は主柱穴が検出されなかった。平面形は円形を呈し、柱穴間距離
は2.5ｍ、柱掘方は32～65㎝を測る。詳細はピット計測表を参照
されたい。壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡る。幅15～22㎝、
深さ10㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦である。
この壁溝の内側30㎝の床面上に並行してもう一条の溝が部分的に
巡っている。位置的に見て古い時期の壁溝の残存と考えられる。
このことから、本址は１回以上の拡張が行われたものと思われる。
　埋土　削平が床面付近まで及んでおり、埋土は薄いが黒褐色土
を主体とし、下層より順次水平堆積していることから自然埋没し
たものと考えられる。
　遺物　本址からの出土遺物のうち僅かに１点が図示し得た（第
396図）。１はデイサイト製の台石、扁平で長楕円形の自然礫の上
面を使用している。
　時期　出土遺物からの時期比定が難しいが、形状から本址の時
期は、弥生時代後期中葉頃と考えられる。
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第396図　６区SI18出土遺物
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①　暗褐色土。黄褐色粒多量に含有。
②　黒褐色土。黄褐色粒少量含有。
③　暗褐色土。黄褐色粒、黒褐色粒多量に含有。
④　暗茶褐色土。黄褐色土多量に含有。
⑤　暗褐色土。黒色粒少量含有。
⑥　黒褐色土。茶褐色粒多量、炭化物少量含有。
⑦　黒色土。黄褐色土少量含有。
⑧　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
⑨　黒褐色土。黄褐色土多量に含有。
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第395図　６区SI18

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 45 40 32 
2 36 38 18 
3 66 61 53 
4 41 40 55 
5 61 50 16 
6 32 28 8 
8 70 47 22 
9 29 26 45 
11 42 38 14 
13 50 45 26 
17 30 25 42 
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SI25（第397～399図）
　位置　Ｆ～Ｇ-10グリッド、南北方向に張り出した尾根東側麓部の緩斜面に検出された竪穴建物で
ある。（第397図）。上層に６区SI22・24が構築される。南側6.0mの同一平坦面に６区SI18が存在する。
確認面上の標高は35.5ｍを測る。
　形状　斜面下方は床面付近まで削平が及んでいるが遺存状態は比較的良好で、平面形は胴張隅丸方
形を呈する。主軸方位はＮ-62°-Ｗである。規模は長軸長5.4ｍ、短軸長4.8ｍ、確認面からの深さは最
大で75㎝を測る。壁面は漏斗状に開きながら立ち上がり、床面積は7.1㎡を測る。床面は平坦で、全
体に硬化した貼床が構築されている。
　本址に伴うピットは全部で17基検出された。位置や形状から、P１・Ｐ16・Ｐ８・Ｐ14を主柱穴と
する４本柱構造の建物と考えられる。平面形は円形を呈し、柱穴間距離は2.3～2.5m、柱掘方は25～
38㎝を測る。また、北壁側のP12・Ｐ13は埋土上面にロームブロックが貼られていたことから、それ
ぞれP１・Ｐ14の古い段階の主柱穴と考えられる。さらに、P６・Ｐ７は位置的に見て中央ピットと
考えられる。なお、本址北壁面に穿たれたピット１基（P19）が検出された。底面が平坦であること
から、棚状の施設と考えられる。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。壁溝は斜面下方
を除きＵ字状に巡る。幅30～50㎝、深さ12㎝を測り、断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦である。
この壁溝の内側50㎝の床面上に並行して幅10㎝、深さ５㎝程の溝が巡っている。この溝は部分的には
２条認められる。これらは位置的に見て古い時期の壁溝と考えられる。
　本址西壁側に長さ3.8m、幅0.9mのテラス状の段差が検出された。本址に伴う施設と考えられるが
壁溝やピットなどは検出されなかった。
　本址は主柱穴と壁溝の形状から、斜面上方に向かって少なくとも１回以上の拡張が行われたものと
思われる。
　埋土　黒褐色土を主体とする。下層より順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考え
られる。
　遺物　本址からの出土遺物のうち23点が図示し得た（第398・399図）。１～５は弥生土器の壺類、
複合口縁のタイプと「く」の字状に屈曲するタイプがある。６は無頸壺、体部の張りは弱く、口縁部
は垂直に立ち上がる。７～12は弥生土器の複合口縁甕、口縁上端が内傾するものと、幅広の複合を呈
し上端が直立気味のものと外反するものがある。13は注口土器の把手、断面形は円形である。
　14・15は安山岩製の石鍬である。16は軽石製の砥石、円形の素材の全体を使用している。17は花崗
岩製の中砥の砥石、破片であるが表面及び右側面を使用している。18は砂岩製の荒砥の砥石、長楕円
形の河原石を素材とし、表裏面及び両側面を使用している。19は閃緑岩製の中砥の砥石、上下を欠損
するが遺存部全体を使用している。20は溶岩製の荒砥の砥石、破片であるが全体を使用している。21
は緑色片岩製の磨石・敲石、台形に成形し、研磨痕が認められる素材の表裏面に敲打痕が認められる。
22はデイサイト製の磨石、扁平で長楕円形の素材の表裏面を使用している。23は凝灰角礫岩製の台石、
板状に切り出した素材の上面及び側面を使用している。廃棄後被熱が認められる。
　時期　出土遺物には遺構廃絶後の投げ込みに伴うものも多いが、埋土下層出土の遺物から、本址の
時期は弥生時代後期前葉頃と考えられる。
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①　黒褐色土。暗褐色土少量含有。
②　黒褐色土。土器片、炭化物やや多量、黄褐色土少
量含有。

③　黒褐色土。土器片、炭化物、黄褐色ブロック少量
含有。

④　黒色土。黄褐色土、黄茶褐色土、炭化物多量に含
有。

⑤　黒色土。暗褐色土少量含有。
⑥　黒褐色土。黄褐色ブロック含有。
⑦　暗褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
⑧　暗茶褐色土、締まり・粘性やや有り。黒褐色土少
量含有。

⑨　黒色土。黄褐色ブロック少量含有。
⑩　茶褐色土。黒色土少量含有。
⑪　暗褐色土、締まり・粘性強。黒褐色土を少量含
有。

⑫　暗褐色土。
⑬　黒色土。黄褐色土少量含有。
⑭　黒色土。黄褐色土、暗褐色ブロック含有。
⑮　暗褐色土。黄褐色土、炭化物少量含有。
⑯　黄褐色土。黒褐色土少量含有。
⑰　黒褐色土。炭化物、焼土粒少量含有。
⑱　暗茶褐色土。黒色土少量含有。
⑲　暗褐色土、締まり・粘性強。黄褐色ロームブロッ
ク多量含有。

第397図　６区SI25

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 56 44 68 
2 33 31 16 
3 60 29 14 
4 57 43 26 
5 38 36 16 
6 70 33 26 
7 47 45 28 
8 47 43 63 
9 31 23 13 
10 45 35 38 
11 35 25 6 
12 37 31 77 
13 31 26 52 
14 34 29 54 
15 32 28 30 
16 28 26 22 
19 40 20 36 ― 316 ―
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第398図  ６区SI25出土遺物（１）
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３．段状遺構
（１）３　　区
SS２（第400・401図）
　位置　３区西寄り、Ｈ-12グリッドより検出された段状遺
構である。確認面上の標高は30.7～30.8ｍ、東向きの緩斜面
に位置する。北東側には３区SK５が隣接する。
　形状　北側は３区SS１-２に切られ、東側は流失している
が、平面形態は隅丸方形を呈すると考えられる。規模は長軸
3.3ｍ以上、短軸1.6ｍ以上、確認面からの深さは最大で５㎝
を測る。床面積は5.3㎡以上を測り、床面では壁溝及びピッ
トは検出されなかった。
　遺物　本遺構から出土した遺物うち、床面直上から出土し
た土器２点を図示した。
　１、２は弥生土器の複合口縁の甕で、いずれも口縁部は僅
かに外反し、５条の平行沈線が巡る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期後葉と
考えられる。
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第400図　３区SS２

（S＝１：４）0 10㎝

1

2

第401図　３区SS２出土遺物
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第399図　６区SI25出土遺物（２）
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第402図　４区SS１、SB１・２、SA２・３（１）

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 50 47 43 
2 40 34 40 
3 54 48 47 
4 56 54 51 
5 54 49 52 
6 62 52 44 
7 58 50 44 
8 55 49 77 
9 38 33 16 
10 49 48 18 
11 52 40 46 
12 30 24 63 
13 30 28 27 
14 60 48 65 
15 53 38 42 
16 43 31 14 
17 56 41 19 
18 60 52 23 
19 52 54 18 
20 50 44 20 
21 35 38 17 
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（２）４　　区
SS１（第402～404図）
　位置　４区北西寄り、Ｅ-13グリッ
ドより検出された段状遺構である。確
認面上の標高は48.1～49.2ｍ、北西向
きの斜面に位置する。東側は４区SS
２を切っている。
　形状　北西側が流失し、南西側は調
査区外へ広がっているが、平面形態は
隅丸長方形状を呈すると考えられる。
規模は長軸9.2ｍ以上、短軸5.9ｍ以上、
確認面からの深さは最大で26㎝を測
る。床面積は54.3㎡以上を測り、南東
側の壁際には壁溝がある。床面は平坦
で、ほぼ水平である。
　本遺構に伴うピットは床面で18基、
南東側の上縁部で４基が検出され、掘
立柱建物２棟（４区SB１、４区SB２）、
柵列２条（４区SA２、４区SA３）を
確認した。
　埋土　淡灰茶色土の単層で、一気に
埋没したような状況を呈する。
　遺物　本遺構から出土した遺物は、
南東側の壁溝付近に集中し、このうち
７点を図示した（第404図）。
　１～４は土師器である。１、２は甕
で、１は口縁下端部の突出は鈍い。３
は底部で、尖り気味である。４は小型
丸底壺の胴部で、球形を呈する。
　５～７は石器である。５は上下端部
が欠損するが、石棒の可能性がある。
石材は片麻岩である。６は閃緑岩製の
砥石で、全６面に磨痕が認められる。
７はデイサイト製の敲石で、上半部が
欠損するが、下端部には敲打痕が認め
られる。
　時期　４区SS２-２との切合関係か
ら、本遺構の時期は古墳時代前期前葉～中葉以降と推定した。
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第403図　４区SS１、SB１・２、SA２・３（２）
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SB１（第402・403図）
　位置　４区北西寄り、－Ｂ-３・４グリッドにまたがって検出された掘立柱建物で、４区SS１内に
位置する。確認面上の標高は48.3～48.5ｍ、北西向きの斜面に位置する。
　形状　４区SS１内に構築されたもので、検出範囲内ではP10とP９との間の柱穴を検出できなかっ
たが、桁行２間、梁行１間の側柱の掘立柱建物と考えられる。主軸方位はＮ-55°-Ｅである。桁行5.4ｍ、
梁行2.2ｍ、床面積は11.9㎡を測る。桁行の柱間寸法は250～280㎝、梁行の柱間寸法は200～220㎝と桁
行の方が広い。柱掘り方は直径33～62㎝の円形を呈し、柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の詳細に
ついては計測表を参照されたい。
　埋土　褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、４区SS１との位置関係から、時期は
古墳時代前期前葉～中葉以降と推定した。

SB２（第402・403図）
　位置　４区北西寄り、-Ｂ-３・４グリッドにまたがって検出された掘立柱建物で、４区SS１内に
位置する。確認面上の標高は48.1～48.7ｍ、北西向きの斜面に位置する。
　形状　４区SS１内に構築されたもので、検出範囲内では桁行３間、梁行１間以上の側柱の掘立柱
建物と考えられる。主軸方位はＮ-60°-Ｅである。桁行3.3ｍ、梁行3.2ｍ、床面積は現状で10.6㎡を測る。
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第404図　４区SS１出土遺物
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柱穴間の距離はP５-P３間から時計周りの順に2.1ｍ、1.2ｍ、3.3ｍ、2.1ｍ、1.3ｍである。柱掘り方は
直径41～60㎝の円形を呈し、P３では直径26㎝の柱痕跡を確認した。各柱穴の詳細については計測表
を参照されたい。
　埋土　暗褐色土、淡褐色土、淡灰茶色土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、４区SS１との位置関係から、時期は古墳時代前
期前葉～中葉以降と推定した。

SA２（第402・403図）
　位置　４区北西寄り、-Ｂ-３・４グリッドにまたがって検出された柵列で、４区SS１の南東側上
縁部に位置する。確認面上の標高は48.8～49.3ｍ、北西向きの斜面に位置する
　形状　４区SS１内に構築されたもので、北東-南西方向にのびる。主軸方位はＮ-46°-Ｅで、検出
範囲内での総長は5.8ｍを測る。柱穴数は４基を数え、柱間寸法はP15-P14間が140㎝、P14-P13間が
240㎝、P13-P12間が20㎝と不規則である。柱掘り方は直径24～60㎝の円形を呈し、柱痕跡は確認さ
れなかった。各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、４区SS１との位置関係から、時期は古墳時代前
期前葉～中葉以降と推定した。

SA３（第402・403図）
　位置　４区北西寄り、-Ｂ-３・４グリッドにまたがって検出された柵列で、４区SS１内に位置する。
確認面上の標高は48.5～48.7ｍ、北西向きの斜面に位置する
　形状　４区SS１内に構築されたもので、北東-南西方向に延びる。主軸方位はＮ-53°-Ｅで、検出
範囲内での総長は5.1ｍを測る。柱穴数は３基を数え、柱間寸法はP21-P４間が260㎝、P４-P11間が
250㎝とほぼ等間である。柱掘り方は直径40～56㎝の円形を呈し、柱痕跡は確認されなかった。各柱
穴の詳細については計測表を参照されたい。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、４区SS１との位置関係から、時期は
古墳時代前期前葉～中葉以降と推定した。

SS２-１（第405図）
　位置　４区北西寄り、-Ｂ-４グリッドより検出された段状遺構である。確認面上の標高は48.6～
49.2ｍ、北西向きの斜面に位置する。
　形状　上部は４区SS２-２に削平され、北側は流失しており、Ｌ字状に巡る壁溝を検出したのみで
あるが、その形状から平面形態は隅丸長方形状を呈すると考えられる。規模は長軸5.8ｍ以上、短軸
1.4ｍ以上を測る。床面積は8.1㎡以上を測る。床面は平坦で、南から北へ緩やかに傾斜する。
　本遺構に伴うピットは検出されなかった。
　埋土　４区SS２-２に削平されているため、埋土は遺存していない。
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　遺物　遺物は出土しなかった。 
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、４区SS２-２との切合関係から、本遺
構の時期は古墳時代前期前葉以前と推定した。

SS２-２（第405・406図）
　位置　４区北西寄り、-Ｂ-４グリッドより検出された段状遺構である。確認面上の標高は48.6～
48.7ｍ、北西向きの斜面に位置する。西側は４区SS１に切られており、北側には４区SS９と４区SS10
が隣接する。
　形状　北側が流失し、西側は４区SS１に切られているが、平面形態は隅丸長方形状を呈すると考
えられる。規模は長軸11.4ｍ以上、短軸4.1ｍ以上、確認面からの深さは最大で76㎝を測る。床面積は
46.7㎡以上を測り、南側の壁際には壁溝がある。床面は平坦で、ほぼ水平である。また、床面には長
さ404㎝、幅123㎝の範囲に貼床が認められ、４区SS２-１を拡張した際に、貼床を行ったと考えられる。
　本遺構に伴うピットは１基検出したのみであり、掘立柱建物は確認できなかった。
　埋土　灰茶色系土と褐色系土を主体とし、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没したと考
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第405図　４区SS２
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えられる。
　遺物　本遺構から出土した遺物は、遺構の壁際に集中しており、このうち14点を図示した（第406図）。
　１～12は土師器である。１は複合口縁の壺で、口縁部は外反し、口縁下端部の突出は認められない。
　２～８は甕である。２～７は複合口縁の甕で、２～６は口縁下端部の突出は鈍い。７は口縁部が直
立し、段部が退化している。８は単口縁の甕である。
　13、14は石器である。13はデイサイト製の砥石で、下端部と右側面が欠損するが、表面と裏面の２
面を使用している。14は玄武岩製の磨石・敲石で、全６面には敲打痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期前葉～中葉と考えられる。
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第406図　４区SS２出土遺物
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SS９（第407・408図）
　位置　４区北西寄り、-Ｂ-４・５グリッドに
またがって検出された段状遺構である。確認面
上の標高は48.3～48.7ｍ、北向きの斜面に位置
する。南側に４区SS２が隣接する。　　　　
　形状　遺構検出時に認識を誤り、出土遺物か
ら本遺構は４区SS10を切っていると考えられ
る。北側が流失しているが、平面形態は隅丸長
方形を呈すると考えられる。規模は長軸4.3ｍ
以上、短軸1.0ｍ以上、確認面からの深さは最
大で22㎝を測る。床面積は4.3㎡以上を測り、
床面は平坦で、ほぼ水平である。
　本遺構に伴うピットは１基のみで、壁溝は検
出されなかった。
　埋土　上層は暗褐色土、下層は黒褐色土が堆積し、壁際から
傾斜堆積していることから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち１点を図示し
た。１は土師器の複合口縁の甕で、口縁下端部の突出は鈍い。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期中葉と考えられる。

SS10（第409・410図）
　位置　４区北西寄り、-Ｂ-４グリッドより検出された段状遺構である。確認面上の標高は47.9～
48.6ｍ、北西向きの斜面に位置
する。
　形状　遺構検出時に認識を誤
り、出土遺物から本遺構は４区
SS９に切られていると考えら
れる。北側が流失しているが、
平面形態は隅丸長方形状を呈す
ると考えられる。規模は長軸
6.5ｍ、短軸1.8ｍ以上、確認面
からの深さは最大で26㎝を測
る。床面積は11.7㎡以上を測り、
南側から東側にかけての壁際とその北側に隣接する２条の壁溝
が巡っている。このことから、新旧２時期が想定され、土層断
面の所見から、南側の段状遺構が埋没した後、北側の段状遺構
が掘り直されたと考えられる。
　床面はいずれも平坦で、ほぼ水平である。
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②　灰褐色土（炭化物粒が僅かに混じる）
③　淡灰褐色土（炭化物粒が僅かに混じる）
④　灰褐色土
⑤　淡黒褐色土

第409図　４区SS10
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第408図　４区SS９出土遺物
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第410図　４区SS10出土遺物
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④　暗褐色土（ローム粒混じり）
⑤　黒褐色土（ローム粒混じり）

第407図　４区SS９

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
45 20 18 17 
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　本遺構に伴うピットは検出されなかったが、東側で４区SK２を検出した。
　埋土　古段階の段状遺構は淡灰褐色土の単層であり、一気に埋没したと考えられる。一方、新段階
の段状遺構は上層に暗褐色土、下層に灰褐色土が堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、自然
埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち２点を図示した（第410図）。　
　１・２は弥生土器で、１は甕の口縁部、２は底部である。１は口縁部が内傾し、４条の平行沈線が
巡る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期前葉と考えられる。

SK２（第411図）
　位置　４区北西寄り、-Ｂ-４
グリッドより検出された土坑で
ある。確認面上の標高は48.0～
48.2ｍ、４区SS10内に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底
面ともに長楕円状を呈し、規模
は上面で長軸138㎝、短軸43～
56㎝、底面は長軸123㎝、短軸
31～50㎝、確認面からの深さは
18㎝を測る。断面の形状はＵ字
状を呈する。
　埋土　褐色土と暗灰色土が堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没したと考えられ
る。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、本遺構の時期は４区SS10との位置関
係から、本遺構の時期は弥生時代後期前葉と考えられる。

SS６・７・８・11・22（第412～429図）　
　-Ｂ～Ｂ-８～９グリッドにまたがって、南北方向に張り出した尾根東側谷頭斜面に検出された一連
の段状遺構である（第412図）。弥生時代後期前葉～古墳時代前期にかけて継続して使用されていた。
特に、古墳時代前期になるとこの段状遺構の一つである４区SS６に貯蔵穴群が掘り込まれるように
なる。以下に遺構ごとに述べることとする。

SS７（第412・413図）
　位置　-Ｂ-８グリッド、南北方向に張り出した尾根東側谷頭斜面に検出された段状遺構である（第
412図）。４区SS11・14を切って構築されている。確認面上の標高は44.7ｍを測る。
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、平坦面を形成している（第412図）。斜面下方は削平さ
れているが、残存部での平面形は長方形を呈する。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場
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　　SS14土層注記
①　赤褐色土、締まり弱い。炭化物少量含有。
②　黒褐色土、締まり、粘性有り。茶褐色土少量含有。
③　暗褐色土、締まり、粘性有り。茶褐色土少量含有。
④　黒褐色土、締まり、粘性有り。炭化物、焼土粒多量に含有。
⑤　黄褐色土、締まり、粘性有り。暗褐色ブロック多量に含有。
⑥　暗黄褐色土、締まり、粘性有り。暗褐色土少量含有。
⑦　黄褐色土、締まり、粘性有り。炭化物、暗褐色土少量含有。
⑧　黄褐色土、締まり、粘性有り。炭化物多量に含有。
⑨　黒褐色土、締まり、粘性有り。炭化物、焼土粒、土器片多量に含有。
⑩　黄褐色土、締まり、粘性有り。黒褐色土少量含有。

　　SS7土層注記
⑪　黄褐色土、締まり、粘性有り。炭化物、暗褐色土少量含有。
⑫　暗褐色砂、締まり、粘性有り。炭化物少量含有。
⑬　暗褐色砂、締まり、粘性有り。炭化物、ローム粒多量に含有。
⑭　茶褐色砂、締まり、粘性強い。炭化物、ロームブロック多量に含有。
⑮　暗褐色砂、締まり、粘性有り。
⑯　茶褐色砂、締まり強い。粘性有り。ローム塊に暗褐色砂が混じる。
⑰　黄褐色土＋暗褐色砂、締まり、粘性有り。貼床。
⑱　暗褐色砂、締まり、粘性有り。炭化物多量、ローム粒少量含有。
㉔　淡灰褐色土

　　SS11土層注記
⑲　褐色土
⑳　淡褐灰色土
㉑　灰茶色土
㉒　褐色土
㉓　淡褐色土
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第412図　４区SS７・11・14

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
22 26 16 27 
23 16 13 30 
24 23 19 34 
46 38 30 12 
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合の主軸方位はＮ-28°-Ｗで、尾根主軸線にほぼ直交している。規模は長軸4.3ｍ、短軸1.8ｍ、確認面
からの深さは壁際で55㎝を測る。壁は開きながら立ち上がり、床面積は5.6㎡を測る。床面は斜面下
方に向かって傾斜しながらも平坦で、斜面下方側は一部ロームブロック及び黄褐色土（⑯･⑰層）を貼っ
て床面を構築している。面上は硬化している。床面北寄りには貯蔵穴とみられる４区SK３が掘り込
まれている。
　本址に伴うピットはP22～24･46の４基である。いずれも平面形は円形を呈する。位置的に床面西
側に偏在しており、柱穴列とは考えにくい。詳細はピット計測表を参照されたい。
　斜面上方の壁面直下に幅20～30㎝、深さ10㎝の溝がコの字状に検出された。位置的に考えて、排水
などの用途を持つ壁溝であると考えられよう。溝底面は平坦で、壁溝内ピット等は検出されなかった。
　埋土　暗褐色砂を主体とする。壁際より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。
　遺物　本址からの出土遺物は遺構南西側に集中している。このうち６点が図示し得た（第413図）。
１・２は土師器の壺、１は小型で平底、体部は球胴気味を呈する。２は複合口縁で口縁は大きく開き、
口唇部は丸くおさめる。３～５は複合口縁の甕、いずれも口縁は外反し、口唇部は丸くおさめ、口縁
下端は水平方向に突出するタイプである。６は低脚坏の脚部、器高は低く、脚端部は大きく開き外反
する。
　時期　出土遺物から、本址の時期は古墳時代前期前葉と考えられよう。

SK３（第414・415図）
　位置　-Ｂ-８グリッド、南北方向に張り出した尾根東側谷頭斜面に検出された（第414図）。４区
SS７の床面を切って構築されている。南側6.0mに４区SK６が存在する。確認面上の標高は43.9～
43.5mを測る。
　形状　斜面下方は削平が及んでいるが、平面形は上縁部、底面共に不整楕円形を呈する。長軸方位
はＮ-84°-Ｅで、尾根主軸線にほぼ直交している。断面形は台形の袋状を呈していたと推測される。
底面は平坦で、壁溝などは検出されなかった。本址はその形状から貯蔵穴と考えられる。規模は上面
で長径213㎝、短径154㎝、底面で長径218㎝、短径142㎝、確認面からの深さは68㎝を測る。
　埋土　褐色土及び灰褐色土を主体とし、炭化物が全体に混じることから、廃絶に伴い火を受けた様
相を呈する。堆積状況から概ね自然埋没の様相を呈する。
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654
（S＝１：４）0 10㎝

第413図　４区SS７出土遺物
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　遺物　本址中央の埋土中位を中心に土師器甕が出土
している（第414図）。このうち２点が図示し得た。１・
２は土師器複合口縁の甕である。口縁上端は長く拡張
し外反し、口縁端部は外側に引き出され、下端は僅か
に突出する。

　時期･性格　出土遺物と形状から、本址は古墳時代前期前葉～中葉の貯蔵穴と考えられる。また位
置的に見て４区SK４～６と一連の同レベルの段状遺構上に掘り込まれた貯蔵穴群の一つと考えられ
る。

SS11（第412・416図）
　位置　-Ｂ-８グリッド、南北方向に張り出した尾根東側谷頭斜面に検出された段状遺構である（第
412図）。４区SS７に切られている。確認面上の標高は44.5ｍを測る。
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、平坦面を形成している。斜面下方は削平され、南側は
４区SS７により失われているが、残存部での平面形は長方形を呈する。傾斜面の等高線に直交する
方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-48°-Ｗで、等高線にほぼ直交している。規模は長軸2.6ｍ、
短軸1.7ｍ、確認面からの深さは壁際で40㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は3.3㎡
を測る。床面は斜面下方に向かって僅かに傾
斜しながらも平坦で、斜面下方側は淡褐色土
（㉓層）を貼って床面を構築している。面上
は硬化している。
　本址に伴うピットや溝等は検出されなかっ
た。
　埋土　褐色土（⑲層）及び淡褐灰色土（⑳

1

1

（S＝１：20）0 50㎝
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③　灰褐色土（炭化物、ローム粒が僅か
に混じる）

④　褐色土（炭化物が僅かに混じる）

③ ④

第414図　４区SK３
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第415図　４区SK３出土遺物
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第416図　４区SS11出土遺物
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層）を主体とする。壁際より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。
　遺物　本址からの出土遺物のうち２点が図示し得た。１は複合口縁の壺、口縁上端は拡張され、直
立する。下端は形骸化する。外面には凹線文４条が施される。２は注口土器の把手と思われる。肩部
に垂直気味に付き、断面形は方柱状を呈する。
　時期　出土遺物から、本址の時期は弥生時代後期前葉頃と考えられよう。

SS14（第412・417図）
　位置　-Ａ･Ｂ-８グリッド、南北方向に張り出した尾根東側谷頭斜面に検出された段状遺構である
（第412図）。４区SS６・７に切られている。確認面上の標高は46.2～43.6ｍを測る。
　形状　斜面の高位側の岩盤を三段程の階段状に削り、平坦面を形成している。斜面下方は削平され、
南北側は４区SS６・７により失われているが、残存部での平面形は長方形を呈すると思われる。傾
斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-45°-Ｗである。規模は長軸5.5ｍ以
上、短軸5.4ｍ、確認面からの深さは壁際で80㎝を測る。壁は斜面の傾斜に沿って緩やかに立ち上がり、
三段ほどの段差を持つ。床面積は3.75㎡を測る。床面は斜面下方に向かって僅かに傾斜しながらも平
坦で、面上は硬化している。高位側の壁面直下に幅30～35㎝、深さ15㎝程の溝が検出された。位置的
に考えて、排水などの用途を持つ壁溝であると考えられよう。溝底面は平坦で、壁溝内ピット等は検
出されなかった。本址に伴うピットは検出されなかった。
　埋土　黄褐色土と黒褐色土が互層に堆積しており、斜面上方からの崩落土により順次、自然埋没し
ていった様相を呈する。
　遺物　本址からの出土遺は比較的多く南西壁際に集中している。このうち８点が図示し得た（第
417図）。７は土師器複合口縁の壺、口縁は大きく開き、口唇部は丸くおさめる。８～11は複合口縁の
甕、いずれも口縁は外反し、口唇部は丸くおさめる、口縁下端は水平方向に突出するタイプと形骸化
するタイプがある。12・13は低脚坏、12は坏部が浅めで器高は低い。13は脚部のみであるが同タイプ
と思われる。14は小型器台、坏部は段を有する高坏形を呈し、接合部は円盤充填法、中央部は完全に
穿孔されていない。
　時期　出土遺物から、本址の時期は古墳時代前期前葉と考えられよう。
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第417図　４区SS14出土遺物

― 330 ―

CW6_TY091_P325_D05-04_第１分冊.indd   330 2015/03/04   18:24:45



SS６（SB４～６・SK４～６）（第418～426図）
　位置　-Ａ～A-８～９グリッド、南北方向に張り出した尾根東側谷頭斜面に検出された段状遺構で
ある。（第418図）。４区SS８･14を切り、４区SS21上層に構築されている。西側8.0ｍの斜面上方に４
区SS４が構築される。確認面上の標高は44.8～43.2ｍを測る。
　本址床面上からは、４区SB４～６の３棟の掘立柱建物が検出された。この掘立柱建物内にはそれ
ぞれ貯蔵穴４区SK４～６が伴っていることから、本址は上屋構造を持つ貯蔵穴群を備えた段状遺構
であると考えられる（註１）。各遺構については個別に後述することとする。
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、平坦面を形成している。斜面下方は削平されているが、
遺存状態は良好で、平面形は長方形を呈する。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の
主軸方位はＳ-82°-Ｅで、尾根主軸線にほぼ直交している。規模は長軸長11.7ｍ、短軸長6.0ｍ、確認
面からの深さは壁際で90㎝を測る。壁面は開きながら立ち上がり、床面積は50.4㎡を測る。床面は平
坦で、下層に４区SS21などがあるところでは、ロームブロックを多く含む明褐色土で貼床を構築し
ている。この貼床は北壁から1.8mの所では斜面上方の西壁に平行して高さ10㎝程の二段の段差をも
つ。４区SK６はこの貼床による段差の下層の地山上に検出された。以上のことから、本址は少なく
とも新旧二時期以上の変遷が考えられよう。
　本址に伴うピットは33基検出された。平面形は円形ないし不整円形を呈する。殆どは建物に関連す
るものと考えられる。各ピットの詳細については、計測表を参照されたい。
　埋土　灰褐色土および褐灰色土を主体とし、下層より順次正層堆積していることから、自然埋没し
た状況が考えられる。下層埋土中には炭化物を多く含む層が認められる。炭化物は４区SK４・６内
からも認められており、遺構廃絶時に火を受けた可能性が考えられる。
　遺物　本址からは多量の遺物が出土している。このうち29点が図示し得た。（第420図）。
　１～５は壺、複合口縁部は大きく開き、口唇部は丸くおさめる。４は肩部に斜行する刻目を持つ貼
付突帯が巡る。突帯の断面形は台形を呈する。５は小型で体部中位に最大径を持つタイプである。６
は弥生土器の甕、内傾する複合口縁部の上端は拡張する。７～19は土師器複合口縁の甕、口縁上端は
長く拡張し外反する。口唇部は丸くおさめるもの、外側に引き出されるものがある。口縁下端は水平
方向に突出するものと屈曲が緩やかなものがある。このうち18は４区SB５のP105の埋土から出土し
たものであるため、後述する。
　19は注口土器の把手、断面形は円形を呈する。
　20・21は高坏、20は脚部が柱状で中位に膨らみを持ち、脚端部は水平気味に広がる。21は器壁が薄
く、脚部が大きく開く。22・26は鼓形器台、接合部の幅は短く、上下に段を有する。23・24は低脚坏、
器高は低く皿状の坏部に小さめの脚部が付く。25は布留系の小型器台である。直線的に外傾する坏部
の口縁端部には２条の凹線が巡り、接合部は刺突が施される。脚部には４ヶ所穿孔が施される。
　27は蓋、器壁は厚く、つまみ部上端は窪んでいる。
　28は刀子の刃部である。29はサヌカイト製の石鏃、凹基無茎式で先端角50°、長幅比1.3を測る。基
部の括れは弱くずんぐりした形状を呈し、両側縁は外湾する。
　時期　出土遺物から本址の時期は、古墳時代前期前葉～中葉と考えられる。
　（註１） 　新山山田遺跡では丘陵斜面の３区第１テラス上に古墳時代前期の４基の貯蔵穴（SK01～04）が構築され

ている。
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第418図　４区SS６（１）

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 24 22 31 
2 38 29 36 
3 44 43 17 
4 42 34 26 
48 58 49 18 
50 74 59 50 
51 45 42 60 
52 70 50 34 
53 58 42 20 
54 72 54 30 
56 115 106 68 
60 44 42 65 
61 47 30 18 
93 21 19 26 
94 42 40 34 
95 33 26 16 
96 46 44 9 
97 46 34 14 

NO 長径 短径 深さ
100 68 57 55 

101-1 43 40 24 
101-2 74 63 29 
101-3 65 40 18 
101-4 54 33 36 
102 68 48 43 
103 44 40 50 
104 50 44 42 
105 115 88 34 
106 42 28 5 
107 66 50 30 
114 32 30 34 
116 62 31 22 
117 40 40 16 
129 34 33 24 
132 46 27 30 
133 78 60 60 
134 54 30 24 
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第419図　４区SS６（２）
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①　淡褐灰色土、炭化物僅かに含有
②　淡褐灰色土
③　褐灰色土
④　淡灰褐色土
⑤　暗褐色土
⑦　暗褐色土、白色粒含有
⑧　褐色土
⑨　淡褐灰色土、炭化物僅かに含有
⑩　淡褐色土
⑪　灰茶色土、白色粒、炭化物僅かに含有
⑫　褐灰色土、ローム粒、炭化物僅かに含有
⑬　暗黄茶褐色土、ロームブロック含有
⑭　灰茶色土、ローム粒、炭化物含有
⑮　明褐色土
⑱　淡褐灰色土、炭化物含有
⑲　暗褐色土、炭化物僅かに含有
⑳　淡赤褐色土
㉑　灰茶色土、ローム粒含有
㉒　淡灰褐色土、炭化物僅かに含有
㉓　淡灰茶色土
㉔　暗黄褐色土
㉕　暗褐色土、炭化物、焼土粒多量に含有
㉖　暗褐色土、黄褐色土、炭化物多量に含有
㉗　暗褐色土、炭化物多量に含有
㉘　暗褐色土、黄褐色土、炭化物多量に含有
㉙　黒褐色土、黄褐色ブロック多量、炭化物少量含有
㉚　黄褐色土、黒褐色土少量含有
㉛　黒褐色土、黄褐色土、炭化物多量に含有
3　黒褐色土、黄褐色土少量含有
3　暗褐色土、黄褐色ブロック少量含有
3　黄褐色土、暗褐色土、炭化物少量含有
3　黒褐色土、黄褐色ブロック少量含有
3　黄褐色土、暗褐色土少量含有
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　　　　　杉谷愛象1994『萱原・奧陰田Ⅰ』鳥取県道路課　財団法人米子市教育文化事業団．

SB４（第418図）
　位置・形状　４区SS６床面南壁寄りに検出されたP52・53・54・103・101・48・94による２間四方
の側柱の掘立柱建物である。北側に４区SB５が隣接している。 中央に４区SK４が掘り込まれている。
南北方向を桁行とみた場合の主軸方位はＮ-4°-Ｅである（第418図）。南北桁行3.0ｍ、東西梁行2.6ｍ、
床面積は7.8㎡を測る。桁行の柱間寸法は1.5ｍ、東側斜面下方の桁行中央部の柱穴は検出されなかっ
たが、位置的にみてこの部分が入口と考えられることから、柱を有しなかったためかもしれない。梁
行の柱間寸法は南側が1.2～1.4ｍ、北側は0.8～1.8ｍとばらつきがあるが、これは地下の貯蔵穴のオー
バーハング部分を避けるためと考えられる。柱通りは一直線である。柱掘り方は直径40～70㎝の円形
～楕円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。なお、P96は深さ10㎝と浅いピットであるが、
P94・Ｐ103と南北桁行方向に一直線に並んでいることから、補助的な柱の可能性が高い。この他周
辺のピットについても本址の建て替えに伴うものの可能性が高い。
　埋土　暗褐色土を主体とする。下層より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。
　遺物　本址に伴う明瞭な遺物は出土していない。
　時期・性格　本址は段状遺構（４区SS６）上に構築された掘立柱建物で、貯蔵穴４区SK４の上屋
構造であると考えられる。出土遺物からの時期比定が困難であるが、４区SK４と一連の遺構と考え
られることから、本址の時期は古墳時代前期前葉～中葉と考えられる。

SK４（第421～423図）
　位置　４区SS６床面南壁寄りの４区SB４中央部に地山を掘り込んで構築されている（第421図）。
北側0.6ｍに４区SK５が存在する。確認面上の標高は43.8ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部が円形、底面は楕円形を呈し、長軸方位はＳ-82°-Ｅを指し、４区SS６の主
軸方位とは並行している。断面形は台形の袋状を呈し、西壁側はややフラスコ状を呈する。底面は平
坦で、壁溝などは検出されなかった。本址はその形状から貯蔵穴と考えられる。規模は上面で直径
170㎝、下位の最大径部位で長径238㎝、短径226㎝、底面で長径202㎝、短径188㎝、確認面からの深
さは118㎝を測る。
　本址底面から15㎝ほどの高さの硬化面直上に土師器壺、甕、高坏、器台などの土器、翡翠製の勾玉
などの遺物が集中して出土した。遺物は南西隅に集中しており、ここにまとまって置かれていたよう
である。土器に混じって炭化物も多量に検出されたこと、土器表面に廃棄後被熱の痕跡が認められる
ことから、この土器群は火を受けたものと考えられる。また、この炭化物中に米の集塊が３点ほど出
土した。科学分析の結果、この集塊は全体に発泡しているがその表面は圧力により潰れていることか
ら、おにぎり状に握ってあった可能性が考えられる。
　遺物の出土状況をみると、本址東側には遺物がなく、この部分は昇降に伴う空間であったと推測で
きるが、これは上屋構造である４区SB４の東側中央部の柱がなく入口側であったこことと矛盾して
いない。
　埋土　本址底面から15㎝ほど堆積する最下層の暗褐色土（⑧層）は非常に硬化している。この面直
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上から遺物が多量に出
土していることから、
この上面が遺構廃棄段
階での最終的な使用面
と考えられる。また、
土器を多量に含む淡灰
褐色土（⑦層）中には、
多量の焼土や炭化材が
含まれることから、火
を受けた段階で上屋の
構造材をも一緒に埋積
したものと推測でき
る。この炭化材につい
ては、自然科学分析の
結果、アカマツと同定
され、ＡＤ80～220年
の年代値が出されてい
る（第 ５ 章 第 ６ 節 参
照）。それより上位の
⑥層以降の埋土は概ね
廃絶後の自然堆積の様
相を呈する。
　遺物　本址からは下
層に集中して多量の遺
物が出土している。こ
のうち16点が図示し得
た。（第422・423図）。
１～５は土師器の壺、
いずれも大型のもので
ある。１は短く内傾す
る口縁を持つ大型の直
口壺、底部は平底に近
く、肩部に最大径部位
を持ち、頸部は屈曲し、
口縁端部内面には段を
持つ。頸部付け根には
断面台形の貼付突帯が
巡り、肩部にかけては

第421図　４区SK４
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第422図　４区SK４出土遺物（１）
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第423図　４区SK４出土遺物（２）
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斜行文や平行沈線が施され、全体に赤彩される、非常に装飾的な壺である。２～５は複合口縁の壺、
複合部は内傾し、口縁端部は面取りが施される。６～10は複合口縁の甕、このうち６・９・10は口径
37～39㎝を測る大型のものである。いずれも口縁上端は長く拡張し外反する。口唇部は丸くおさめる
ものと面取りが施されるものがある。口縁下端は水平方向に突出するものが主体である。肩部に櫛状
工具により波状文や斜行文、直線文が施されるものもある。11は注口土器の甕、注口部上面は水平で
ある。肩部に櫛状工具による波状文、直線文が施される。
　12は有段の高坏、脚部は柱状で脚端部は屈曲して外反する。屈曲部に４方向の円形透かしが施され
る。13は鼓形器台、接合部の幅は短く、上下に段を有する。14は布留系の小型器台、坏部は直線的に
外傾する。
　15は刀子の刃部である。
　16は土器集中層と同レベルで出土した小型の翡翠製の勾玉である。白濁色に淡緑色がかかった色調
を呈し、平面形はJ字形、断面形は扁平で頭部と胴部が肥大している。片面穿孔が施される。このタ
イプの勾玉は尾高19号墳第２主体部から出土しており、材質も形状も近似している（註２）。また、
現在調査中の越敷山古墳群ＳＸ44においてもほぼ同質同形の勾玉が出土している（註３）。
　時期･性格　出土遺物と形状から、本址は古墳時代前期前葉～中葉の貯蔵穴と考えられる。なお、
大型の壺、甕、勾玉などの出土遺物から、土壙墓に転用された可能性も考えたが、墓とする明瞭な根
拠を持たないこと、食物なども一緒に出土していることから、現段階では、最終段階まで貯蔵穴とし
て使用後、廃棄時に火を受けたものと考えたい。
　（註２） 西川　徹1994『尾高御建山遺跡・尾高古墳群』　財団法人鳥取県教育文化財団　建設省倉吉工事事務所．

　（註３）佐伯純也氏の御教示による．

SB５（第418図）
　位置・形状　４区SS６床面中央に検出されたP105・Ｐ56・Ｐ107・Ｐ114による１間四方の側柱の
掘立柱建物である。南側に４区SB４、北側に４区SB６が隣接している。 建物中央やや南寄りの地山
上に４区SK５が掘り込まれている。南北方向を桁行とみた場合の主軸方位はＮ-18°-Ｗである（第
418図）。桁行、梁行共に2.8ｍ、床面積は7.8㎡を測る。柱掘り方は直径35～100㎝の円形～楕円形を呈
する。西側桁行のP105・Ｐ56では底面に建て替えの痕跡が認められた。柱痕跡は確認されなかった。
なお、P60・Ｐ61・Ｐ106は柱通りに並んでいることから、補助的な柱の可能性が高い。
　埋土　淡灰褐色土を主体とする。下層より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。
　遺物　本址出土遺物の内、P105からの土師器１点が図示し得た（第420図　18）。18は複合口縁の甕、
口縁上端は長く拡張し外反する。口唇部は外側に引き出される。口縁下端は水平方向にやや突出する。
　時期・性格　出土遺物から本址の時期は古墳時代前期前葉～中葉と考えられる。本址は段状遺構（４
区SS６）上に構築された掘立柱建物で、位置的に見て貯蔵穴４区SK５の上屋構造であると考えられる。

SK５（第424図）
　位置　４区SS６床面中央の４区SB５中央やや南寄りに地山を掘り込んで構築されている（第424
図）。南側0.6ｍに４区SK６が存在する。確認面上の標高は43.8ｍを測る。
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　形状　平面形は上縁部が不整楕円形、底面
は楕円形を呈し、長軸方位はＮ-４°-Ｗであ
る。底面の形状を見ると、２つの土坑が切合っ
ているようでもあるが、北側部分は深さ15㎝
と浅いものであることから、半円形の段差を
持つ土坑と判断した。断面形は箱形を呈し、
底面は平坦で、壁溝などは検出されなかった。
規模は上面で直径148㎝、底面で長径135㎝、
短径110㎝、確認面からの深さは60㎝を測る。
段差部分は上面で直径92㎝、底面で長径78㎝、
確認面からの深さは15㎝を測るが東側では浅
くなり、痕跡的なものとなる。
　埋土　暗褐色土を主体とし、概ね廃絶後の
自然堆積の様相を呈する。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期･性格　出土遺物からの時期比定が困
難であるが、４区SB５と一連の遺構と考え
られること、４区SB４・４区SK４の構造と
の類似から、本址は古墳時代前期前葉～中葉
の貯蔵穴と考えられる。

　SB６（第418図）
　位置・形状　４区SS６床面北側の地山上に検出されたP116・Ｐ117・Ｐ132・Ｐ133による１間四方
の側柱の掘立柱建物である。南側に４区SB５が隣接している。 建物中央の地山上には４区SK６が掘
り込まれている。南北方向を桁行とみた場合の主軸方位はＮ-18°-Ｗで、４区SB５とほぼ並行してい
る（第418図）。南北桁行2.1ｍ、東西梁行0.8ｍ、床面積は1.7㎡を測る。柱掘り方は直径30～75㎝の円
形～楕円形を呈する。南西隅のP116では建て替えの痕跡が認められた。柱痕跡は確認されなかった。
なお、P134は位置的に見て、補助的な柱の可能性が高い。
　埋土　暗褐色土を主体とする。下層より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期･性格　本址は段状遺構（４区SS６）上に構築された掘立柱建物で、位置的に見て貯蔵穴４区
SK６の上屋構造であると考えられる。出土遺物からの時期比定が困難であるが、４区SK６と一連の
遺構と考えられることから、本址の時期は古墳時代前期前葉～中葉と考えられる。

SK６（第425・426図）
　位置　４区SS６床面北側の４区SB６中央に地山を掘り込んで構築されている（第425図）。南側2.0
ｍに４区SK５が存在する。確認面上の標高は43.9ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に円形を呈する。断面形は台形の袋状を呈し、南壁側はややフラス

0 1m（S＝１：40）

A′A

A′A

H＝44.0m

① ②

③
④ ⑤

⑥ ⑦

①　褐色土（ローム粒混じり）
②　暗褐色土（ローム粒混じり、炭化物が僅かに混じる）
③　暗灰色土（ローム粒、炭化物混じり）
④　灰褐色土（ローム粒、炭化物混じり）
⑤　褐灰色土（ローム粒混じり）
⑥　暗褐色土（炭化物が僅かに混じる）
⑦　褐色土

第424図　４区SK５
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コ状を呈する。底面
は平坦で壁溝などは
検出されなかった。
本址はその形状から
貯蔵穴と考えられ
る。規模は上面で直
径177㎝、下位の最
大径部位で直径205
㎝、底面で直径200
㎝、確認面からの深
さは150㎝を測る。
本址西壁の底面から
25㎝ほどに直径15
㎝、奥行き15㎝程の
小穴が穿たれてい
た。床面直上には土
師器甕破片を混じえ
る炭化物の集中が認
められた。　
　埋土　黄褐色土及
び黒褐色土を主体と
し、最下層の黒褐色
土（⑨層）中には多量の炭化物が混じることから、廃絶に伴い火
を受けた様相を呈する。堆積状況から概ね自然埋没の様相を呈す
る。本址上面には４区SS６の貼床が構築されていることから、
４区SS６の中でも古段階の遺構と考えられる。
　遺物　本址からは最下層から遺物が出土している。このうち僅
かに１点が図示し得た。（第426図）。１は土師器複合口縁の甕で
ある。口縁上端は長く拡張し外反し、下端は水平方向に突出する。
　時期･性格　最下層の出土遺物と形状から、本址は古墳時代前期前葉～中葉の貯蔵穴と考えられる
が、埋土の状況から４区SK４よりは古い時期に使用された貯蔵穴と考えられよう。

SS８（第427・428図）
　位置　Ａ～Ｂ-８～９グリッドにまたがって、南北方向に張り出した尾根東側谷頭斜面に検出され
た段状遺構である（第427図）。４区SS６に北側を切られ、南側は４区SS22に続く。確認面上の標高
は44.7ｍを測る。
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、平坦面を形成している。斜面下方は削平されているが、
残存部での平面形は等高線に沿って細長くのびる長方形を呈する。傾斜面の等高線に直交する方向を

0 1m（S＝１：40）
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BH＝44.0m

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①　暗褐色土。炭化物、焼土粒少量含有。
②　黄褐色土。黒褐色土少量含有。
③　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。炭
化物ブロック、焼土粒多量に含有。

④　黄褐色土。黒褐色ブロック、炭化物粒
少量含有。

⑤　黒褐色土。黄褐色土が層状に堆積。
⑥　黄褐色土。黒褐色ブロック、炭化物多
量に含有。

⑦　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
⑧　黒褐色土、締まり・粘性強い。黄褐色
土多量に含有。

⑨　黒褐色土。炭化物多量に含有。

⑧
⑨

B′

1

BH
＝
44
.0
m

第425図　４区SK６

0 10㎝（S＝１：４）

1

第426図　４区SK６出土遺物
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主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-18°-Ｅで、尾根主軸線にほぼ直交している。規模は長軸10.9ｍ、
短軸2.3ｍ、確認面からの深さは壁際で55㎝を測る。壁は開きながら立ち上がり、床面積は16.4㎡を測
る。床面は斜面下方に向かって傾斜しながらも平坦で、面上は硬化している。本址に伴うピットは検
出されなかった。
　本址北側部分の壁面直下に幅30～50㎝、深さ15㎝の溝２条が壁面に並行して検出された。西側の壁
面直下の溝は長さ3.1ｍで立ち上がり、東側の溝は長さ4.0ｍで南端は消滅する。位置的に考えて、排

0 20㎝（S＝１：10）

1
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②

③

④

⑤
⑥⑦

⑧
⑨

C
′

C

A′

A

　　SS8・22
①　灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
②　灰褐色土（ローム大ブロック混じり、貼床）
③　褐灰色土
④　暗褐色土
⑤　褐色土
⑥　褐灰色土
⑦　暗褐色土（白色砂粒が多く混じる）
⑧　淡茶褐色土
⑨　淡灰茶色土（白色砂粒混じり）

第427図　４区SS８・22

0 10㎝（S＝１：４）

4
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21

第428図　４区SS８出土遺物
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水などの用途を持つ壁溝であると考えられよう。溝底面は平坦で、壁溝内ピット等は検出されなかっ
た。埋土の観察によれば、東側の溝は４区SS８の埋土⑧層に掘り込まれていることから、新しい時
期の遺構と考えられる。以上のことから、本址は階段状に下方に向かって２回以上の建て替えが行わ
れた可能性が高い。
　埋土　古段階の埋土は淡茶褐色土（⑧層）、新段階の埋土は褐灰色土（⑥層）を主体とする。下層
より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。
　遺物　本址出土遺物の内４点が図示し得た（第428図）。１は弥生土器の甕、中央部壁面直下の床面
直上から口縁部を逆位にして出土した（第427図）。複合口縁を呈し、口縁上端は長く拡張、外傾し、
下端は短く下垂する。外面には櫛描沈線がナデ消される。２は埋土中出土の土師器の甕、複合口縁部
上端は長く拡張し外反する。３は土師器の高坏、接合部は中位に膨らみを持つ柱状で、外傾する脚端
部が付く。４は低脚坏の脚部、器高は低めのタイプである。
　時期　出土遺物に時期幅が見られるが、床面直上の出土遺物から本址の時期は弥生時代後期後葉～
終末期と考えられる。

SS22（第427・429図）
　位置　Ｂ-８グリッド、南北方向に張り出した尾根東側谷頭斜面に検出された段状遺構である（第
427図）。４区SS８の南側に続く。西側上方0.5ｍに４区SS18・19が
存在する。確認面上の標高は44.7ｍを測る。
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、貼床により平坦面を
形成している。斜面下方は削平されているが、残存部での平面形は
半円形を呈する。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場
合の主軸方位はＮ-66°-Ｅで、等高線にほぼ直交している。規模は
長軸7.5ｍ、短軸4.6ｍ、確認面からの深さは壁際で40㎝を測る。壁
は開きながら立ち上がり、床面積は16.0㎡を測る。床面は斜面下方に向かって傾斜しながらも平坦で、
全体に非常に硬化した貼床（②層）が検出された。この貼床を剥したところ、20㎝下層から地山を削っ
た段差が検出された。埋土の観察から、古い時期の段状遺構と考えられる。
　以上のことから本址は新旧２時期あり、古段階では４区SS８に切られ、新段階では４区SS８埋土
に貼床を貼って構築されている。本址に伴うピットや溝は検出されなかった。
　埋土　古段階の埋土は下層に暗褐色土（④層）、上層に褐灰色土（③層）が堆積、新段階では灰褐
色土（①層）が堆積する。下層より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈する。
　遺物　本址からの出土遺物の内、古段階の埋土中から１点が図示し得た（第429図）。１は弥生土器
の複合口縁の甕、内傾する口縁の上下端は拡張する。口縁部外面には４条の凹線が施される。
　時期・性格　出土遺物に時期幅が見られるが、これは遺構が時期幅を持って使用されたことによる。
本址は弥生時代後期前葉から古墳時代前期まで使用されたものと考えられる。また、本址上方の４区
SS19から本址に向けて硬化面が伸びていることから、両者は関連性の高い段状遺構と考えられる。

SS16（第430～432図）
　位置　Ａ～Ｂ-10グリッドにまたがって、南北方向に張り出した尾根東側下部谷壁斜面に検出され

第429図　４区SS22出土遺物
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た段状遺構である。（第430図）。同一等高線上の南側に４区SS24が細長く続く。西側斜面上方1.0ｍに
４区SS13が、東側斜面下方5.0ｍには４区SD１が並行している。４区SS20に切られる。確認面上の標
高は39.4～37.7ｍを測る。
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、細長い二段の平坦面を形成している。平面形は等高線
に沿って細長くのびる長方形を呈する。北側はさらに調査区外に広がり、南側は４区SS24に続く。
傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＳ-75～85°-Ｅで、長軸方向は等高
線に沿って湾曲している。規模は長軸25.0m以上、短軸2.8m、確認面からの深さは壁際で50㎝を測る。
壁は開きながら立ち上がり、床面は中央部で段差20㎝程の段差を持つ。床面積は南側の上段で9.6㎡、
北側の下段は４区SS20により削平されているが残存部で13.5㎡以上を測る。面は斜面下方に向かって
僅かに傾斜しながらも平坦で、面上は非常に硬化している。
　埋土　急斜面であり、埋土は薄いが、下層より順次堆積していることから、自然埋没の様相を呈す
る。埋土は個々の層上面が平面的に非常に硬化しており、埋積段階でも通路などとして使用されてい
たようである。本址は位置的に見て４区SS13・23・24などと一連の、斜面を階段状に削平した段状
遺構と考えられる。
　遺物　本址埋土中からの出土遺物のうち４点が図示し得た。（第432図）。１は土師器の小型丸底壺、
球胴の体部に頸部は屈曲し、口縁は直線的に外傾する。２は弥生土器の甕、複合口縁部上端は長く端
部は外反する。３は土師器複合口縁の甕、口縁は外反し口唇部は外側に引き出される。口縁下端は水
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第430図　４区SS16・20・23・24・26平面図

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
158 60 （40） 64 
159 70 40 21 
167 36 30 53 
168 40 30 44 
169 42 30 34 
172 34 30 38 
173 34 26 37 
182 32 24 33 
183 34 22 31 
196 34 22 25 
197 32 22 22 
198 40 30 38 
204 34 30 43 
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平方向に突出する。４は弥生土器の高坏、脚端部は肥厚する。
　時期　出土遺物にはある程度の時期幅が見られるが、これは本址が継続して使用されたことを示す
ものであることから、本址の時期は弥生時代後期後葉から古墳時代前期頃と考えられる。

2 3
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1 （S＝１：４）0 10㎝

第432図　４区SS16出土遺物
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②　赤褐色土、締まり弱い。粘性やや有り。
黒褐色ブロック含有。

③　黄褐色土、締まり強い。粘性有り。
④　暗褐色土、締まり、粘性なし。木根によ
る撹乱か。

⑤　暗褐色土。炭化物多量に含有。
⑥　暗黄褐色土。黒色粒多量に含有。
⑦　赤褐色土、締まり弱い。粘性強い。
⑧　黄褐色土。
⑨　暗黄褐色土。
⑩　黄褐色土、締まり有り。粘性やや有り。
暗褐色粒少量含有。

⑪　淡灰褐色土。
⑫　暗褐色土。
⑬　淡褐灰色土。

第431図　４区SS16・20・23・24・26断面図
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SS23（第430・431図）
　位置　Ｃ～Ｅ-９グリッドにまたがって、南北方向に張り出した尾根東側上部谷壁急斜面に検出さ
れた段状遺構である。（第430図）。同一等高線上の北側に４区SS13が続く。西側斜面上方5.0ｍに４区
SS17が、東側斜面下方1.0ｍには４区SS24が並行している。確認面上の標高は42.0～41.5ｍを測る。
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、細長い通路状の平坦面を形成している。平面形は等高
線に沿って細長くのびる長方形を呈する。北側は４区SS13の平坦面に続く。傾斜面の等高線に直交
する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＳ-35～40°-Ｅで、長軸方向は等高線に沿って湾曲してい
る。規模は長軸21.0ｍ、短軸1.8ｍ、確認面からの深さは壁際で45㎝を測る。壁は開きながら立ち上が
り、床面積は31.5㎡を測る。面は斜面下方に向かって傾斜しながらも平坦で、面上は非常に硬化して
いる。
　埋土　急斜面であり、埋土は薄いが、斜面上方壁側より順次堆積していることから、自然埋没の様
相を呈する。また埋土上面に４区SS24埋土が堆積していることから、本址の方が古い時期に埋没し
たものと考えられる。
　遺物　本址からは遺物は出土していない。
　時期・性格　出土遺物からの時期比定が困難であるが、位置的に見て４区SS13 と関連性の高い遺
構と考えられることから、本址の時期は弥生時代後期後葉から古墳時代前期頃と考えられよう。また
形状から４区SS24・26などと一連の、斜面を階段状に削平した段状遺構と考えられる。

SS24（第430・431・433図）
　位置　Ｃ～Ｄ-９～10グリッドにまたがって、南北方向に張り出した尾根東側上部谷壁急斜面に検
出された段状遺構である。（第430図）。同一等高線上の北側に４区SS16が続く。西側斜面上方1.0ｍに
４区SS23が、東側斜面下方2.0ｍには４区SS26が並行している。確認面上の標高は40.0～38.7ｍを測る。
　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、細長い通路状の平坦面を形成している。平面形は等高
線に沿って細長くのびる長方形を呈する。北側は４区SS16の平坦面に続く。傾斜面の等高線に直交
する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＳ-35～40°-Ｅで、上方の４区SS23と並行し、長軸方向は
等高線に沿って湾曲している。規模は長軸15.5ｍ、短軸1.5ｍ、確認面からの深さは壁際で30㎝を測る。
壁は開きながら立ち上がり、床面積は14.0㎡を測る。床面は斜面下方に向かって傾斜しながらも平坦
で、面上は非常に硬化している。
　埋土　急斜面であり、埋土は薄いが、自然埋没の様相を呈する。
　遺物　本址からは遺物は出土していない。
　時期・性格　出土遺物からの時期比定が困難であるが、位置的に見て４区SS13 と関連性の高い遺
構と考えられることから、本址の時期は弥生時代後期後葉から古墳時代前期頃と考えられよう。また
形状から４区SS24・26などと一連の、斜面を階段状に削平した段状遺構と考えられる。

SS26（第430・431・433図）
　位置　Ｂ～C-10グリッドにまたがって、南北方向に張り出した尾根東側下部谷壁斜面に検出され
た段状遺構である。（第430図）。同一等高線上の北側に４区SS16の下段が続く。西側斜面上方2.0ｍに
４区SS24が並行している。確認面上の標高は38.5～37.8ｍを測る。
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　形状　斜面の高位側の岩盤をＬ字状に削り、細長い平坦面を形成している（第430図）。平面形は等
高線に沿って細長くのびる長方形を呈する。北側は４区SS16の下段平坦面に続く。傾斜面の等高線
に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-88°-Ｅで、長軸方向は等高線に沿って湾曲して
いる。規模は長軸10.0ｍ、短軸1.2ｍ、確認面からの深さは壁際で20㎝を測る。壁は開きながら立ち上
がり、床面積は10.0㎡を測る。面は斜面下方に向かって傾斜しながらも平坦で、面上は非常に硬化し
ている。
　本址東側の緩斜面にピット13基が検出された。平面形は円形を呈し、直径32～40㎝、深さは22～
30㎝を測る。このうちP172・Ｐ197・Ｐ196が柱穴列として並ぶが、建物とは考えにくい。詳細はピッ
ト計測表を参照されたい。
　埋土　急斜面であり、埋土は薄いが、自然埋没の様相を呈する。また埋土上面に４区SS16埋土が
堆積していることから、本址の方が古い時期に埋没したものと考えられる。
　遺物　本址からは遺物は出土していない。
　時期・性格　出土遺物からの時期比定が困難であるが、位置と形状から４区SS16と関連性の高い
遺構と考えられることから、本址の時期は弥生時代後期後葉から古墳時代前期頃と考えられよう。ま
た、形状から４区SS13・23・24・26などと一連の、斜面を階段状に改変した段状遺構と考えられる。

（３）６　　区
SS15（第434図）

　位置　Ｈ-７グリッド、南北方向に張り出した尾根頂部東斜面に検出された段状遺構である（第434
図）。西側2.0ｍの同一等高線上に６区SD10が存在する。
　形状　斜面の高位側の岩盤をL字状にカットして平坦面を造成している。斜面下方が削平されるが、
平面形は長方形が推測される。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位は
Ｎ-48°-Ｗである。規模は長軸3.9ｍ、短軸0.9ｍ、確認面からの深さは23㎝を測る。壁は僅かに開きな
がら立ち上がる。床面積は2.1㎡を測る。床面はほぼ平坦で、全体に硬化している。

0 2m（S＝１：80）

a′aH＝37.8m b′b
H＝37.8m

d′dH＝37.2m f′f H＝37.4me′e
H＝37.2m

c′c H＝37.5m
① ①①

② ③

④ ④

⑤

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

⑩ ⑪
⑪

⑫
⑫

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

P183 P182 P167 P173 P172 P169

g′g
H＝37.4m

h′h
H＝37.0m

j′j H＝36.8m k′k
H＝36.5m

i′i
H＝36.8m

P168

l′l
H＝40.4m
P158 P159

P197 P204 P198 P196

①　暗黄褐色土。炭化物少量含有。
②　暗黄褐色土。白色粒多量に含有。
③　暗赤褐色土。炭化物僅かに含有。
④　黒褐色土。炭化物多量に含有。
⑤　黒褐色土。炭化物少量含有。
⑥　暗黄褐色土。
⑦　暗黄褐色土。黒色粒多量に含有。
⑧　暗褐色土。黄褐色粒少量含有。

⑨　暗黄褐色土。黄褐色粒少量含有。
⑩　黒褐色土。炭化物、焼土少量含有。
⑪　暗褐色土。炭化物含有。
⑫　暗褐色土。
⑬　暗褐色土。炭化物多量に含有。
⑭　赤褐色土、締まり、粘性やや有り。
⑮　赤褐色土。黄褐色ブロック少量含有。
⑯　暗黄褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。

第433図　４区SS24・26ピット土層図
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　本址に伴うピットは南壁寄りに５基検出されたが、
大きさや配置はランダムで、建物などを想定するもの
はない。詳細はピット計測表を参照されたい。
　埋土　黒褐色土を主体とし、壁面際には暗茶褐色土
が堆積する。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期・性格　遺物が出土していないので時期比定が
困難であるが、位置と形状から６区SD10と同時期の
弥生時代後期頃の段状遺構と考えられる。

SD10（第435図）
　位置　Ｈ-７グリッド、南北方向に張り出した尾根頂部東斜面に検出された溝状遺構である。東側
2.0ｍの同一等高線上に６区SS15が存在する。確認面上の標高は42.1ｍを測る。
　形状　平面形は長楕円形を呈する。長軸方位は等高線に並行するＮ-55°-Ｅである。規模は最大長
1.5ｍ、最大幅0.3ｍ、確認面からの深さは最大で10㎝を測る。断面の形状はＵ字形を呈し、立ち上が
りは緩やかで、底面はほぼ平坦である。
　本址は位置的に見て、６区SS15と長軸方向を同一にすることから、関連性の高い溝状遺構である
と考えられる。
　埋土　暗褐色土の単層で、埋土に流水の痕跡は認められない。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期・性格　遺物が出土していないので時期比定が困難であるが、位置と形状から６区SS15と同
時期の弥生時代後期の溝状遺構と考えられる。

SS16（第436図）
　位置　Ｆ～Ｇ-９グリッド、南北方向に張り出した尾根東側下部谷壁斜
面に検出された段状遺構である（第436図）。北側14.0ｍに４区SS24が存在
する。
　形状　斜面の高位側の岩盤をL字状にカットして平坦面を造成している。
斜面下方が削平されるが、平面形は等高線に沿って細長くのびる長方形が
推測される。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方
位はＮ-79°-Ｗである。規模は長軸長7.7ｍ、短軸長1.3ｍ、確認面からの深
さは20㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がる。床面積は1.4㎡を
測る。床面はほぼ平坦で、全体に硬化している。
　本址に伴うピットは５基検出されたが、大きさや配置はランダムで、建
物などを想定するものはない。詳細はピット計測表を参照されたい。
　埋土　上層に黒褐色土、下層に暗赤褐色土が堆積し、自然埋没の様相を
呈する。
　遺物　本址から遺物は出土していない。

（S＝１：40）0 1m

A A′

A A′

H＝42.3m
①

①　暗褐色土。黄褐色土少量
含有。

第435図　６区SD10

（S＝１：80）0 2m

A
A′

A
A′

H
＝
42
.5
m

①

②
②

P6
P4

P5P3

P2

P1

①　黒褐色土。暗褐色土少量含有。
②　暗茶褐色土。

第434図　６区SS15

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 36 20 9 
2 14 10 9 
3 18 12 8 
4 19 12 8 
5 20 14 5 
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　時期・性格　遺物が出土していないので時期比定が困難であるが、位置と形状から弥生時代後期頃
の段状遺構と考えられる。

SS30（第437図）
　位置　６区東寄り、Ｆ-10グリッドより検出された段状遺構である。確認面上の標高は34.6～35.5ｍ、
東向きの緩斜面に位置し、６区SK52に切られている。　　　　
　形状　東側が削平されているが、平面形態は隅丸長方形状を呈すると考えられる。規模は長軸11.4
ｍ、短軸5.5ｍ以上、確認面からの深さは最大で206㎝を測る。床面積は31.5㎡以上を測り、壁際には
壁溝は認められない。床面ではピットは検出されなかったが、南側には土坑６区SK24が掘り込まれ
ている。
　埋土　暗褐色土と淡灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SK24との位置関係から、本遺構
の時期は弥生時代後期前葉頃と推定した。

SK24（第437図）
　位置　６区東寄り、Ｆ-10グリッドより検出された貯蔵穴である。確認面上の標高は34.8～35.1ｍ、
段状遺構６区SS30内に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長楕円形を呈する。規模は上面で長軸345㎝、短軸289㎝、底
面は長軸281㎝、短軸218㎝、確認面からの深さは98㎝を測る。壁は傾斜して立ち上がり、断面の形状
はＵ字状を呈する。
　埋土　上層は灰褐色土と褐色系土、下層は褐色系土と暗黄茶褐色土が堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SK25～27との形態的類似から、
本遺構の時期は弥生時代後期前葉頃と推定した。

SS７（第438・439図）
　位置　６区西寄り、Ｃ-２グリッドより検出された段状遺構である。確認面上の標高は39.0～39.7ｍ、
南西向きの斜面に位置する。北東側６ｍに６区SS24がある。

第436図　６区SS16
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①　黒褐色土。暗赤褐色ブロック少量含有。
②　暗赤褐色土。黒褐色土少量含有。

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 21 20 13 
2 18 15 9 
3 14 12 13 
4 14 10 8 
5 14 11 13 
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　形状　南西側が流失し、北西側は調査区外に広がっているが、平面形態は半円形を呈する。規模は
長軸4.2ｍ以上、短軸2.6ｍ以上、確認面からの深さは最大で26㎝を測る。床面積は10.9㎡以上を測り、
床面は平坦で、ほぼ水平である。
　本遺構に伴うピットは全部で３基検出されたが、掘立柱建物は確認できなかった。各ピットの詳細
については計測表を参照されたい。
　埋土　北東側は淡灰褐色土の単層で、南西側は削平により遺存していない。
　遺物　本遺構から出土した遺物のうち、３点を図示した（第439図）。
　１～３は弥生土器である。１は複合口縁の壺で、口縁部は直立し、３条の平行沈線が巡る。口縁下
端部は下垂する。２は複合口縁の甕で、口縁部は外傾し、４条の平行沈線が巡る。口縁下端部は下垂
する。３は把手である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期中葉～後葉と考えられる。

0 2m（S＝１：80）

A′A

A′
A

H＝35.7m

SK24

SK52

SS30

①

②
③

④ ⑤ ⑥
⑦⑧

⑨

⑩ ⑪

⑫
⑬⑭

①　黒灰色土
②　暗褐色土
③　暗褐色土
④　淡褐灰色土
⑤　淡灰褐色土
⑥　暗褐色土（黒色ブロック混じり）
⑦　淡褐色土
⑧　灰褐色土（ロームブロック混じり）
⑨　褐色土と黒灰色土との混合層
⑩　淡黒灰色土（褐色小ブロック混じり）
⑪　灰褐色土
⑫　暗褐色土
⑬　淡褐色土（灰褐色小ブロック混じり）
⑭　暗黄茶褐色土（黒色小ブロック混じり）

第437図　６区SS30、SK24
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SD７（第438図）
　位置　６区北西寄り、
Ｃ-２グリッドより検出
された溝状遺構である。
確認面上の標高は39.8～
40.0ｍ、南西向きの斜面
に位置する。西側には６
区SS７が隣接する。
　形状　南から北へ直線
的にのび、主軸方位は傾
斜面の等高線とほぼ平行
するＮ-11°-Ｗである。
検出した長さは166㎝、
最大幅は上端で42㎝、底
面で22㎝、確認面からの
深さは13㎝を測る。断面
の形状は逆台形状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　褐色土の単層で、その堆積状況から流水の痕跡は窺えな
い。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６
区SS７との位置関係から、本遺構の時期は弥生時代後期中葉～
後葉頃と考えられる。

SD８（第438図）
　位置　６区北西寄り、Ｃ・Ｄ-２グリッドにまたがって検出さ
れた溝状遺構である。確認面上の標高は39.4～39.7ｍ、南西向き
の斜面に位置する。西側１ｍに６区SS７がある。　
　形状　南から北へ直線的にのび、主軸方位は傾斜面の等高線と
ほぼ平行するＮ-９°-Ｗである。検出した長さは216㎝、最大幅は
上端で36㎝、底面で27㎝、確認面からの深さは11㎝を測る。断面
の形状は逆台形状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　淡灰褐色土の単層で、その堆積状況から流水の痕跡は窺
えない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SS７との位置関係から、本遺構
の時期は弥生時代後期中葉頃と考えられる。
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第439図　６区SS７出土遺物
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第440図　６区SS24
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SS24（第440～442図）
　位置　６区中央やや北西寄り、Ｂ-２・３、Ｃ-３グリッドにまたがって検出された段状遺構である。
確認面上の標高は41.9～42.8ｍ、南西向きの斜面に位置する。南東側は６区SS６に切られており、南
西側６ｍに６区SS７がある。
　形状　南西側が流失し、さらに６区SS６に切られているが、平面形態は隅丸長方形状を呈すると
考えられる。規模は長軸15.4ｍ、短軸3.1ｍ以上、確認面からの深さは最大で84㎝を測る。床面積は
47.8㎡以上を測る。床面は平坦で、南東側は北東から南西へ緩やかに傾斜するが、北西側はほぼ水平

18

17

14

13

8

7

6

3
2

1

4

5

9 11

1210

15

16
（S＝１：４）0 10㎝

第441図　６区SS24出土遺物（１）
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である。
　本遺構に伴うピットは全部で９基検出された。このうちP１、P２、P４、P３で桁行２間、梁行１
間以上の掘立柱建物（６区SB５）を構成する。６区SB５の周囲には壁溝が巡り、６区SB５が廃絶し
た後、硬化面が形成される。また、西側隅で炉を検出した。炉は壁溝に切られているが、平面形態は
隅丸長方形状を呈し、規模は長軸56㎝、短軸48㎝、深さ６㎝を測る。埋土は上層に炭化物層、下層に
暗褐色土が堆積し、底面及び壁面は被熱していない。
　埋土　本遺構の南東側と北西側とでは埋土が異なり、南東側のA-A′部分では上層から灰褐色土、
暗褐色土、淡黒灰色土、暗褐灰色土が堆積する。一方、北西側のＢ-Ｂ′部分では上層から灰褐色土、
暗灰色系土、灰色土が堆積し、最下層の灰色土（⑰層）は硬くしまり、その上面を硬化面として認識
した。なお、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　本遺構から出土した遺物は、遺構の中央南東寄りに集中しており、このうち21点を図示した
（第441～442図）。
　１～18は弥生土器である。１～３は壺である。１は口縁部が内傾し、２条の凹線が巡る。口縁上下
端部は拡張する。２は口縁部が内傾し、３条の凹線が巡る。３は複合口縁の甕で、口縁部は外傾し、
４条の平行沈線が巡る。４～12は甕である。４～８は口縁部が内傾するもので、４～６は口縁上下端
部が拡張する。４は１条、５は３条、６は４条の凹線が巡る。７、８は口縁下端部が拡張する。９～
12は複合口縁の甕である。９は口縁部が内傾し、４条の凹線が巡る。口縁下端部は斜め下方向に僅か
に拡張する。10は口縁部が直立し、４条の平行沈線が巡る。口縁下端部は僅かに下垂する。11、12は
口縁部が外傾し、11は２条、12は５条の平行沈線が巡る。11は口縁下端部が僅かに下垂する。13、14
は高坏である。13は裾端部が外傾し、３条の平行沈線が巡る。14は裾端部が内傾し、３条の平行沈線
が巡る。15～18は器台である。15は口縁部がやや外傾し、６条の平行沈線が巡る。口縁下端部は下垂
する。16は口縁部が外反し、口縁下端部は僅かに下垂する。17は裾端部が外傾し、２条の平行沈線が
巡る。18は裾端部が外反し、４条の平行沈線が巡る。
　19～21は石器である。19は砂岩製の大陸系石斧で、下端部が欠損するが、表面中央には抉りがある。
20は凝灰岩製の砥石で、表裏面と両側面の４面を使用している。また、上端部、裏面、両側面は被熱

（S＝１：４）0 10㎝
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第442図　６区SS24出土遺物（２）
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している。21は凝灰岩製の砥石で、上下端部、裏面、右側面が欠損するが、表面と左側面の２面を使
用している。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期中葉～後葉と考えられる。

６区SB５（第440図）
　位置　６区北西寄り、Ｂ・Ｃ-２・３グリッドにまたがって検出された掘立柱建物で、６区SS24内
に位置する。確認面上の標高は41.6～41.9ｍ、南西向きの斜面に位置する。　
　形状　６区SS24内に構築されたもので、検出範囲内では桁行２間、梁行１間以上の掘立柱建物で
ある。主軸方位はＮ-41°-Ｗで、桁行3.8ｍ、梁行1.6ｍ以上を測る。柱間寸法はP１-P２間が160㎝、P
２-P４間が200㎝、P４-P３間が180㎝である。柱掘り方は直径60～82㎝の楕円形を呈し、P２では直
径33㎝、P３では直径24㎝、P３では直径20㎝の柱痕跡を確認した。各柱穴の詳細については計測表
を参照されたい。
　埋土　掘り方は灰褐色系土、暗灰色土、黒灰色系土が主体に堆積し、柱痕跡は淡灰褐色土と灰褐色
土が堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS24との位置関係から、本遺構の時期は弥
生時代後期中葉～後葉と考えられる。

４．木 棺 墓
SK36-１（第443・444図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ・Ｊ-10グリッドにまたがって検出された木棺墓である。確認面上の標高
は33.2～34.1ｍ、東向きの緩斜面に位置する。６区SK36-２の埋没後に掘り込まれたもので、南西側
４ｍに６区SK32がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。
　主軸方位はＮ-8°-Ｗである。掘り方の規模は上面で長軸239㎝、短軸174㎝、底面は長軸185㎝、短
軸113㎝、確認面からの深さは81㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は６区SK36-２の埋土
の陥没のためか中央が窪んでいる。底面では小口痕跡と側板痕跡を検出できなかったが、土層断面の
所見から木棺墓と判断した。木棺の規模は長軸130㎝前後、短軸87㎝と推定される。中央から北側に
かけての墓壙上面には標石と考えられる10～39㎝大の石が３石あり、南東隅の１石は墓壙内に落ち込
んでいる。
　埋土　棺内の埋土は①～⑤層が該当し、上層は淡黒灰色土、下層は黒灰色土が主体に堆積し、下層
の黒灰色土は褐色粒の包含の有無によりさらに上下２層に細分される。裏込めは黒灰色系土が主体に
堆積する。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち１点を図示した（第444図）。
　１は弥生土器甕で、口縁部は外傾し、６条の平行沈線が巡る。口縁下端部は大きく下垂する。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期中葉と考えられる。
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５．土　　坑
（１）２　　区
SK13（第445図）
　位置　２区南東寄り、A-８グリッドより検出され
た土坑である。確認面上の標高は26.0ｍ、北東向きの
緩斜面に位置する。西側４ｍに２区SI17がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに不整円形を呈
し、東側には東西長27㎝、南北長46㎝の楕円形の張り
出しとピット１基がある。規模は上面で長径153㎝、
短径118㎝、底面は長径102㎝、短径81㎝、確認面から
の深さは34㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底
面は平坦である。　　
　遺物　遺物は出土しなかった。　
　時期　遺物が出土していないため、時期比定は困難
であるが、３区SK60との形態的類似から、本遺構の
時期は弥生時代後期と推定した。

（２）３　　区
SK２（第446図）
　位置　３区北端、Ｅ-12グリッドより検出された土
坑である。確認面上の標高は29.0～29.4ｍ、東向きの
緩斜面に位置する。北側６ｍに２区SI３、南東側８ｍ
に２区SI７がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を呈す
る。規模は上面で長径177㎝、短径174㎝、底面は長径
154㎝、短径129㎝、確認面からの深さは18～28㎝を測
る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　上層は暗茶灰色土、下層は暗灰色土が堆積し、
自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得る
ものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、３
区SK60との形態的類似から、本遺構の時期は弥生時
代後期と推定した。　

SK５（第447図）
　位置　３区中央やや西寄り、Ｈ-12グリッドより検
出された土坑である。確認面上の標高は29.5～29.6ｍ、
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東向きの緩斜面に位置する。南西側には３区SS２が隣接
する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を呈する。
規模は上面で長径122㎝、短径92㎝、底面は長径111㎝、短
径79㎝、確認面からの深さは６～８㎝を測る。断面の形状
は逆台形状を呈し、底面は平坦である。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るもの
はなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、３区
SK60との形態的類似から、本遺構の時期は弥生時代後期
と推定した。

SK60（第448・449図）
　位置　３区南東寄り、Ｉ-16グリッドより検出された土
坑である。確認面上の標高は29.1～29.2ｍ、北東向きの緩
斜面に位置する。南東側１ｍに３区SK61がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに円形を呈する。規
模は上面で長径129㎝、短径127㎝、底面は長径120㎝、短
径117㎝、確認面からの深さは25～35㎝を測る。断面の形
状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　上層から淡茶灰色土、暗茶灰色土、赤褐色土が堆
積し、自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は上層から中層にかけて出土し、このうち３
点を図示した（第449図）。
　１～３は弥生土器甕で、いずれも口縁部は内傾し、口縁
上下端部は拡張する。２は５条の平行沈線、３は５条の凹
線が巡る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期前葉
と考えられる。

SK61（第450図）
　位置　３区南東寄り、Ｉ-16グリッ
ドより検出された土坑である。確認
面上の標高は29.2～29.3ｍ、北東向
きの緩斜面に位置する。北西側１ｍ
に３区SK60がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面と
もに楕円形を呈する。規模は上面で
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第449図　３区SK60出土遺物

（S＝１：40）0 1m

A′A

A′A

H＝30.6m

第447図　３区SK５

（S＝１：40）0 1m

A′A

A′A

H＝29.5m

A′A
H＝29.5m

①

12

3

②

12
3

② ③④ ④
撹
乱

①　淡茶灰色土（炭化物、ロームブロック混じり）
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④　赤褐色土（ロームブロック混じり）

第448図　３区SK60
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長径122㎝、短径104㎝、底面は長径98㎝、短径92㎝、確認面からの深
さは８～18㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　上層は炭化物を多量に含む淡茶灰色土、下層は淡灰茶色土が
堆積し、その間層として淡灰色粘土が堆積しており、自然埋没したと
考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、３区SK60との形
態的類似と位置関係から、本遺構の時期は弥生時代後期と推定した。

６．溝状遺構
（１）２　　区
SD10（第451図）
　位置　２区北西寄り、Ｅ-14グリッドより検出された溝状遺構であ
る。確認面上の標高は26.4～26.5ｍ、東向きの緩斜面に位置する。２
区SD11を切っており、北側２ｍには２区SD12、西側1.6ｍには２区SI９がある。　
　形状　南西から北東方向へ直線的にのび、北東端は東へ僅かに湾曲する。主軸方位は傾斜面の等高
線とほぼ平行するＮ-26°-Ｅである。検出した長さは251㎝、最大幅は上端で32㎝、底面で16㎝、確認
面からの深さは５～10㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　遺物　出土遺物はいずれも
細片であり、図示し得るもの
はなかった。
　時期　出土遺物による時期
比定は困難であるが、２区SI
９との位置関係から、本遺構
の時期は弥生時代後期と考え
られる。

SD11（第451図）
　位 置　２ 区 北 西 寄 り、
Ｅ-14グリッドより検出され
た溝状遺構である。確認面上
の標高は26.2～26.5ｍ、東向
きの緩斜面に位置する。南側
は２区SD10に切られており、
北側には２区SD12が隣接し、
西側2.3ｍには２区SI９があ
る。　
　形状　南から東へＬ字状に
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のび、南端は２区SD10に切られている。検出した長さは305㎝、最大幅は上端で23㎝、底面で10㎝、
確認面からの深さは４～12㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、２区SI９との位置関係から、本遺構の時期は弥生
時代後期と考えられる。

SD12（第451図）
　位置　２区北西寄り、Ｄ-14グリッドより検出された溝状遺構である。確認面上の標高は26.0～
26.4ｍ、東向きの緩斜面に位置する。南側２ｍには２区SD11、西側4.1ｍには２区SI９がある。　
　形状　東西方向に弧状にのび、両端はさら調査区外へのびる。検出した長さは234㎝、最大幅は上
端で35㎝、底面で18㎝、確認面からの深さは10㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面は平坦で
ある。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、２区SI９との位置関係から、本遺構の
時期は弥生時代後期と考えられる。

SD19（第452・453図）
　位置　２区南東寄り、Ｈ-16グリッドより検出された溝状遺構である。確認面上の標高は26.9ｍ、
北東向きの緩斜面に位置する。北側５ｍに２区SI22、東側５ｍに２区SI16がある。
　形状　南東-北西方向に直線的にのび、南東端は２区SD14に切られている。主軸方位は傾斜面の等
高線と平行するＮ-65°-Ｗである。検出した長さは264㎝、最大幅は上端で65㎝、底面で42㎝、確認面
からの深さは10㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　遺物　出土した遺物のうち、上面から出土した土器２点を図示した（第453図）。
　１、２は弥生土器である。１は複合口縁の甕で、口縁部は外傾し、４条の凹線が巡る。口縁下端部
は下垂する。２は器台で、口縁部は外傾し、３条の凹線が巡る。口縁下端部は斜め下方向に拡張する。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期後葉と考えられる。
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（２）４　　区
SD１（第454・455図）
　位置　Ｂ～Ｃ-11グリッドの尾根東側下部谷壁の急斜
面に位置する。斜面の傾斜に直交して南北方向に延びる
溝状遺構である。４区SS16・23・24・26・27等の段状
遺構とはほぼ並行する。西側4.0ｍの斜面上方に平行し
て４区SS26が存在する。確認面上の標高は33.9ｍを測る。
　形状　等高線に沿ってやや円弧を描きながら直線的に
のび、南端は斜面の削平により消滅する。北端は調査区
外に延びる。長軸方位はＮ-４°-Ｗである。検出範囲で
の規模は最大長16.6ｍ、最大幅1.2ｍ、確認面からの深さ
は最大で45㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、底面
は平坦である。南端から6.5ｍ付近で段差を持ち、南端
は斜面の削平により消滅している。
　埋土　暗赤褐色土と黒褐色土が互層に堆積する自然埋
没の様相を呈し、堆積状況からは流水の痕跡は認められ
ない。
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③　暗赤褐色土。暗褐色土少量含有。
④　黒褐色土。黄褐色粒、炭化物粒、焼土粒少量含有。
⑤　黒褐色土。炭化物粒、焼土粒多量に含有。
⑥　黒褐色土。黄褐色ブロック多量、炭化物粒、焼土粒少量含有。
⑦　黒褐色土。黄褐色ブロック、炭化物粒、焼土粒多量に含有。
⑧　黄褐色土。ロームブロック多量に含有。
⑨　暗赤褐色土、締まり・粘性強い。炭化物少量含有。
⑩　暗赤褐色土、締まり・粘性強い。炭化物、ローム粒少量含有。
⑪　暗赤褐色土、締まり・粘性強い。炭化物少量、ローム粒多量に含有。

第454図　４区SD１

0 10㎝（S＝１：４）

2

1

第455図　４区SD１出土遺物

― 361 ―

CW6_TY091_P325_D05-04_第１分冊.indd   361 2015/03/04   18:24:51



　遺物　本址からは埋土中～上層を中心に遺物が出土している。このうち
２点が図示し得た（第455図）。１は上層出土の弥生土器の甕、複合口縁部
上端は垂直気味に拡張する。口縁部外面に貝殻腹縁による平行沈線が施さ
れる。２は下層出土のデイサイト製の台石、方形の素材の全体を使用し、
上面には敲打痕も認められる。
　時期・性格　下層から遺物が出土していないので時期比定が困難である
が、位置的に見て弥生時代後期後葉以降の溝状遺構と考えられる。

（３）６　　区
SD９（第456図）
　位置　Ｇ-６グリッド、南北方向に張り出した尾根頂部緩斜面に検出さ
れた溝状遺構である。南側1.0ｍに６区SI15が存在する。確認面上の標高
は43.5ｍを測る。
　形状　等高線に直交し、南北方向にのびる。平面形は長方形を呈する。
長軸方位はＮ-24°-Ｅである。規模は最大長2.0ｍ、最大幅0.5ｍ、確認面か
らの深さは最大で18㎝を測る。断面の形状はＵ字形を呈し、立ち上がりは
緩やかで、底面はほぼ平坦である。本址は位置的に見て、６区SI15に伴う
溝状遺構であると考えられる。
　埋土　暗褐色土の単層で、埋土に流水の痕跡は認められない。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期・性格　遺物が出土していないので時期比定が困難であるが、位置
と形状から６区SI15と同時期の弥生時代後期後半～終末期の溝である可能
性が高い。

SD11（第457図）
　位置　Ｈ-８グリッド、南北方向に張り出した尾根頂部東斜面に検出さ
れた溝状遺構である。北西側9.0ｍに６区SD10が存在する。確認面上の標
高は39.7ｍを測る。
　形状　平面形は不整形な長方形を呈する。長軸方位はＮ-75°-Ｅである。
規模は最大長1.2ｍ、最大幅0.4ｍ、確認面からの深さは最大で18㎝を測る。
断面の形状はＵ字形を呈し、立ち上がりは緩やかで、底面はほぼ平坦であ
る。
　埋土　黒色土の単層で、埋土に流水の痕跡は認められない。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期・性格　遺物が出土していないので時期比定が困難であるが、位置
と形状から弥生時代後期頃の溝である可能性が高い。
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SD12（第458・459図）
　位置　６区中央、Ｆ-５グリッドより検出された溝状遺構である。確認面
上の標高は44.4～44.6ｍ、南西向きの斜面に位置する。南東側１ｍに６区
SS20がある。
　形状　南東から北西へ直線的にのび、主軸方位は傾斜面の等高線とほぼ平
行するＮ-42°-Ｗである。検出した長さは292㎝、最大幅は上端で56㎝、底面
で36㎝、確認面からの深さは20㎝を測る。断面の形状は逆台形状を呈し、底
面は平坦であるが、中央部が高くなっている。
　埋土　灰褐色土の単層で、その堆積状況から流水の痕跡は窺えない。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち１点を図示した（第459図）。
　１は複合口縁の段部と考えられ、口縁部は欠損する。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は弥生時代後期と考えられる。

SD17（第460図）
　位置　６区中央やや南西寄り、Ｇ-
５グリッドより検出された溝状遺構で
ある。確認面上の標高は42.5～42.9ｍ、
南西向きの斜面に位置する。南西側は
６ 区SS13と ６ 区SI20に 切 ら れ て い
る。　
　形状　南西側は６区SS13に切られ
ているが、南西から北東へ直線的にの
びる。主軸方位は傾斜面の等高線とほぼ直交するＮ-77°
-Ｅである。検出した長さは142㎝、最大幅は上端で68㎝、
底面で45㎝、確認面からの深さは29㎝を測る。断面の形
状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　上層に暗褐色土、下層に淡灰褐色土が堆積し、
その堆積状況から流水の痕跡は窺えない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であ
るが、６区SI20との切合関係から、本遺構の時期は弥生
時代後期後葉以前と推定した。
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第４節　古墳時代前期

１．概　　要
　古墳時代前期の遺構は、２区、３区の谷部と４区、６区の丘陵部で竪穴建物14棟、段状遺構３基、
掘立柱建物１棟、土坑１基、竃７基を検出した。
　２区ではローム漸移層及び地山上面で遺構を検出したが、埋土の状況や３区の４層上面で３区SI１
を検出していることから、本来は４層上面から掘り込まれたと考えられる。　
　この時期には、丘陵部では弥生時代後期から継続し、さらに、同じような場所に連綿と遺構が構築
されているものが多い。
　遺構の分布は丘陵上部と谷部に２極分化し、弥生時代後期に見られた丘陵裾部には認められなくな
る。また、依然として丘陵南東端の裾部と谷部中央付近の弥生時代前期から中期の墳墓が存在した部
分には遺構の分布が認められないことから、古墳時代前期に至っても未だ墓域としての意識があった
と考えられる。
　出土遺物は、土師器壺、甕、高坏が主体で、２区SI８からは手焙形土器が出土した

２．竪穴建物
（１）２　　区
SI13（第463図）
　位置　２区中央やや北西寄り、Ｅ-14グリッドより検出された竪穴建物で、後に２区SI８に建て替
えられる。確認面上の標高は25.8～26.5ｍ、東向きの緩斜面に位置する。　　　　
　形状　２区SI８に切られているために、壁溝が検出されたのみであるが、その形状から平面形態は
隅丸方形を呈すると考えられる。規模は南北長5.85ｍ、東西長5.2ｍ以上を測る。床面積は30.4㎡以上
を測り、壁際には壁溝が全周する。
　主柱穴はP215、P222、P221、P219の４基で、主柱穴間の距離はP215-P222間から時計周りの順に2.0
ｍ、1.9ｍ、2.1ｍ、2.0ｍとほぼ等間隔である。柱掘り方は楕円形を呈し、直径28～62㎝を測る。柱痕
跡は確認されなかった。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　２区SI８に削平されており、遺存していない。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、２区SI８との切合関係から、本遺構の時期は古墳
時代前期前葉以前と推定した。

SI８（第463～466図）
　位置　２区中央やや北西寄り、Ｅ-14グリッドより検出された竪穴建物で、２区SI13を建て替えた
ものである。確認面上の標高は25.8～26.5ｍ、東向きの緩斜面に位置する。北西側6.5ｍに２区SI５、
西側４ｍに２区SI10がある。　　　　
　形状　遺存状態は良好で、平面形態は隅丸方形を呈する。規模は南北長6.0ｍ、東西長5.3ｍ、確認
面からの深さは最大で45㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は31.8㎡を測る。床面は
平坦で、壁際には壁溝が全周する。
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― 365・366 ―

第461図　２・３区古墳時代前期遺構分布図
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第462図　４・６区古墳時代前期遺構分布図
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第463図　２区SI８・13
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①　暗灰色土（ローム粒混じり）
②　暗灰色土
③　暗灰色粘質土（ロ－ム粒混じり）
④　暗灰色土
⑤　灰褐色土
⑥　黒色土（ローム粒が僅かに混じる）
⑦　黒色土
⑧　黒色土（ローム粒が少量混じる）
⑨　黒色土（ローム粒が僅かに混じる）
⑩　黒色土
⑪　黒褐色土（ローム粒が多く混じる）
⑫　黒褐色土（ローム粒が僅かに混じる）

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
214 70 64 44 
215 60 58 64 
216 34 30 45 
217 60 44 64 
218 38 34 16 
219 50 47 52
220 56 50 64 
221 64 52 60 
222 40 30 37 
223 60 50 70 
224 50 46 35 
225 108 104 60 
228 50 42 18 
229 60 36 11 
230 34 30 10 
231 32 30 13 
235 32 30 7 
236 30 30 11 
237 20 16 5 
243 30 30 32 
244 34 28 60 
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第464図　２区SI８遺物出土状況図
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第465図　２区SI８出土遺物（１）
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第466図　２区SI８出土遺物（２）
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　主柱穴はP214、P223、P220、P217の４基で、主柱穴間の距離はいずれも2.7ｍと等間隔である。
柱掘り方は円形及び楕円形を呈し、直径49～67㎝を測る。柱痕跡は確認されなかった。
　P225は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は円形を呈し、規模は長径108㎝、
短径104㎝、深さ22㎝を測る。さらにその中央には長径65㎝、短径47㎝、深さ55㎝の楕円形の掘り込
みがある。また、南側にはさらに段差があり、直径８～９㎝、深さ10～15㎝の小ピットが２基ある。
各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　上層は暗灰色土、下層は暗灰色粘質土が堆積し、概ね下層より順次水平堆積していることか
ら、自然埋没したと考えられる。
　遺物　多量の土器や礫が、本遺構の廃絶後に北西側から廃棄された状態で出土した。遺物は下層か
ら床面直上にかけて出土するものが多く、このうち30点を図示した（第465・466図）。
　１～26は土師器である。１～３は壺で、いずれも口縁下端部が僅かに突出する。また、３の口縁端
部は外方へつまみ出している。４～14は複合口縁甕で、口縁下端部が突出しないもの（４、５）、僅
かに突出するもの（６～８、10、11）、突出するもの（９、12～14）がある。５は内外面とも赤色塗
彩が施され、７の肩部には波状文が施されている。14は口縁部が直立し、口縁端部を外方へつまみ出
している。頸部から肩部にかけては櫛状工具による刺突が施され、肩部には４条の平行沈線が巡る。
15は複合口縁の注口土器で、口縁部は外反し、口縁下端部はやや突出している。16～19は高坏である。
16は浅い皿状の坏部をもち、口縁端部は外反する。17、19は脚部である。
　19は裾部が大きく開くもので、円孔が穿たれている。18は高坏の脚部で、円孔が穿たれている。
20、21は低脚坏で、いずれも埦形の坏部をもつ。22は鼓型器台、23は鉢で、口縁部は外反する。24、
25は甑の把手、26は手焙形土器である。
　27～29は石器である。27はデイサイト製の磨石で、上下端部と裏面が欠損するが、表面には磨痕が
認められる。28は凝灰角礫岩製の台石で、表面には磨痕が認められる。29は凝灰岩製の砥石で、下半
部と裏面が欠損するが、表面と左側面の２面を使用している。30は鉇である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期前葉と考えられる。

SI14（第467・468図）
　位置　２区中央、Ｆ・Ｇ-15グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面上の標高は
25.6～26.1ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。南東側は２区SI21を切っており、北西側14ｍに３区SI１、
南東側8.5ｍに２区SI19がある。　　　　
　形状　遺存状態は良好で、平面形態は方形を呈する。規模は南北長4.5ｍ、東西長4.6ｍ、確認面か
らの深さは最大で55㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は20.7㎡を測る。床面は平坦で、
壁際には壁溝が全周する。
　本遺構に伴うピットは全部で10基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP333、P329、
P353、P335の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP333-P329間から時計周りの順に2.0ｍ、1.9ｍ、2.0
ｍ、1.9ｍで、南東-北西間の距離の方がやや長い。柱掘り方は円形と隅丸方形を呈し、直径32～58㎝
を測る。柱痕跡は確認されなかった。また、中央付近とP333の北東側の床面直上には焼土が認めら
れる。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　黒褐色土、褐色土、暗茶褐色土を主体とし、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没
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したと考えられる。
　遺物　出土遺物は
遺構の南西側と中央
東寄りに集中してお
り、このうち14点を
図示した（第468図）。
　１～12は土師器で
ある。１、２は複合
口縁の壺で、１は口
縁部が外反し、口縁
下端部はやや突出す
る。２は直口壺で、
口縁部は長く垂直気
味にのびる。３～９
は甕である。
　３～８は複合口縁
の甕で、口縁下端部
が突出しないもの
（３、４）とやや突
出するもの（５～８）
がある。３は口縁部
が内傾し、４の肩部
には波状文、７の肩
部には貝殻腹縁によ
る刺突文が施されて
いる。５～７は口縁
部が短く、器壁が厚
いものである。９は
単口縁の甕である。
　10は高坏で、皿状の坏部を持ち、口縁部は外傾する。11、12は鼓形器台である。
　13、14は石器である。13は黒色頁岩製の磨製石斧で、表裏面には磨痕が認められる。14は凝灰角礫
岩製の台石で、下端と左側面が欠損するが、長方形を呈し、表面には磨痕と被熱痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期前葉～中葉と考えられる。

SI18（第469・470図）
　位置　２区南東寄り、Ｇ・Ｈ-17グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面上の標
高は25.7～26.1ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。西側２ｍに２区SI19がある。
　形状　全体的に削平が著しく、南西側の壁溝が検出されたのみであるが、その形状から平面形態は

第467図　２区SI14
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①　褐色土（ロームブロックが多く混じる）
②　黒褐色土（ロームブロックが多く混じる）
③　褐色土（ローム粒が僅かに混じる）
④　黒褐色土（ローム粒が僅かに混じる）
⑤　黒褐色土（ローム粒が僅かに混じる）
⑥　黒褐色土（ローム粒混じり）
⑦　褐色土（ローム粒が多く混じる）
⑧　暗茶褐色土（ローム粒、炭化物混じり）
⑨　暗茶褐色土（ローム粒混じり）
⑩　暗茶褐色土（ロームブロックが多く混じる）
⑪　暗茶褐色土（ローム粒が多く混じる）
⑫　暗灰色土（ロームブロックが多く混じる）
⑬　橙褐色土（暗灰色粘土ブロック混じり）
⑭　橙灰褐色土（暗灰色粘土ブロック混じり）
⑮　橙灰色砂質土
⑯　灰白色土
⑰　橙灰色土
⑱　暗橙灰色土（鉄分沈着）
⑲　暗橙灰色土
⑳　橙褐色土
㉑　淡灰褐色土 ピット計測表（単位：㎝）

NO 長径 短径 深さ
329 52 50 44 
330 24 12 9 
331 28 24 5 
333 50 50 50 
335 58 50 33 
336 26 23 3 
350 48 40 33 
351 28 21 21 
352 28 22 22 
353 44 32 52 
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方形を呈すると考えられる。規模は南東-北西長4.4ｍ以上、南西-北東長1.9ｍ以上、床面積は8.8㎡以
上を測る。
　本遺構に伴うピットは全部で14基検出された。このうち主柱穴とみられるピットは位置的にP438
が該当すると考えられる。P438の掘り方は楕円形を呈し、長径42㎝、短径36㎝を測る。柱痕跡は確
認されなかった。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち１点を図示した（第470図）。
　１は花崗岩製の砥石で、下端部と裏面が欠損するが、長方形を呈し、表面と両側面の３面を使用し
ている。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、平面形態から、本遺構の時期は古墳時代前期と推
定した。
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第468図　２区SI14出土遺物
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SI19（第471・472図）
　位置　２区南東寄り、Ｇ・Ｈ-16
グリッドにまたがって検出された竪
穴建物である。確認面上の標高は
25.8～25.9ｍ、北東向きの緩斜面に
位置する。北西側は２区SI22を切っ
ており、北西側8.5ｍに２区SI14、
東側２ｍに２区SI18がある。
　形状　北東側が削平されている
が、平面形態は方形を呈する。規模
は南東-北西長4.35ｍ、南西-北東長
3.7ｍ以上、確認面からの深さは最
大で20㎝を測る。床面積は16.1㎡以
上を測り、北東側を除く３方の壁際
には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で６基
検出されたが、湧水が著しいことも
あり、主柱穴は検出できなかった。
南隅には長さ170㎝、幅95㎝、高さ
10㎝前後のベッド状遺構があり、本
遺構の中央やや北東寄りの床面直上

第470図　２区SI18出土遺物
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
254 38 36 20 
255 34 30 25 
256 26 20 34 
257 26 22 34 
258 24 20 19 
259 48 28 15 
260 30 18 47 
261 50 40 15 
262 30 30 14 
263 30 30 16 
264 24 22 7 
266 24 16 20 
433 38 30 16 
438 42 36 5 

第471図　２区SI19
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
293 32 32 18 
381 64 50 44 
382 42 46 14 
391 30 30 25 
393 34 30 13 
401 28 20 14 
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には焼土が認められる。
　埋土　上層に暗茶灰
色土、下層に灰褐色土
が堆積し、下層より順
次水平堆積しているこ
とから、自然埋没した
と考えられる。
　遺物　出土遺物は本
遺構の中央から北東側
の下層から床面直上に
かけて集中しており、
このうち４点を図示し
た（第472図）。
　１～４は土師器である。１は複合口縁の壺で、口縁下端部の突出は鈍い。２、３は高坏で、いずれ
も浅い皿状の坏部をもち、口縁部は外反する。４は鼓型器台である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期前葉と考えられる。

SI20（第473図）
　位置　２区南東寄り、Ｈ・Ｉ-17グリッドに
またがって検出された竪穴建物である。確認面
上の標高は26.4～26.8ｍ、北東向きの緩斜面に
位置する。北西側13ｍに２区SI19がある。　　
　形状　全体的に削平が著しく、南西側から西
隅にかけての壁溝が検出されたのみであるが、
その形状から平面形態は方形を呈すると考えら
れる。規模は北西-南東長4.1ｍ以上、南西-北
東長3.4ｍ以上を測る。床面積は1.1㎡以上を測
り、床面は平坦である。
　本遺構に伴うピットは全部で４基検出され、
これらは位置的に主柱穴と考えられる。主柱穴
間の距離はP364-P384間から時計周りの順に2.3
ｍ、2.7ｍ、2.3ｍ、2.5ｍである。柱掘り方は円
形及び楕円形を呈し、直径20～34㎝を測る。柱
痕跡は確認されなかった。各ピットの詳細につ
いては計測表を参照されたい。
　埋土　橙褐色土と暗灰色土が堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示
し得るものはなかった。

第472図　２区SI19出土遺物
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
364 28 20 34 
368 28 22 30 
384 28 26 34 
386 34 24 36 
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　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、平面形態から、本遺構の時期は古墳時代前期と推
定した。

（２）３　　区
SI１（第474・475図）
　位置　３区北寄り、Ｆ-13グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は27.4～28.2ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。南東側14ｍに２区SI14がある。
　形状　東側が削平されているが、平面形態は方形を呈する。規模は南北長5.35ｍ、東西長5.1ｍ以上、
確認面からの深さは最大で25㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は27.3㎡以上を測る。
床面は平坦で、東側を除く３方の壁際には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で７基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP56、P55、
P58、P57の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP56-P55間から時計周りの順に2.85ｍ、2.8ｍ、2.85ｍ、

第474図　３区SI１
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
55 44 30 52 
56 42 35 31 
57 56 40 43 
58 50 38 41 
59 41 32 5 
60 48 30 6 
61 16 14 5 

第475図　３区SI１出土遺物
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2.7ｍとほぼ等間隔である。柱掘り方は楕円形を呈し、直径30～56㎝を測る。P56では直径14㎝、P55
とP58では直径22㎝、P57では直径20㎝の柱痕跡を確認した。各ピットの詳細については計測表を参
照されたい。
　埋土　上層は灰褐色土、下層は暗灰色土が堆積し、下層より順次水平堆積していることから、自然
埋没したと考えられる。
　遺物　出土した遺物のうち、３点を図示した（第475図）。
　１～３は土師器の複合口縁の甕で、１は口縁下端部が僅かに突出するが、２、３は段部が退化して
いる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期中葉～後葉と考えられる。

SI８（第476・477図）
　位置　３区南端、Ｋ-12・13グリッドにまたがって検出された竪穴建物で、その後、３区SI５に建て
替えられる。確認面上の標高は30.6～31.1ｍ、平坦部に位置する。東側２ｍに３区SI６・７・13がある。
　形状　平面形態は変則的で、西側は隅丸方形、東側は円形状を呈する。規模は南北長5.5ｍ、東西
長5.2ｍ、確認面からの深さは最大で20㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は27.3㎡を
測る。床面は平坦で、壁際には壁溝がほぼ全周する。
　本遺構に伴うピットは全部で７基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP127、P126、
P129、P128の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP127-P126間から時計周りの順に2.6ｍ、2.5ｍ、2.6

第476図　３区SI８
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NO 長径 短径 深さ
126 75 44 56 
127 64 45 68 
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160 72 66 39 
161 33 29 34 
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ｍ、2.6ｍとほぼ等間隔である。柱掘り方は楕円形を呈し、直径34～65㎝を測る。P127では直径18㎝
の柱痕跡を確認した。
　P140は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長径
130㎝、短径102㎝、深さ28㎝を測り、その中央には長径70㎝、短径42㎝、深さ59㎝の楕円形の掘り込
みがある。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　上層は明黄灰色土、下層は褐色土が堆積し、下層より順次水平堆積していることから、自然
埋没したと考えられる。
　遺物　出土した遺物のうち、７点を図示した（第477図）。
　１～５は土師器で、１～３は甕である。１は複合口縁の甕で、口縁部は僅かに外傾し、口縁下端部
は突出する。２は複合口縁の段部がかなり退化したものである。３は胴部で、肩部には７条の平行沈
線が巡る。４は高坏の坏部で、口縁部は外反する。５は鼓型器台である。６は刀子と考えられる。
　７は凝灰岩製の砥石で、上端部と下端部が欠損するが、長方形を呈すると考えられ、表面と裏面の
２面を使用している。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期前葉と考えられる。

SI12（第478・479図）
　位置　３区南端、Ｋ-13・14グリッドにまたがって検出された竪穴建物で、確認面上の標高は
30.6～30.7ｍ、平坦部に位置する。
　形状　遺存状態は良好で、平面形態は隅丸方形を呈する。規模は南北長、東西長とも4.5ｍ、確認
面からの深さは最大で４㎝を測る。床面積は20.3㎡を測り、床面は平坦で、壁溝は全周する。
　本遺構に伴うピットは全部で25基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP242、P135、
P141、P243の４基と考えられる。主柱穴間の距離はいずれも2.0ｍと等間隔である。柱掘り方は楕円
形を呈し、直径32～60㎝を測る。柱痕跡は確認されなかった。
　P157は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長径
90㎝、短径82㎝、深さ30㎝を測り、その中央には直径36㎝の円形の掘り込みがある。各ピットの
詳細については計測表を参照されたい。

第477図　３区SI８出土遺物
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　遺物　出土した遺物のうち、
３点を図示した（第479図）。
　１は弥生土器、２、３は土師
器である。１は複合口縁の甕で、
口縁部がやや外傾し、口縁下端
部は僅かに下垂する。２は複合
口縁の甕で、口縁部は外反し、
口縁下端部が突出する。３は単
口縁の甕である。
　時期　出土遺物から、本遺構
の時期は古墳時代前期前葉と考
えられる。

（３）４　　区
SS３（第480・481図）
　位置　４区北寄り、A-7・8、
-A-6～8、-Ｂ-6・7グリッドに
またがって検出された段状遺構
である。確認面上の標高は48.2
～49.8ｍ、北東向きの斜面に位
置する。西側19.5ｍに４区SS２
がある。
　形状　北東側が流失している
が、平面形態は不整な隅丸長方
形状を呈すると考えられる。規
模は長軸8.2ｍ、短軸4.6ｍ以上、
確認面からの深さは最大で34㎝
を測る。床面積は37.8㎡以上を
測り、床面は平坦で、ほぼ水平である。
　本遺構に伴うピットと壁溝は検出されなかったが、中央やや北西
寄りで４区SK１、南東側で竪穴建物４区SS４-１～５を検出した。
　埋土　淡灰茶色土の単層である。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち１点を図示した（第
481図）。
　１は土師器低脚坏の脚部である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期と考えられる。

第479図　３区SI12出土遺物
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
130 20 19 31 
132 38 26 12 
133 36 32 37 
134 28 26 42 
135 60 45 64 
136 19 18 29 
137 36 29 47 
141 50 35 60 
143 26 18 5 
145 38 33 42 
146 33 30 50 
147 22 21 34 
154 38 32 44 
155 30 26 50 
156 36 28 30 
157 90 82 14 
242 36 32 40 
243 54 46 20 
244 34 26 33 
245 35 32 51 
246 71 56 29 
247 66 42 27 
249 18 13 21 
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SS４-５（第482・483図）
　位置　４区北寄り、-A-７グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は48.3～49.3ｍ、
東向きの斜面に位置する。４区SS３内に位置し、南側は４区SS４-３に切られている。
　形状　南側は４区SS４-３に切られているが、平面形態は隅丸方形を呈する。規模は南北長5.4ｍ、
東西長3.5ｍ以上、確認面からの深さは最大で15㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積
は18.9㎡以上を測る。床面は平坦で、南側を除く３方の壁際には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは、４区SS４-３に切られていることもあり、検出されなかった。
　埋土　上層は淡赤褐色土、下層は淡褐灰色土が堆積し、下層より順次水平堆積していることから、
自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、４区SS４-３との切合関係から、本遺構の時期は
古墳時代前期前葉以前と考えられる。

SS４-４（第482～484図）
　位置　４区北寄り、-A・A-７グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面上の標高
は49.1～49.5ｍ、東向きの斜面に位置する。４区SS３内に位置し、東側は４区SS４-３に切られている。
　形状　東側は４区SS４-３に切られているが、平面形態は隅丸方形状を呈すると考えられる。規模
は南北長6.4ｍ以上、東西長1.1ｍ以上、確認面からの深さは最大で47㎝を測る。壁はやや開きながら
立ち上がり、床面積は9.2㎡以上を測る。床面は平坦で、南西側の壁際には壁溝がある。
　本遺構に伴うピットは全部で３基検出された。このうちP38が主柱穴に該当する可能性があるが、
残りの３基は４区SS４-３に切られていることもあり、検出されなかった。
　埋土　暗褐色土の単層である。
　遺物　出土遺物は主に北西側の壁際の上層から出土しており、このうち11点を図示した（第484図）。
　１～10は土師器である。１～８は複合口縁甕で、１は口縁部が内傾する。２、３は口縁下端部が突

第480図　４区SS３

①　淡灰茶色土
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第482図　４区SS４-３・４-４・４-５（１）

①　淡灰褐色土（旧表土）
②　暗褐色土（SS4―1、白色砂粒、炭化物混
じり）

③　淡褐灰色土（SS4―2、白色砂粒、炭化物
混じり）

④　褐色土（SS4―2、白色砂粒、炭化物混じ
り）

⑤　淡赤褐色土（SS4―2）
⑥　褐灰色土（SS4―2、白色砂粒、炭化物混
じり）

⑦　暗褐色土（SS4―2、炭化物混じり）
⑧　淡灰褐色土
⑨　褐灰色土（SS4―3、白色砂粒、ローム

粒、炭化物混じり）
⑩　褐色土（SS4―3、白色砂粒、炭化物混じ
り）

⑪　淡褐灰色土（SS4―3、炭化物混じり）
⑫　暗褐灰色土（SS4―3）
⑬　暗褐色土（SS4―4、白色砂粒、炭化物混
じり）

⑭　暗褐色土（SS4―4）
⑮　明褐色土（SS4―3、白色砂粒混じり）
⑯　淡灰褐色土（SS4―2）
⑰　淡赤褐色土（SS4―5、白色砂粒混じり）
⑱　淡褐灰色土（SS4―5）
⑲　暗黄褐色土（SS4―3、ロームブロック、

炭化物混じり）
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 36 30 26 
2 34 27 13 
3 23 23 33 
4 47 46 10 
33 55 44 43 
35 53 30 44 
37 30 29 32 
38 64 50 14 
58 40 30 60 
63 46 45 66 
64 64 43 45 
65 54 38 48 
66 64 46 52 

NO 長径 短径 深さ
67 64 48 30 
234 96 64 38 
235 35 32 37 
236 20 19 6 
237 20 18 4 
238 30 27 38 
239 35 31 28 
240 62 34 40 
241 34 28 50 
Ｈ 66 65 40 
Ｊ 76 50 34 
Ｋ 28 17 32 
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出するが、４～８は口縁
下端部の突出は鈍い。９
は高坏の坏部で、埦状を
呈する。10は鼓形器台の
脚部である。
　11は刀子の刃部から茎
部にかけての部分である。
　時期　出土遺物から、
本遺構の時期は古墳時代
前期前葉と考えられる。

SS４-３
（第482・483・485図）
　位置　４区北寄り、
-A・A-７、-A-８グリッ
ドにまたがって検出され
た竪穴建物である。確認
面上の標高は48.1～48.4
ｍ、東向きの緩斜面に位
置する。４区SS３内に
位置し、４区SS４-４と
４区SS４-５を切ってい
る。
　形状　遺存状態は良好
で、平面形態は隅丸方形
を呈する。規模は南北長
6.2ｍ、東西長6.1ｍ、確
認面からの深さは最大で
40㎝を測る。壁はやや開
きながら立ち上がり、床
面積は37.8㎡を測る。床
面は平坦で、床面全体に
貼床が構築されている。
壁溝は全周し、北側の壁
際から２条、東、南、西
側の壁際からそれぞれ１
条の溝が中央ピットへの
びている。 第483図　４区SS４-３・４-４・４-５（２）

①　暗茶褐色土（炭化物が多く混じる）
②　赤茶褐色土（灰色ブロック混じり）
③　灰茶褐色土（灰色ブロック混じり）
④　淡褐色土
⑤　褐色土（炭化物が僅かに混じる）
⑥　褐灰色土（炭化物混じり）
⑦　暗赤褐色土（炭化物混じり）
⑧　灰茶色土（炭化物混じり）
⑨　淡褐色土
⑩　暗褐色土
⑪　灰褐色土
⑫　暗茶褐色土（炭化物が多く混じる）
⑬　暗褐色土（炭化物が多く混じる）
⑭　暗赤茶褐色土（炭化物混じり）
⑮　暗黄褐色土（ロームブロック、炭化物混じり）
⑯　淡褐灰色土
⑰　暗褐色土（炭化物が僅かに混じる）
⑱　灰褐色土（炭化物混じり）

⑲　暗茶褐色土（炭化物混じり）
⑳　褐灰色土
㉑　淡灰色土
㉒　淡茶灰色土
㉓　淡灰褐色土
㉔　暗茶褐色土（暗赤色ブロック、炭化物混じり）
㉕　暗褐色土（暗赤色ブロック、炭化物混じり）
㉖　暗褐色土（黄色ブロック混じり）
㉗　暗黄褐色土（ロームブロックが多く混じる）
㉘　暗黄褐色土（炭化物が多く混じる）
㉙　暗黄褐色土（黄色ブロック、炭化物が多く混じる）
㉚　暗赤褐色土（黄色ブロック、炭化物が多く混じる）
㉛　暗褐色土（炭化物混じり）
　暗黄褐色土（ロームブロック、黄色ブロック、炭化物
混じり）

　暗黄褐色土（炭化物が多く混じる）
　暗黄褐色土
　黄色土
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第484図　４区SS４-４出土遺物
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第485図　４区SS４-３出土遺物

12

13

16

17
14

15
0 10㎝（S＝１：４）

― 385 ―

CW6_TY091_P369_D06-01-02_02_第１分冊.indd   385 2015/03/04   18:32:23



　本遺構に伴うピットは全部で21基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP64、P65、
P67、P63の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP64-P65間から時計周りの順に3.3ｍ、3.6ｍ、2.6ｍ、
3.2ｍである。柱掘り方は円形を呈し、直径38～64㎝を測る。柱痕跡は確認されなかった。
　P66は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長径64㎝、
短径46㎝、深さ52㎝を測る。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　上層は褐色土、下層は淡褐灰色土が主体に堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、自
然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物は遺構の中央から南西側に集中し、このうち６点を図示した（第485図）。
　12～15は土師器である。12、13は複合口縁壺で、口縁下端部の突出は鈍い。14は注口土器の注口部、
15は鼓形器台の脚部である。
　16、17は石器である。16は花崗岩製の砥石で、表裏面と両側面の５面を使用している。17は凝灰岩
製の台石で、上下端部と右側面が欠損するが、表裏面には磨痕と被熱痕が認められる。　　　
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期前葉と考えられる。

SS４-２（第486・487図）
　位置　４区北寄り、-A・A-７、-A・A-８グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確
認面上の標高は48.2～49.2ｍ、東向きの緩斜面に位置する。４区SS３内に位置し、４区SS４-３が埋
没した後に構築されている。　　　　
　形状　東側が削平されているが、平面形態は隅丸方形状を呈する。規模は南北長6.9ｍ、東西長4.4
ｍ以上、確認面からの深さは最大で74㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は30.4㎡以
上を測る。床面は平坦で、東側を除く３方の壁際には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で13基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP33、P26、
P28、P36の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP33-P26間から時計周りの順に3.8ｍ、2.5ｍ、3.8ｍ、
2.5ｍで、南北間の距離の方が長い。柱掘り方は円形を呈し、直径42～52㎝を測る。柱痕跡は確認さ
れなかった。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　褐色系土を主体とし、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物は遺構の北側と南側に集中し、このうち19点を図示した（第487図）。
　18～32は土師器である。18は複合口縁壺で、口縁部は内傾し、口縁下端部は突出する。19～26は複
合口縁甕である。口縁下端部が突出しないものが主体で、20の肩部には波状文、21の頸部には工具に
よる文様が施されている。27～29は高坏である。27は坏部で、段を有して内湾気味に立ち上がるが、
口縁端部は僅かに外反する。30は低脚坏の脚部、31、32は鼓形器台である。
　33は棒状の鉄製品で、鉇の可能性がある。
　34～36は石器である。34は角閃石安山岩製の敲石で、上端部と下端部には敲打痕が認められる。35
はデイサイ製の磨石で、下端部と右側面が欠損するが、表裏面と左側面に磨痕が認められる。36は凝
灰角礫岩製の台石で、両側面が欠損するが、表面と裏面には磨痕と敲打痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期中葉と考えられる。
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第486図　４区SS４-１、４-２

①　暗褐色土（ローム粒、炭化物混じり）
②　暗赤褐色土（ローム粒、炭化物混じり）
③　暗褐色土（ローム粒、炭化物混じり）
④　明黄褐色土
⑤　黄色土
⑨　暗黄褐色土（ローム粒、炭化物粒混じり）
⑩　暗黄褐色土（ローム粒混じり）
⑪　褐色土
⑫　黄褐色土（ローム粒混じり）
⑬　暗赤褐色土（ローム粒混じり）
⑭　褐色土
⑮　淡黄灰色土
⑯　褐色土
⑰　淡灰茶色土
⑱　淡灰褐色土
㉑　明褐色土（ローム粒、炭化物混じり）
㉒　暗褐色土（ローム粒混じり）
㉓　暗赤褐色土（ローム粒混じり）
㉔　褐色土
㉕　暗赤褐色土（ローム粒混じり）
㉖　暗褐色土（ローム粒混じり）
㉗　淡灰茶色土
㉘　淡灰褐色土
㉙　淡褐灰色土（炭化物混じり）
㉚　淡灰色土
㉛　淡灰褐色土
　淡褐灰色土（炭化物が僅かに混じる）
　淡灰褐色土
　暗赤褐色土（炭化物混じり）
　明褐色土（ローム粒混じり）
　明黄褐色土（ローム粒混じり）
　褐色土
　黄色土
　黄色土
　明褐色土（ローム粒、炭化物混じり）
　暗褐色土（ローム粒混じり）
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
25 51 50 28 
26 46 42 24 
27 51 36 23 
28 48 46 42 
29 50 48 18 
30 35 33 26 
31 30 26 42 
32 48 42 28 
33 49 45 40 
34 42 39 26 
35 52 50 44 
36 41 40 36 
39 34 28 24 
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第487図　４区SS４-２出土遺物
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SS４-１（第486・488図）
　位置　４区北寄り、-A-７グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は48.2～49.0ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。４区SS３内に位置し、４区SS４-２が埋没した後に構築されている。
　形状　東側と南側が削平されているが、平面形態は隅丸方形状を呈すると考えられる。規模は南北
長4.0ｍ以上、東西長3.8ｍ以上、確認面からの深さは最大で30㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上
がり、床面積は7.6㎡以上を測る。床面は平坦で、壁溝とピットは検出されなかった。
　埋土　暗褐色土が僅かに遺存するのみである。
　遺物　出土遺物は遺構の中央から北側にかけて集中し、このうち11点を図示した（第488図）。
　37～41は土師器である。37～39は複合口縁甕で、37は口縁下端部が突出するが、38は口縁下端部は
突出しない。40は小型丸底壺の胴部で、球形を呈する。41は高坏の坏部で、口縁部は外反し、浅い皿
状を呈する。
　42～44は金属製品である。42は鉇の刃部、43は刀子の刃部である。44は鉄製の釘である。　　
　45～47は石器である。45、46は砥石で、石材は45は花崗岩、46は緑色凝灰岩である。45は下端部、
裏面、右側面が欠損するが、長方形を呈すると考えられ、表面と左側面の２面を使用している。46は
小片であるが、表面と左側面の２面を使用している。47はデイサイト製の敲石で、上半部が欠損する
が、下端部には敲打痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期後葉と考えられる。

第488図　４区SS４-１出土遺物
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SK１（第489図）
　位置　４区北寄り、-A-７グリッドより検出された土坑で
ある。確認面上の標高は49.1～49.7ｍ、４区SS３内に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに隅丸長方形状を呈し、
規模は上面で長軸84㎝、短軸48～64㎝、底面は長軸73㎝、短
軸47～53㎝、確認面からの深さは28㎝を測る。断面の形状は
逆台形を呈し、南側では底面から浮いた状態で、６～13㎝大
の４石の礫が検出された。
　遺物　遺物は出土しなかった。　
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難である
が、４区SS３との位置関係から、本遺構の時期は古墳時代
前期と考えられる。

３．段状遺構
（１）６　　区
SS23（第490図）
　位置　６区中央やや西寄り、Ｅ-４、Ｆ-４・５グリッドにまたがって検出された段状遺構である。
確認面上の標高は43.0～43.9ｍ、南西向きの斜面に位置する。中央付近は６区SS13に切られており、

第489図　４区SK１

0 50㎝（S＝１：20）

A′A

A′A

H＝49.3m

第490図　６区SS23

①　暗褐色土
②　暗褐色土（ローム粒混じり）
③　淡灰褐色土（褐色ブロック混じり）
④　暗褐色土（褐色小ブロック混じり）
⑤　淡灰褐色土
⑥　灰褐色土
⑦　淡灰褐色土（褐色小ブロック混じり）
⑧　明褐色土（ローム粒混じり）
⑨　淡灰褐色土（炭化物粒が僅かに混じる）
⑩　淡灰褐色土
⑪　灰褐色土

⑫　暗灰色土
⑬　淡灰褐色土（褐色ブロック混じり）
⑭　淡褐灰色土（褐色ブロック混じり）
⑮　灰褐色土
⑯　灰褐色土（炭化物小塊が僅かに混じる）
⑰　淡褐色土
⑱　淡灰褐色土（炭化物粒が僅かに混じる）
⑲　淡褐灰色土
⑳　淡灰褐色土
㉑　暗褐灰色土
㉒　灰褐色土
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⑲
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 45 40 54 
2 62 45 54 
3 52 41 70 
13 64 56 84 
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南側7.5ｍに６区SI16、北西側６ｍに６区SI３があ
る。
　形状　南西側が流失しているが、平面形態は隅
丸長方形状を呈すると考えられる。規模は長軸9.4
ｍ、短軸2.9ｍ以上、確認面からの深さは最大で
54㎝を測る。床面積は27.3㎡以上を測り、北東側
の壁際には壁溝がある。床面は平坦で、北東から
南西へ緩やかに傾斜する。
　本遺構に伴うピットは全部で13基検出された。
このうちP13、P４、P２、P１で桁行３間、梁行
１間以上の掘立柱建物（６区SB６）を構成する。
　埋土　北西側のA-A′では明褐色土の単層であ
るが、南東側のＢ-Ｂ′では上層に淡灰褐色土、　
下層に灰褐色土が堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し
得るものはなかった。
　時期　出土した細片土器から、本遺構の時期は
古墳時代前期と推定した。

SB６（第490図）
　位置　６区北西寄り、Ｅ・Ｆ-４グリッドにま
たがって検出された掘立柱建物で、６区SS23内
に位置する。確認面上の標高は43.2～43.5ｍ、南
西向きの斜面に位置する。
　形状　６区SS23内に構築されたもので、南西
側の柱穴は流失しており、検出範囲内では桁行３
間の掘立柱建物である。主軸方位はＮ-57°-Ｗで、
桁行は5.3ｍを測る。柱間寸法はP13-P４間が160
㎝、P４-P２間が170㎝、P２-P１間が200㎝であ
る。柱掘り方は直径40～64㎝の円形を呈し、P１
では直径13㎝の柱痕跡を確認した。各柱穴の詳細
については計測表を参照されたい。
　埋土　灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し
得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難である
が、６区SS23との位置関係から、本遺構の時期
は古墳時代前期と推定した。 第491図　６区SS６

①　暗褐色土
②　暗灰色土
③　淡褐灰色土（白色砂粒混じり）
④　灰褐色土（白色砂粒混じり）

0 2m（S＝１：80）
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①
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P15

P9
P8

P4

P5

P6

P1

P7

SS5

SS5

ピット計測表(単位:㎝)
NO 長径 短径 深さ
1 20 19 17 
2 48 30 23 
3 48 46 23 
4 46 44 14 
5 36 34 11 
6 20 20 11 
7 54 49 14 
8 31 30 21 
9 40 34 12 
13 52 50 38 
14 39 28 14 
15 36 32 20 
16 27 22 12 
17 32 31 15 
19 42 38 10 
51 38 36 19 
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SS６（第491・492図）
　位置　６区西寄り、Ｂ-２・
３、Ｃ-３グリッドにまたがっ
て検出された段状遺構であ
る。確認面上の標高は41.2～
42.3ｍ、南西向きの斜面に位
置する。南東側は６区SS５に切られており、南東側11ｍに６区SI16がある。
　形状　南西側が流失し、南東側は６区SS５に切られているが、平面形態は隅丸長方形状を呈する。
規模は長軸13.0ｍ以上、短軸2.4ｍ以上、確認面からの深さは最大で42㎝を測る。床面積は31.2㎡以上
を測り、床面は平坦で、ほぼ水平である。
　本遺構に伴うピットは全部で15基検出されたが、掘立柱建物は確認できなかった。
　埋土　中央部のA-A′部分では暗褐色土の単層であるが、南東側のＢ-Ｂ′部分では上層に淡褐灰色
土、下層に灰褐色土が堆積する。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち２点を図示した。
　１、２は土師器である。１は複合口縁の甕で、口縁下端部の突出は鈍い。２は高坏の坏部で、深い
鉢状を呈し、口縁端部が僅かに外反する。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期中葉～後葉と考えられる。

４．竃
焼土１（第493・494図）
　位置　２区南東寄り、Ｈ-17グリッドより検出された竃で、２区SI16の埋没後に形成されている。
確認面上の標高は26.5ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。南東側0.4ｍに焼土２がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに瓢箪形を呈し、南側は壁面が一部オーバーハングしている。
主軸方位はＮ-90°-Ｅである。規模は上面で長軸69㎝、短軸41㎝、底面は長軸54㎝、短軸30㎝、確認
面からの深さは最大で15㎝を測る。南側の壁面は被熱し、その周辺には炭化物の広がりが認められる。
　埋土　上層は炭化物層、下層は暗褐色土が堆積し、上層には焼土粒、下層には炭化物と焼土粒が混
じっている。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、２区焼土３との位置関係から、本遺構の時期は古
墳時代前期初頭と推定した。

焼土２（第493・494図）
　位置　２区南東寄り、Ｈ-17グリッドより検出された竃で、２区SI16の埋没後に形成されている。
確認面上の標高は26.5ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。南東側には焼土３が隣接し、北西側0.4ｍに
焼土１がある。
　形状　北側が削平されているが、平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を呈する。規模は上面で長
径43㎝、短径30㎝以上、底面は長径37㎝、短径23㎝以上、確認面からの深さは最大で４㎝を測る。断
面形態は上部が削平されているため、浅い皿状を呈する。床面及び壁面は被熱しておらず、床面直上

第492図　６区SS６出土遺物

1

2
0 10㎝（S＝１：４）
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には炭化物が堆積している。また、周囲には地山のロームブロックの集積が認められ、竃に伴う構造
物であると考えられる。
　埋土　床面直上に炭化物
層が堆積している。
　遺物　出土遺物はいずれ
も細片であり、図示し得る
ものはなかった。
　時期　出土遺物による時
期比定は困難であるが、２
区焼土３との位置関係か
ら、本遺構の時期は古墳時
代前期初頭と推定した。

第493図　２区竃分布図
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第494図　２区焼土１・２・３
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　　焼土１
①　黒色炭化物層（焼土粒混じり）
②　暗褐色土（炭化物、焼土粒が僅かに混じる）

　　焼土３
①　褐色土（炭化物、焼土粒が僅かに混じる）
②　黒褐色土（炭化物が多く混じる）

　　焼土２
①　黒色炭化物層

②

②

①

①

①
①

焼土１

焼土２

焼土３
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焼土３（第493・494・495図）
　位置　２区南東寄り、Ｈ-17グリッド
より検出された竃で、２区SI16の埋没後
に形成されている。確認面上の標高は
26.5ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。
北西側には焼土２が隣接する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに
楕円形を呈する。規模は上面で長径36㎝、
短径29㎝、底面は長径31㎝、短径23㎝、
確認面からの深さは最大で12㎝を測る。
南西側の壁は垂直に立ち上がるが、北西側の壁はなだらかに立ち上がる。また、壁面は被熱している
が、床面の被熱は認められず、床面直上には炭化物が僅かに堆積している。また、周囲には地山のロー
ムブロックの集積が認められ、竃に伴う構造物であると考えられる。
　埋土　上層は褐色土、下層は黒褐色土が堆積し、上層には炭化物と焼土粒が少量、下層には炭化物
が多量に混じっている。また、南西側の壁際の床面直上には炭化物層がわずかに認められる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片で、このうち１点を図示した。
　１は土師器の複合口縁の甕で、口縁部は直立し、口縁下端部は僅かに突出する。肩部には４条の沈
線が巡る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代前期初頭と考えられる。

竃１（第493・496図）
　位置　２区南東寄り、Ｈ-16グリッドより検出された竃である。確認面上の標高は26.5～26.7ｍ、北
向きの緩斜面に位置する。南東側0.8ｍに竃２、北西側1.5ｍに焼土５がある。
　形状　平面形態は上縁部が瓢箪形、底面は隅丸長方形を呈し、主軸方位はＮ-29°-Ｅである。規模
は長さ74㎝、煙道部の上縁部の直径38㎝、底面の最大幅41㎝、燃焼部の最大幅は上縁部で47㎝、底面
は38㎝、確認面からの深さは最大で22㎝を測る。煙道部と燃焼部の南西側の壁面は被熱しており、煙
道部から燃焼部の南西側にかけての床面直上には炭化物層が認められる。
　竃本体の南西側20～25㎝には上部幅20～28㎝、基底部幅38～60㎝、高さ10㎝の土手が弧状に巡って
いる。土手は地山のロームブロックを用いて構築しており、竃に伴う構造物と考えられる。　　　
　埋土　上層は暗褐色土、下層は黒褐色土が堆積し、床面直上には炭化物層が認められる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、２区焼土３との位置関係と形態的類似から、本遺
構の時期は古墳時代前期初頭と推定した。

竃２（第493・497図）
　位置　２区南東寄り、Ｈ-16グリッドより検出された竃である。確認面上の標高は26.5～25.7ｍ、北
向きの緩斜面に位置する。北西側0.8ｍに竃１、東側1.5ｍに竃３がある。
　形状　平面形態は上縁部が細長い瓢箪形、底面は長楕円形状を呈し、主軸方位はＮ-44°-Ｅである。

第495図　２区焼土３出土遺物
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第496図　２区竃１
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第497図　２区竃２

①

②

③

③
③

④ ⑤

⑥

⑥

⑦

⑦

⑦ ⑦

0 50㎝（S＝１：20）

A′A

A′A

H＝26.9m

B′B

B′
B

H＝26.9m

C′C

C
′

C

H＝26.8m

ロームブロック
焼土
炭化物

①　灰褐色土
②　黒灰褐色土（焼土粒・炭粒を多量含む）
③　黒褐色土（炭粒を少量含む）
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規模は長さ140㎝、煙道部の上縁部の長径34㎝、短径28㎝、底面の最大幅47㎝、燃焼部の最大幅は上
縁部で63㎝、底面は53㎝、確認面からの深さは最大で24㎝を測る。煙道部の壁面は被熱し、床面直上
には炭化物が僅かに認められる。また、埋土中に地山のロームブロックが認められることから。本体
の周囲に竃１と同様な構造物があったと考えられる。
　埋土　上層は灰褐色土、下層は黒灰褐色土と黒褐色土が堆積する。また、上層から中層にかけて地
山のロームブロックが認められ、床面直上には炭化物層が認められる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、２区焼土３との位置関係と形態的類似から、本遺
構の時期は古墳時代前期初頭と推定した。

竃３（第493・498図）　　
　位置　２区南東寄り、Ｈ-16グリッドより検出された竃である。確認面上の標高は26.6～26.7ｍ、北
向きの緩斜面に位置する。西側1.5ｍに竃２がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長楕円形状を呈し、主軸方位はＮ-52°-Ｗである。規模は長
さ84㎝、最大幅35㎝、確認面からの深さは最大で12㎝を測る。南東端の直径30㎝の円形の範囲に炭化
物が集中しており、この部分が煙道部と考えられる。また、その北西側には被熱した竃本体の崩落塊
が認められる。
　埋土　煙道部の床面直上には炭化物層、その北西側には焼土塊を含む淡赤褐色土が堆積し、さらに、
これらの上層には淡灰茶色土が堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、２区焼土３との位置関係と形態的類似から、本遺
構の時期は古墳時代前期初頭と推定した。

第498図　２区竃３
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焼土５（第493・499図）
　位置　２区南東寄り、
Ｈ-16グリッドより検出さ
れた竃である。確認面上の
標高は26.4～26.6ｍ、北向
きの緩斜面に位置する。南
東側1.5ｍに竃１がある。
　形状　北東側が削平され
ているが、平面形態は上縁
部、底面ともに楕円形を呈
し、主軸方位はＮ-42°-Ｅ
である。規模は長さ30㎝、
幅24㎝、確認面からの深さ
は最大で16㎝を測る。壁面
は被熱し、床面直上には炭
化物と焼土粒の堆積が認め
られる。また、本体の南側
20～70㎝には15～25㎝大の
地山のロームブロックがあ
り、竃１と同様な構造物が
あったと考えられる。
　埋土　床面直上に炭化物と焼土粒が堆積している。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、２区焼土３との位置関係と形態的類似から、本遺
構の時期は古墳時代前期初頭と推定した。

第499図　２区焼土５
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― 399・400 ―

第501図　２・３区古墳時代中期遺構分布図
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第502図　４・６区古墳時代中期遺構分布図

0 20m（S＝１：400）

X＝
－
68
14
0

X＝
－
68
15
0

X＝
－
68
16
0

X＝
－
68
17
0

X＝
－
68
18
0 Y＝－90200

Y＝－90190

Y＝－90180

Y＝－90170

Y＝－90160

Y＝－90150

Y＝－90140

Y＝－90130

Y＝－90120

Y＝－90110

X＝
－
68
20
0

X＝
－
68
21
0

X＝
－
68
10
0

X＝
－
68
11
0

X＝
－
68
12
0

X＝
－
68
13
0

４区

SS20

SS27

SS33

６区

SK20SK20

SI22

4040
4141

4343

4444

4545

4545

4444 4343

4242 4141 4040 3939

3838

4646
4747
4848

4949
5050

5151

5050

4949

4848

4747

4646
4545

4444

3535
3434 3333

3232

3939

3838

3737

― 401・402 ―

CW6_TY091_P401_D06-03-02_折込_第１分冊.indd   1 2015/03/04   16:51:45



第５節　古墳時代中期

１．概　　要
　古墳時代中期の遺構は、２区、３区の谷部と４区、６区の丘陵部、５区の尾根状地形部で竪穴建物
23棟、段状遺構３基、掘立柱建物１棟、土坑１基、溝状遺構４基を検出した。
　２区ではローム漸移層及び地山上面で遺構を検出したが、埋土の状況や３区の４層上面で６棟の竪
穴建物と１基の段状遺構を検出していることから、本来は４層上面から掘り込まれたと考えられる。
　遺構は特に谷部に集中し、古墳時代前期には見られなかった丘陵裾部にも遺構が僅かであるが認め
られるようになる。また、谷部では、中央部付近に竪穴建物が構築されるようになり、当該期には既
に弥生時代前期から中期の墓域としての意識は失われたと考えられる。
　出土遺物は壺、甕、高坏といった集落で一般的に使用される土師器が主体で、須恵器の出土はごく
僅かである。３区SS６からはガラス製の小玉２点が出土した。

２．竪穴建物
（１）２　　区
SI６（第503図）

　位置　２区北西寄り、Ｄ‐13グリッドより検出された竪穴建物である。西側は２区SI２を切っており、
後に２区SI１Ａそして２区SI１Ｂへと拡張される。確認面上の標高は28.2～28.7ｍ、東向きの緩斜面
に位置する。東側５ｍに２区SI５、南側3.5ｍに２区SI４がある。
　形状　北側は調査区外へ広がり、２区SI１に上部を削平されているために、西側から南側にかけて
壁溝が検出されたのみであるが、その形状から平面形態は方形を呈すると考えられる。規模は南北長
3.0ｍ以上、東西長3.0ｍ以上を測る。床面積は6.9㎡以上を測る。
　主柱穴は位置的にP46が該当する可能性があり、その掘り方は楕円形を呈し、長径40㎝、短径30㎝、
深さ66㎝を測る。柱痕跡は確認されなかった。P61は位置的に特殊ピットと考えられ、平面形態は楕
円形を呈する。規模は長径92㎝、短径67㎝、深さ28㎝を測る。各ピットの詳細については計測表を参
照されたい。
　埋土　２区SI１に削平されているために、最下層の淡黒灰色土が僅かに遺存するのみである。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　６区SI１との切合関係から、本遺構の時期は古墳時代中期後葉以前と推定した。

SI１Ａ（第503図）
　位置　２区北西寄り、Ｄ‐13グリッドより検出された竪穴建物である。２区SI６を拡張したもので、
その後、２区SI１Ｂへと拡張される。また、西側は２区SI２を切っている。確認面上の標高は28.2～
28.7ｍ、東向きの緩斜面に位置する。東側５ｍに２区SI５、南側3.5ｍに２区SI４がある。
　形状　東側が削平され、北側は調査区外へ広がっているが、平面形態は方形を呈すると考えられる。
規模は南北長3.6ｍ以上、東西長2.5ｍ以上を測る。床面は平坦で、床面積は7.3㎡以上を測る。また、
南側には壁溝がある。
　主柱穴はP52の１基のみを検出した。位置的に４本柱構造と考えられるが、残りの３基は調査区外
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
45 95 90 57 
46 40 30 66 
52 27 13 60 
53 41 32 56 
55 20 16 8 
56 50 38 9 
57 34 27 22 
58 32 22 18 
60 24 20 70 
61 92 67 28 
62 20 16 18 
63 40 30 25 
64 16 16 4 
65 24 22 20 
86 40 36 39 
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に位置すると考えられる。P52の掘り方は円形を呈し、長径27㎝、短径13㎝、深さ60㎝を測る。柱痕
跡は確認されなかった。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　２区SI１Ｂに上部を削平されており、遺存していない。
　遺物　２区SI１Ａはその後、２区SI１Ｂに拡張されたことから、出土遺物の帰属遺構が明確に識別
できないため、２区SI１出土遺物として、２区SI１Ｂで一括して報告する。
　時期　２区SI１Ｂとの切合関係から、本遺構の時期は古墳時代中期後葉以前と推定した。

SI１Ｂ（第503・504図）
　位置　２区北西寄り、Ｄ‐13グリッドより検出された竪穴建物である。２区SI１Ａを拡張したもので、
西側は２区SI２を切っている。確認面上の標高は28.2～28.7ｍ、東向きの緩斜面に位置する。
　形状　東側が削平され、北側は調査区外へ広がっているが、平面形態は方形を呈すると考えられる。
規模は南北長4.2ｍ以上、東西長2.4ｍ以上、確認面からの深さは最大で60㎝を測る。壁はやや開きな
がら立ち上がり、床面積は8.9㎡以上を測る。床面は平坦で、西側から南側にかけての壁際には壁溝
が巡っている。主柱穴は検出できなかった。
　P56は位置的に特殊ピットと考えられ、平面形態は楕円形を呈し、長径50㎝、短径38㎝、深さ９㎝
を測る。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　上層から灰褐色土、暗茶褐色土、暗灰色土が堆積する。概ね下層より順次水平堆積している
ことから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は主に埋土中層から下層にかけて出土しており、このうち６点を図示した（第504図）。
　１～５は土師器である。１、２は甕で、１
は口縁部が外傾する。２は口縁部が外反し、
口縁端部内面にはナデによる窪みがある。３
～５は高坏の脚部で、４には円孔が穿たれて
いる。
　６は凝灰岩製の砥石で、下端部と裏面が欠
損するが、長方形を呈し、表面と両側面の３
面を使用している。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳
時代中期後葉と考えられる。

SI４（第505・506図）
　位置　２区北西寄り、Ｄ・Ｅ‐12・13グリッ
ドにまたがって検出された竪穴建物である。
確認面上の標高は28.5～28.7ｍ、東向きの緩
斜面に位置する。北側3.5ｍに２区SI１、東
側５ｍに２区SS１がある。
　形状　全体的に削平が著しく、西側の壁溝
が検出されたのみであるが、その形状から平 第505図　２区SI４
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
3 37 30 56 
4 30 28 13 
7 48 42 16 
12 65 35 32 
43 34 30 54 
47 94 46 21 
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面形態は方形を呈すると考えられる。規模は南北長3.5ｍ、
東西長2.1ｍ以上、床面積は7.9㎡以上を測る。
　本遺構に伴うピットは全部で５基検出された。このうち主
柱穴とみられるピットは位置的にP３、P43の２本柱構造と
考えられ、P３‐P43間の距離は1.4ｍである。柱掘り方は円形
を呈し、直径30～37㎝を測る。P３では直径22㎝、P43では
直径15㎝の柱痕跡を確認した。
　P12は西側の壁際に位置し、位置的に特殊ピットと
考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長軸65
㎝、短軸35㎝、深さ32㎝を測る。各ピットの詳細につ
いては計測表を参照されたい。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち１点
を図示した。
　１は土師器甕で、複合口縁の段部がかなり退化した
もので、口縁部は直立し、口縁端部は僅かに内湾する。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期
末と考えられる。

SI５（第507・508図）
　位置　２区北西寄り、D‐13・14グリッドにまたがっ
て検出された竪穴建物である。確認面上の標高は26.8
～27.3ｍ、東向きの緩斜面に位置する。西側は２区SI12を切っており、西側５ｍに２区SI１、南東側6.5
ｍに２区SI８がある。
　形状　大部分が調査区外に広がっているが、平面形態は方形を呈すると考えられる。規模は南北長
1.75ｍ以上、東西長3.15ｍ以上、確認面からの深さは最大で60㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上
がり、床面積は2.9㎡以上を測る。床面は平坦で、西側から南側にかけての壁際には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で４基検出されたが、主柱穴は調査区外に位置すると考えられる。各ピッ
トの詳細については計測表を参照されたい。
　遺物　出土遺物は南西側隅に集中しており、このうち６点を図示した（第508図）。
　１～５は土師器高坏である。１は段を有し、口縁部は外反する。２、３はいずれも埦状の坏部をも
つ。４、５は脚部で、５には円孔が穿たれている。
　６は黒曜石製のスクレイパーである。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期後葉と考えられる。

SI10（第509・510図）
　位置　２区北西寄り、Ｅ‐13グリッドより検出された竪穴建物である。遺構検出時に認識を誤り、
出土遺物から本遺構は２区SI７を切っている。確認面上の標高は27.2～27.5ｍ、東向きの緩斜面に位
置する。東側４ｍに２区SI８、北側0.5ｍに２区SS１がある。

第506図　２区SI４出土遺物

第507図　２区SI５・12
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
152 38 36 22 
153 32 24 9 
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　形状　全体的に削平が著しく、東側を
除く３方の壁溝が検出されたのみである
が、その形状から平面形態は方形を呈す
る。規模は南北長3.8ｍ、東西長2.4ｍ以上、
床面積は8.0㎡以上を測る。
　本遺構に伴うピットは全部で９基検出
された。このうち主柱穴とみられるピッ
トは位置的にP186、P189で、２本柱構
造の建物と考えられる。P186‐P189間の
距離は1.5ｍである。柱掘り方は楕円形
を呈し、直径20～30㎝を測る。P186で
は直径18㎝の柱痕跡を確認した。また、
P186とP189との間の床面直上には焼土
と炭化物が認められる。各ピットの詳細

第508図　２区SI５出土遺物

第510図　２区SI10出土遺物
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
185 70 50 40 
186 30 24 50 
187 54 46 40 
188 36 28 36 
189 32 20 34 
238 40 30 6 
239 40 32 34 
245 28 22 39 
246 24 18 16 
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については計測表を参照されたい。
　遺物　出土した遺物のうち、３点を図示した（第510図）。
　１～３は土師器である。１は甕で、口縁部は外反する。２は高坏の坏部で、埦状の坏部をもち、口
縁端部は僅かに外反する。３は高坏の脚部で、円孔が穿たれている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期前葉と考えられる。

（２）３　　区
SI２（第511～513図）

　位置　３区中央やや北東寄り、Ｈ‐14・15グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認
面上の標高は27.2～28.1ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。西側３ｍに３区SI10、南西側６ｍに３区
SI３がある。
　形状　北側が削平されているが、平面形態は方形を呈する。規模は東西長6.6ｍ、南北長5.75ｍ以上、
確認面からの深さは最大で60㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は38.0㎡以上を測る。
床面は平坦で、北側を除く３方の壁際には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で３基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP97、P98で、
位置的に２本柱構造の建物と考えられる。P97‐P98間の距離は2.1ｍである。柱掘り方は楕円形を呈し、
直径32～84㎝を測る。P98では直径11㎝の柱痕跡を確認した。
　P99は南側の壁際に位置し、位置的に特殊ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、二段掘
りとなっている。規模は長径72㎝、短径63㎝、深さ40㎝を測る。特殊ピットの東側と西側には南北方
向の間仕切り溝があり、その心々間の距離は134㎝を測る。
　南東隅には長さ196㎝、幅120㎝、高さ５㎝前後のベッド状遺構があり、その北側には東西方向の間
仕切り溝が認められる。南西側にも同様に東西方向の間仕切り溝が認められるが、その南側にはベッ
ド状遺構は認められなかった。また、P97とP98との間の床面直上には焼土が認められる。
　埋土　暗茶灰色土を主体とし、壁際には灰褐色土と暗黒褐色土が堆積する。壁際から傾斜堆積して
いることから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物は遺構の中央から西側にかけて集中しており、南側から流れ込んだ状態で出土した。
このうち24点を図示した（第512・513図）。
　１～20は土師器である。１～３は複合口縁甕で、段部が退化したものである。４～８は単口縁の甕
で、口縁部から肩部にかけてく字状を呈し、口縁部はやや内湾しながら外傾する。９～13は小型丸底
壺である。９、10は器壁が薄く、胴部が球形を呈する。11～13は９、10よりも口縁部がやや短く、器
壁が厚いもので、11、13は胴部が扁平な球形を呈する。14～18は高坏である。14は坏部で、口縁部は
外傾する。15～18は脚部で、18には円孔が穿たれている。19は坏身、20は埦である。
　21、22は刀子で、21は刃部から茎部にかけての部分、22は刃部である。
　23、24は石器である。23は花崗岩製の砥石で、上端部と下端部が欠損するが、表裏面と右側面の３
面を使用している。24は凝灰角礫岩製の敲石で、上下端部には敲打痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期中葉～後葉と考えられる。
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SI３（第514・515図）
　位置　３区中央、Ｉ‐14グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は29.2～29.7ｍ、
北東向きの緩斜面に位置する。西側には３区SS５が隣接し、北東側６ｍに３区SI２がある。
　形状　北側から東側にかけて削平されているが、平面形態は方形を呈すると考えられる。規模は東
西長5.7ｍ、南北長5.4ｍ以上、確認面からの深さは最大で20㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、
床面積は30.1㎡以上を測る。床面は平坦で、西側から南側にかけての壁際には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で８基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP100、P107、
P109、P108の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP100‐P107間から時計周りの順に2.3ｍ、2.8ｍ、2.5
ｍ、2.8ｍで、東西方向の主柱穴間の距離の方が長い。柱掘り方は楕円形を呈し、直径36～68㎝を測る。

第511図　３区SI２
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
97 84 60 46 
98 42 32 45 
99 72 63 45 

― 409 ―

CW6_TY091_P403_D05_第１分冊.indd   409 2015/03/04   18:56:42



（S＝１：４）0 10㎝

1
4

5

2

3

6

8
7

9 10

11 12
13

第512図　３区SI２出土遺物（１）
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P100では直径17㎝、P107では直径16㎝の柱痕跡を確認した。
　P106は南側の壁際に位置し、位置的に特殊ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模
は長径95㎝、短径75㎝、深さ23㎝を測る。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　遺物　出土した遺物のうち、２点を図示した（第515図）。
　１、２は土師器である。１は甕で、口縁部は外反する。２は高坏で、埦状の坏部をもつ。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期後葉と考えられる。

SI４（第516・517図）
　位置　３区西端、Ｈ‐11グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は31.0～31.6ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。北東側９ｍに３区SI９がある。
　形状　東側が削平されているが、平面形態は方形を呈する。規模は南北長5.2ｍ、東西長3.3ｍ以上、
確認面からの深さは最大で15㎝を測る。壁は緩やかに開きながら立ち上がり、床面積は17.2㎡以上を
測る。床面は平坦で、東側を除く３方の壁際には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で６基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP111、P112、
P182、P181の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP111‐P112間から時計周りの順に2.3ｍ、1.8ｍ、2.4
ｍ、1.8ｍで、南北方向の主柱穴間の距離の方が長い。柱掘り方は円形及び楕円形を呈し、直径19～
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42㎝を測る。P111では直
径15㎝の柱痕跡を確認し
た。各ピットの詳細につい
ては計測表を参照されたい。
　埋土　灰褐色土の単層で
ある。
　遺物　出土遺物はほとん
どが細片で、このうち１点
を図示した（第517図）。
　１は土製支脚の底部で、
中空となっている。
　時期　出土遺物と微細片
遺物から、本遺構の時期は
古墳時代中期と考えられる。

SI５（第518・519図）
　位置　３区南端、Ｋ‐12・
13グリッドにまたがって検
出された竪穴建物である。
確認面上の標高は30.6～31.1
ｍ、平坦部に位置する。東
側２ｍに３区SI６・７・13
がある。
　形状　南東隅が削平され
ているが、平面形態は方形
を呈する。規模は南北長6.0
ｍ、東西長5.5ｍ、確認面
からの深さは最大で22㎝を
測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は33.0㎡を測る。
床面は平坦で、壁際には壁溝がほぼ全周する。
　本遺構に伴うピットは全部で14基検出された。このうち主柱穴
とみられるピットはP120、P122、P121、P119の４基と考えられる。
主柱穴間の距離はP120‐P122間から時計周りの順に2.3ｍ、2.3ｍ、
2.3ｍ、2.1ｍとほぼ等間隔であるが、P119‐P120間はやや短い。
柱掘り方は円形及び楕円形を呈し、直径22～44㎝を測る。柱痕跡
は確認されなかった。P124は中央に位置し、位置的に中央ピッ
トと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長径82㎝、短
径74㎝、深さ21㎝を測る。各ピットの詳細については計測表を参
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
100 62 38 76 
101 63 60 18 
102 46 36 26 
106 95 75 23 
107 48 44 36 
108 68 40 60 
109 44 36 57 
162 44 29 48 
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照されたい。
　北西隅にはP114－
２、P114－１、南西
隅 に はP113の 大 型
のピットがあり、規
模はP114－２が長径
90㎝、短径84㎝、深
さ59㎝、P114－１が
長径96㎝、短径76㎝、
深さ 68㎝、P113 が
長径123㎝、短径90
㎝、深さ50㎝を測る。
ま た、P114－ ２ と
P114－１の東側には
これらを区画するよ
うに間仕切り溝があ
る。
　埋土　上層は褐色
土、下層は褐灰色土が堆積し、下層より順次水平堆積しているこ
とから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物は遺構の西側に集中しており、このうち７点を
図示した（第519図）。
　１～７は土師器高坏である。１～３は皿状の坏部で、口縁部は
外反する。４は浅い埦状、５は深い埦状の坏部である。６、７は
脚部で、７には円孔が穿たれている。また、１、４、６、７は内
外面とも、３は内面に赤色塗彩が施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期後葉と考えられる。

SI13（第520・521図）
　位置　３区南端、Ｋ‐13・14グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。３区SI12を建て替
えたもので、その後、３区SI７に建て替えられる。確認面上の標高は30.6～30.7ｍ、平坦部に位置する。
西側２ｍに３区SI５と３区SI８がある。
　形状　３区SI７により上部を削平されているが、平面形態は方形を呈する。規模は南北長6.4ｍ、
東西長5.7ｍ、確認面からの深さは最大で20㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は36.5
㎡を測る。床面は平坦で、壁溝は３区SI７に切られている部分以外は全周する。
　主柱穴はP133、P137、P142、P130‐２の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP133‐P137間から時
計周りの順に2.3ｍ、2.0ｍ、2.0ｍ、2.0ｍである。柱掘り方は楕円形を呈し、直径35～55㎝を測る。柱
痕跡は確認されなかった。

第516図　３区SI４
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
111 32 27 36 
112 36 32 40 
181 34 19 27 
182 42 35 16 
183 36 27 34 
223 34 27 23 

― 413 ―

CW6_TY091_P403_D05_第１分冊.indd   413 2015/03/04   18:56:42



（S＝１：80）0 2m

A A′

A A′

B B′

P116

P125

P120

P123

P122

P124

P121

P118

P117

P119
P113 6

5

1

P115

P114―2

P114―1
4

7

P120 P122

P121P119

H＝31.2m

B B′
H＝31.2m

C
C
′

7
4

1
6

5

H
＝
31
.2
mC

C
′

C
C
′

H
＝
31
.2
m

①

①
SD
5

P1
24

③

②

③
④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑨

⑩

①　褐色土
②　褐灰色土（炭化物混じり）
③　暗褐色土
④　淡灰茶色土（焼土塊、炭化物が僅かに混じる）
⑤　淡灰褐色土

⑥　暗褐色土
⑦　淡灰茶色土
⑧　灰茶色土
⑨　灰茶色土（ロームブロック混じり）
⑩　淡褐色土

第518図　３区SI５
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第519図　３区SI５出土遺物

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
113 123 90 50 
114‐1 96 76 68 
114‐2 90 84 59 
115 32 30 17 
116 60 40 19 
117 72 62 20 
118 26 23 34 
119 35 28 62 
120 30 22 16 
121 44 29 50 
122 28 24 52 
123 32 24 71 
124 82 74 21 
125 38 30 14 
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　P141は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模は長径
35㎝、短径30㎝、深さ15㎝を測る。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　３区SI７により上部を削平されているため、暗灰褐色土を確認したのみである。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、遺構の平面形態と３区SI12と３区Ｓ
Ｉ７との切合関係から、本遺構の時期は古墳時代中期初頭頃と推定した。
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第520図　３区SI６・７・12・13
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SI７（第520・522・
523図）

　位置　３区南端、Ｋ‐
13・14グリッドにまた
がって検出された竪穴
建物である。３区SI13
を建て替えたもので、
その後、３区SI６に建
て替えられる。確認面
上の標高は30.6～30.7
ｍ、平坦部に位置する。
西側２ｍに３区SI５と
３区SI８がある。
　形状　遺存状態は比
較的良好で、平面形態
は方形を呈する。規模
は南北長5.35ｍ、東西
長4.7ｍ、確認面から
の深さは最大で20㎝を
測る。壁はやや開きな
がら立ち上がり、床面
積は25.1㎡を測る。床
面は平坦で、南、東、
北側の壁際には部分的
に壁溝がある。
　本遺構に伴うピット
は全部で19基検出され
た。このうち主柱穴と
み ら れ る ピ ッ ト は
P136、P139、P138、
P132の４基と考えら
れる。主柱穴間の距離
はP136‐P139間から時計周りの順に1.7ｍ、1.7ｍ、1.7ｍ、1.8ｍとほぼ等間隔である。柱掘り方は円形
を呈し、直径20～29㎝を測る。P136では直径10㎝、P138では直径20㎝の柱痕跡を確認した。
　P148は南側の壁際に位置し、位置的に特殊ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模
は長径100㎝、短径72㎝、深さ27㎝を測り、その西側には南北方向に延びる間仕切り溝がある。
　埋土　上層は淡灰褐色土、下層は明褐色土が堆積し、下層より順次水平堆積していることから、自
然埋没したと考えられる。
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第521図　３区SI13

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ

130‐1 23 21 62 
130‐2 20 18 52 
131 22 20 44 
132 28 24 41 
133 32 28 40 
134 28 27 42 
135 48 42 70 
136 20 20 29 
137 31 30 55 
138 30 26 42 
139 24 23 44 
141 37 32 14 
142 30 29 60 
143 24 20 5 
144 20 16 8 
145 36 30 42 
146 33 28 51 
147 22 18 34 
148 100 72 27 
155 30 26 50 
247 67 44 27 
249 18 16 21 
250 26 24 5 
256 27 26 10 
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第523図　３区SI７出土遺物
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ

130‐1 23 21 62 
130‐2 20 18 52 
131 22 20 44 
132 28 24 41 
133 32 28 40 
134 28 27 42 
135 48 42 70 
136 20 20 29 
137 31 30 55 
138 30 26 42 
139 24 23 44 
142 30 29 60 
143 24 20 5 
144 20 16 8 
145 36 30 42 
146 33 28 51 
147 22 18 34 
148 100 72 27 
249 18 16 21 
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　遺物　出土遺物は遺構中央の上層に集中しており、このうち７点を図示した（第523図）。
　１～６は土師器である。１は直口壺で、口縁部は外傾する。２～６は高坏である。２～５の坏部は
緩やかに立ち上がり、口縁部は外反する。また、２は内外面とも赤色塗彩が施されている。６は脚部
で、円孔が穿たれている。
　７はデイサイト製の磨石で、表面と裏面には磨痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期前葉と考えられる。

SI６（第520・524・525図）
　位置　３区南端、Ｋ‐13・14グリッドにまたがって検出された竪穴建物で、３区SI７を建て替えた
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第524図　３区SI６

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ

130‐1 23 21 62 
130‐2 20 18 52 
131 22 20 44 
133 32 28 40 
134 28 27 42 
135 48 42 70 
137 31 30 55 
142 30 29 60 
143 24 20 5 
144 20 16 8 
145 36 30 42 
146 33 28 51 
147 22 18 34 
247 67 44 27 
249 18 16 21 
250 26 24 5 
251 24 22 15 
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ものである。確認面上の標高は30.6～30.7ｍ、平坦部に位置する。西側２ｍに３区SI５と３区SI８が
ある。
　形状　遺存状態は比較的良好で、平面形態は不整な方形を呈する。規模は南北長6.6ｍ、東西長6.2
ｍ、確認面からの深さは最大で７㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は44.3㎡を測る。
床面は平坦で、東側の壁際には壁溝がある。
　本遺構に伴うピットは全部で17基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP133、P137、
P142、P130‐１の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP155‐P137間から時計周りの順に2.1ｍ、2.0ｍ、
2.2ｍ、1.9ｍで、東西方向の主柱穴間の距離の方がやや長い。柱掘り方は円形及び楕円形を呈し、直
径17～32㎝を測る。P130‐１では直径14㎝の柱痕跡を確認した。
　P247は東側の壁際に位置し、位置的に特殊ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模
は長径49㎝、短径33㎝、深さ92㎝を測る。南西側の壁際中位には２石の板石が据えられている。また、
特殊ピットの南側には東西方向にのびる間仕切り溝がある。
　埋土　淡褐色土の単層である。
　遺物　出土遺物は遺構中央の床面直上から出土した。このうち10点を図示した（第525図）。
　１～９は土師器である。１、２は甕で、１は口縁部が外反する。２は胴部で、肩部には刺突文が施
されている。３は小型丸底壺で、複合口縁の段部が退化したものである。４～９は高坏である。４、
５は坏部で、緩やかに立ち上がり、口縁部は外反する。６～９は脚部で、６、７、９には円孔が穿た
れている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期前葉と考えられる。

（S＝１：８）0 20㎝

（S＝１：４）0 10㎝

5

6

10

4

2

3
1

7

8 9

第525図　３区SI６出土遺物
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SI９（第526・527図）
　位置　３区中央やや北西寄り、Ｇ‐12グリッドより検出された竪穴建物である。確認面上の標高は
29.2～29.7ｍ、東向きの緩斜面に位置する。南西側９ｍに３区SI４、南東側10.5ｍに３区SI10がある。
　形状　東側が削平されているが、平面形態は方形を呈する。規模は南北長3.9ｍ、東西長2.55ｍ以上、
確認面からの深さは最大で25㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は9.9㎡以上を測る。

第526図　３区SI９、SD10
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
87 67 64 30 
198 56 53 28 
211 180 166 147 
212 54 40 24 
213 60 56 23 
219 56 38 62 
220 50 43 46 
230 38 30 29 
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床面は平坦で、東側を除く３方の壁際には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で８基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP220とP230で、
位置的に４本柱構造の建物と考えられる。P220‐P230間の距離は1.35ｍである。柱掘り方は円形と楕
円形を呈し、直径30～50㎝を測る。柱痕跡は確認されなかった。
　南西隅には貯蔵穴と考えられるP211がある。平面形態は円形を呈し、規模は長径180㎝、短径166㎝、
深さ147㎝を測る。また、本遺構の中央付近の床面直上には焼土が認められる。
　西壁から30～40㎝離れた位置に３区SD10が平行してのびており、本遺構に伴う施設の可能性がある。
　埋土　上層は灰褐色土、下層は黒黄褐色土が堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋
没したと考えられる。
　遺物　出土した遺物のうち、３点を図示した。
　１、２は土師器高坏で、１はP198から出土した。２は脚部で、円孔が穿たれている。
　３は滑石製の小玉で、裏面が欠損する。　　
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期前葉～中葉と考えられる。

SD10（第526図）
　位置　３区北西寄り、Ｇ‐12グリッドより検出された溝状遺構である。確認面上の標高は29.8ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。東側には３区SI９が隣接する。
　形状　南北方向に直線的にのび、南北両端は緩やかに立ち上がる。主軸方位は傾斜面の等高線と平
行するＮ‐11°‐Ｅである。検出した長さは378㎝、最大幅は上端で38㎝、底面で31㎝、確認面からの深
さは10㎝を測る。断面の形状は浅いＵ字状を呈し、底面は平坦である。３区SI９の西側の壁と1.7ｍ
の間隔で平行して延びており、３区SI９との関係が窺える。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、３区SI９との位置関係から、本遺構の
時期は古墳時代中期前葉～中葉頃と考えられる。

SI10（第528・529図）
　位置　３区中央、Ｇ・Ｈ‐13・14グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面上の標
高は28.1～28.2ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。東側３ｍに３区SI２、南側７ｍに３区SI３がある。
　形状　北東側が削平されているが、平面形態は隅丸方形を呈すると考えられる。規模は東西長6.7ｍ、
南北長4.6ｍ以上、確認面からの深さは最大で30㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積

（S＝１：４）0 10㎝ （S＝１：１）0 2㎝
2

3

1

第527図　３区SI９出土遺物
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は18.8㎡以上を測る。床面は平坦で、本
遺構に伴うピットと壁溝は検出できな
かった。
　埋土　上層は暗茶灰色系土、下層は灰
褐色土を主体とし、壁際から傾斜堆積し
ていることから、自然埋没したと考えら
れる。
　遺物　上層から下層にかけて遺物が出
土しており、このうち11点を図示した（第
529図）。
　１～10は土師器である。１、２は甕で、
１は口縁部が外傾し、口縁端部は内側に
肥厚する。２は口縁部が外傾し、器壁は
厚く、口縁端部外面はナデにより窪んで
いる。３～９は高坏である。３、４は坏
部で、いずれも浅い埦状を呈する。５～
９は脚部で、６、７には円孔が穿たれて
いる。また、８の外面には赤色塗彩が施
されている。10は坏身で、内湾気味に立
ち上がる。
　11はデイサイト製の磨石で、表裏面と
右側面には磨痕が認められる。

第528図　３区SI10

第529図　３区SI10出土遺物
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　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期前葉と考えられる。

SI11（第530図）
　位置　３区中央、Ｈ・Ｉ‐13グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面上の標高は
29.0～29.4ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。本遺構の廃絶後に３区SS５と３区SS６が構築される。
南東側４ｍに３区SI３、北東側４ｍに３区SI10がある。
　形状　北東側が削平されているが、平面形態は方形を呈する。規模は南東‐北西長4.5ｍ、南西‐北
東長3.9ｍ以上、確認面からの深さは最大で14㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は
17.6㎡以上を測る。床面は平坦で、壁溝は検出されなかった。
　本遺構に伴うピットは全部で14基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP234、P235、
P203、P236の４基と考えられる。主柱穴間の距離はP234‐P235間から時計周りの順に1.6ｍ、2.0ｍ、1.4
ｍ、1.9ｍで、南西‐北東方向の主柱穴間の距離の方が長い。柱掘り方は円形及び楕円形を呈し、直径
28～57㎝を測る。柱痕跡は確認されなかった。また、本遺構の中央付近の床面直上には３ヶ所の焼土
が認められる。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　黒褐色土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　３区SS６との切合関係から、本遺構の時期は古墳時代中期後葉と推定した。

SS５（第531・532図）
　位置　３区中央、Ｉ‐13グリッド
より検出された竪穴建物である。３
区SI11が廃絶した後に構築されたも
ので、北西側は３区SS６を切って
いる。確認面上の標高は29.3～29.8
ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。
東側には３区SI３が隣接し、北東側
９ｍに３区SI２がある。
　形状　北東側が削平されている
が、平面形態は方形を呈する。規模
は南東‐北西長6.3ｍ、南西‐北東長4.3
ｍ以上、確認面からの深さは最大で
20㎝を測る。壁は緩やかに開きなが
ら立ち上がり、床面積は27.1㎡以上
を測る。床面は平坦で、南隅の壁際
には壁溝がある。
　本遺構に伴うピットは全部で８基
検出された。このうち主柱穴とみら
れるピットはP191とP192で、位置 第530図　３区SI11
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
192 108 74 29 
194 46 36 8 
195 52 46 19 
196 62 52 64 
202 88 72 12 
203 30 28 30 
222 41 28 32 
231 44 37 44 
232 46 37 30 
233 42 36 16 
234 57 44 40 
235 41 33 32 
236 50 37 41 
240 48 （40） 31 
241 30 （28） 13 
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的に４本柱構造の建物
と考えられる。P191‐
P192間 の 距 離 は3.3ｍ
である。柱掘り方は楕
円形を呈し、直径52～
110㎝を測る。柱痕跡
は確認されなかった。
各ピットの詳細につい
ては計測表を参照され
たい。
　本遺構の中央付近の
床面直上には焼土が認
められる。また、南西
側には壁溝が２条ある
ことから、拡張を行っ
たと考えられる。
　埋土　上層は淡茶灰
色土、下層は淡黒灰色
土が堆積し、下層より
順次水平堆積している
ことから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土した遺物のうち、５点を図示した。
　１～３は土師器である。１、２は甕の口縁部で、１は外傾、２は外反する。３は高坏の坏部で埦状
を呈し、口縁端部は外反する。４は壺の口縁部で、外面には波状文が巡る。５は滑石製の臼玉である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期末と考えられる。

SS６（第533・534図）
　位置　３区中央、Ｈ・Ｉ‐13グリッドにまたがって検出された竪穴建物である。確認面上の標高は
29.3ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。南東側は３区SS５に切られており、北東側８ｍに３区SI10、
東側７ｍに３区SI３がある。

第531図　３区SS５

第532図　３区SS５出土遺物
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NO 長径 短径 深さ
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　形状　北東側が
削平され、南東側
は３区SS５に切ら
れているが、平面
形態は方形を呈す
ると考えられる。
規模は南東‐北西
長2.65ｍ以上、南
西‐北 東 長1.45ｍ
以上、確認面から
の深さは最大で25
㎝を測る。壁はや
や開きながら立ち
上がり、床面積は
3.8㎡以上を測る。
床面は平坦で、本
遺構に伴うピット
と壁溝は検出でき
なかった。
　埋土　褐色土、黒灰色土、灰褐色土が堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没した
と考えられる。
　遺物　遺物は遺構の中央から北東側にかけての床面直上から出土しており、このうち４点を図示し
た。
　１は土師器甕の口縁部で、口縁端部には僅かに段が認められる。また、内外面とも赤色塗彩が施さ
れている。２は須恵器で、頸部には波状文が施されている。胴部には２条の沈線が巡り、沈線間に
は刺突文が施されている。３、４はカリガラス製の小玉で、引き伸ばし技法で製作されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期末と考えられる。

（３）４　　区
SS20（第535～538図）

　位置　Ｂ‐10グリッド、調査
区東際、南北方向に張り出した
尾根東側下部谷壁斜面に検出さ
れた竪穴建物である。（第535・
536図）。４区SS16を切って構
築されている。南側28ｍに４区
SS33が存在する。確認面上の
標高は38.0mを測る。 第535図　４区SS20‐１
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NO 長径 短径 深さ
222 36 26 12 
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
177 31 24 21 
186 26 24 38 
187 20 16 14 
188 34 33 10 
189 40 32 17 
190 41 30 16 
191 42 40 17 
192 40 （30） 12 
193 30 （28） 15 
194 46 30 15 
195 20 17 12 
202 48 32 39 
203 26 25 10 
206 22 18 16 
207 26 22 22 
210 38 30 32 
211 26 24 16 
212 44 38 34 
213 80 72 66 
214 38 26 22 
216 30 24 22 
217 34 24 27 
218 20 18 14 
219 16 13 10 
221 23 23 18 
223 46 33 22 
231 16 14 18 
232 30 26 18 
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①　暗褐色土。砂質を帯びる。
②　黒褐色土。黄褐色粒多量に含有。
③　黒褐色土。黄褐色粒、炭化物多量
に含有。

④　黒褐色土。焼土粒、炭化物多量に
含有。

⑤　黒褐色土。焼土粒、炭化物少量含
有。

⑥　黒褐色土、締まり強い。黄褐色粒
少量含有。

⑦　暗褐色土。粘性強い。黄褐色ブ
ロック多量に含有。

⑧　暗褐色土。粘性強い。黄褐色粒非
常に多量に含有。

⑨　黒褐色土、締まり強い。炭化物、
焼土粒多量、黄褐色ブロック少量
含有。

⑩　暗褐色土、締まり強い。黄褐色ブ
ロック多量、炭化物少量含有。

⑪　暗黄褐色土。暗褐色粒少量含有。
⑫　黄褐色土。暗褐色粒少量含有。
⑬　暗褐色土、締まり強い。
⑭　暗褐色土、締まり強い。黄褐色ブ
ロック多量含有。

⑮　黒褐色土。焼土粒、炭化物少量含
有。

⑯　暗褐色土。焼土粒、炭化物少量含
有。

⑰　暗褐色土。
⑱　暗褐色土。焼土粒、炭化物多量に
含有。

⑲　暗褐色土。黄白色ブロック多量に
含有。

⑳　暗褐色土。炭化物、黄白色ブロッ
ク含有。

㉑　黒褐色土。炭化物少量含有。
㉒　黒褐色土。炭化物、焼土粒多量に
含有。

㉓　黒褐色土。黄褐色ブロック多量に
含有。

㉔　黒褐色土。焼土、炭化物、黄褐色
粒多量に含有。

㉕　暗褐色土。焼土、黄褐色土非常に
多量に含有。

㉖　暗茶褐色土。
㉗　暗褐色土。炭化物、焼土粒少量含
有。

㉘　黄褐色土。黒褐色土多量に含有。
㉙　暗黄褐色土。炭化物少量含有。
㉚　黒色土。黄褐色粒少量含有。
㉛　暗褐色土。黒褐色土少量含有。
3　暗褐色土。黒褐色ブロック多量に
含有。

第536図　４区SS20
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　形状　斜面下方は削平されているが遺存状態は良好で、平面形
は方形を呈する。斜面上方を主軸と考えた場合の主軸方位は
Ｎ‐80°‐Ｅである。規模は長軸長5.7ｍ、短軸長3.4ｍ以上、確認面
からの深さは最大で55㎝を測る。壁面は開きながら立ち上がり、
斜面上方側は中位で漏斗状に広がる。床面積は14.0㎡を測る。床
面は平坦で、２回の建て替えが認められた。
　上位の床面（SS20‐１）は全体にロームブロックを混じえる貼
床（⑥層）が約10㎝の厚さで構築されている。面上は非常に硬化
している。この面に伴う壁溝やピット等は検出されなかった。
　この貼床を剝したところ、地山上にピットと壁溝が検出された
（第536図）。古段階の建物と考えられる。この段階に伴うピット
は全部で28基検出された。位置や形状からP191・P188を主柱穴
とする２本柱構造の建物と考えられる。またP216は中央ピット
の可能性もあるが、小型であることから柱通り中央の束柱とも考
えられる。また西壁際中央部のP223も位置的に見て建物の構造
材に伴う柱穴と考えられる。柱痕跡は認められなかった。柱掘方は平面形が円形を呈し、直径22～48
㎝を測る。
　また、建物南西隅に特殊ピットP213が検出された（第537図）。平面形は円形を呈し、直径88㎝、
深さ70㎝を測り、断面形はＵ字形を呈する。南側は浅いテラス状の段差を持ち、底面中央には直径10
㎝、深さ18㎝程の小孔が掘り込まれる。埋土中位の暗褐色土（③）層の下面からは甕と高坏が出土し
た。本址は位置と形状から貯蔵穴と考えられる。この貯蔵穴を囲むように、床面上に直径10～15㎝、
深さ10㎝程の小ピットが10基程掘り込まれている。ピット埋土は黒褐色土を主体とし、焼土・炭化物
を多量に含有する。さらに南壁から1.0ｍの床面には壁溝からのびる溝が掘り込まれている。この溝
は幅18㎝、深さ10㎝程で西壁から20㎝付近で北側に直角に屈曲して立ち上がる。形状から貯蔵穴を仕
切るための溝と考えられる。
　壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡り、北側では壁面より内側40㎝に掘り直しが認められる。幅15

第538図　４区SS20出土遺物

（S＝１：４）0 10㎝

5
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1

2 4

第537図　４区SS20‐P213

①　黒褐色土。炭化物ブロック、
　　黄褐色ブロック、土器片多量に含有。
②　黒褐色土。炭化物ブロック多量、黄褐色粒少量含有。
③　暗褐色土。炭化物粒、土器片多量に含有。
④　暗褐色土。炭化物粒、ローム粒、土器片多量に含有。
⑤　暗黄褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
⑥　暗黄褐色土。炭化物粒、ローム粒多量に含有。
⑦　暗褐色土。炭化物粒、焼土粒、ローム粒多量に含有。

0 50㎝
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H＝37.4m
A

A′A
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⑤
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～25㎝、深さ15㎝を測り、断面の形状は浅いＵ字形を呈し、底面は平坦である。
　本遺構斜面の高位側は漏斗状に開きながら４区SS16の平坦面を切り込んで構築されている。建物
の主軸は４区SS16とほぼ並行していることから、既に構築されていた４区SS16の平坦面を利用して
構築されたと考えられる。既存の４区SS16の段状遺構を利用した立地と考えられる。
　埋土　下層に暗褐色土、上層に黒褐色土が堆積し、新旧二時期以上の建て替えが認められる。さら
に、新段階の堆積土も③～⑤層を②層が切り込んでいることから、この段階でも掘り直しが行われて
いる可能性もある。床面直上には炭化物・焼土の堆積が認められる。下層より順次正層堆積している
ことから、概ね自然埋没した状況が考えられる。
　遺物　本遺構からは貯蔵穴及びその周辺から多量の遺物が出土している。このうち５点が図示し得
た。（第538図）。１～２は貯蔵穴（P213）の埋土下層 から出土した土師器類である。１は甕、球胴の
体部に、頸部は屈曲し、外反する口縁の中程に退化した段を持つ。口縁端部は内湾する。２は高坏の
脚部、器高は低めで端部は大きく開く。円形の透かしが施される。３・４は単口縁の甕、いずれも小
型で球胴の体部に口縁は外傾する。
　５はデイサイト製の磨石、円形の素材の全体を使用している。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期中葉と考えられる。

SS33（第539・540図）
　位置　Ｅ・Ｆ‐11グリッドにまたがって、尾根東側麓部の緩斜面に検出された竪穴建物である。（第
539図）。４区SS29が埋土上層に構築されている。西側斜面上方6.0ｍに４区SS27が存在する。確認面
上の標高は32.7～31.8ｍを測る。
　形状　斜面下方は削平されているが遺存状態は良好で、平面形は方形を呈する。斜面上方を主軸と
考えた場合の主軸方位はＳ‐80°‐Ｅである。本遺構は形状から少なくとも３回以上の建て替えが認め
られた。
　最も新しい段階の建物の規模は長軸長6.7m、短軸長4.6ｍ以上、確認面からの深さは最大で40㎝を
測る。壁面は開きながら立ち上がり、斜面上方側は中位で段差を持つ。床面積は21.7㎡を測る。床面
は平坦で、古段階の建物部分では埋土上面を床に利用している。面上は非常に硬化しており、南西寄
りには焼土の集中が認められた。この段階では、位置や形状からP384・P331（西）・P344を主柱穴と
する４本柱構造の建物と考えられる。北東の主柱穴は床面上では確認できなかったが、P329を再利
用している可能性もある。また、P389・P343は南側の主柱穴の建て替えである可能性が高い。柱間
距離は2.5ｍ、柱掘方は直径35～72㎝を測る。柱痕跡は認められなかった。また、P383は段差を持つ
特殊ピットで、周辺に土器も集中しており、位置的に貯蔵穴の可能性が考えられる。壁溝は斜面下方
を除いてＵ字形に巡り、南壁側では内側100㎝に間仕切り状の溝を伴う。この部分を境に西壁は段差
が認められることから、この間仕切り溝部分は古い時期の建物の残存である可能性も考えられる。い
ずれも幅20～50㎝、深さ10㎝を測り、断面の形状は浅いＵ字形を呈し、底面は平坦である。
　この新段階の建物の貼床を剝したところ、18㎝下層の地山上に古段階の竪穴建物が検出された（第
539図）。主軸方位は新段階と同一で、位置や形状からP397・P331（東）・P329・P342を主柱穴とする
４本柱構造の建物と考えられる。南西側のP397に建て替えの痕跡が認められた。いずれも柱痕跡は
認められなかった。柱掘方は直径35～45㎝を測る。壁溝は斜面下方を除いてＵ字形に巡り、幅25～35
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第539図　４区SS33

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
326 33 28 22 
329 28 24 29 
330 28 27 16 
331 88 84 42 
339 51 44 53 
342 33 32 22 
343 28 28 30 
344 50 48 40 
383 58 56 22 
384 38 36 42 
388 58 57 36 
389 32 28 36 
390 27 26 29 
397 48 38 62 
398 23 20 80 
399 45 41 50 
400 28 24 14 
408 26 23 21 

H′

P389

P383

K′

P344

①　黒褐色土。黄色粒多量に含有。
②　黒色土。黄色粒多量、焼土、炭化物少量含有。
③　暗褐色土。黒褐色粒少量含有。
④　黒褐色土。炭化物少量含有。
⑤　黒色土。焼土粒、炭化物多量に含有。
⑥　黒色土。黄色粒多量、焼土、炭化物少量含有。
⑦　焼土層（炭化物多量に含有）
⑧　暗褐色土。炭化物、焼土多量に含有。
⑨　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
⑩　黒褐色土。黄色粒多量、炭化物少量含有。
⑪　暗黄褐色土。炭化物少量含有。
⑫　暗褐色土。黄色ブロック多量、炭化物少量含有。
⑬　黒色土。黄色粒、炭化物少量含有。
⑭　黒色土。黄色ブロック、炭化物多量に含有。
⑮　黒色土。黄色粒、焼土、炭化物非常に多量に含有。
⑯　黒色土。黄色粒、焼土少量含有。
⑰　黄褐色土。黄色ブロック、炭化物多量に含有。
⑱　黒褐色土。黄褐色土多量に含有。
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㎝、深さ10㎝を測り、断面の形状は浅いＵ字形を呈し、底面は平坦である。この壁溝に付随する深さ
５㎝程の浅い溝が、南壁側の西から60㎝付近に検出された。形状から間仕切りの溝と考えられる。
　埋土　黒色土を主体とし、焼土・炭化物を多く含む。下層より順次正層堆積していることから、自
然埋没した状況が考えられる。
　遺物　本遺構からは貯蔵穴及びその周辺から多量の土師器が出土している。このうち新段階に伴う
８点（１～７・10）、古段階に伴う２点（８・９）が図示し得た。（第540図）。
　１は土師器甕である。球胴の体部に、頸部は「く」の字状に屈曲し、外反する口縁の中程に非常に
退化した段を持つ。口縁端部は外反する。２は小型の甕の底部、丸底に近い平底を呈し、器壁は厚い。
３は埦、丸味を持つ体部に口縁部は内湾する。４・５は高坏である。４の坏部は丸味を持つ体部に口
縁は屈曲気味に外反する。５の脚部は膨らみを持つ柱状を呈する。６・７は脚付埦、器高は低めで坏
部は丸味を持ち、脚端部は大きく開く。
　８・９は古段階の埋土出土の手捏ね整形の脚付埦、坏部は深めで口縁は内湾し、低めの脚部が付く。
　10は新段階の主柱穴P331出土の高坏、坏部は直線的に外傾し、口縁端部は内湾する。脚部は膨ら
みを持つ柱状を呈し、脚端部は水平気味に開く。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期中葉と考えられる。

（４）５　　区
SI１A（第541・542図）

　位置　５区中央、Ｌ・Ｍ‐21グリッドにまたがって検出された竪穴建物で、その後５区SI１Ｂへ建
て替えられる。確認面上の標高は24.1～24.5ｍ、東向きの緩斜面に位置する。
　形状　遺存状態は比較的良好で、平面形態は方形を呈する。規模は北東‐南西長、北西‐南東長とも
5.3ｍ、確認面からの深さは最大で10㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は28.1㎡を測

第540図　４区SS33出土遺物
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第541図　５区SI１A
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⑭⑮⑨

⑯

⑩C′
H＝24.4m
C

C′ C

⑬
⑪

⑫

P7

P18

P6

①　淡灰褐色土（ローム小ブロックが多く混じる）
②　淡灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
③　灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
④　灰褐色土（ローム小ブロック僅かに混じる）
⑤　灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
⑥　灰褐色土
⑦　灰褐色土
⑧　褐色土
⑨　淡灰褐色土（ロームブロック混じり）
⑩　黄褐色土（ローム集積層）
⑪　灰茶色土
⑫　黄褐色土（ローム集積層）
⑬　橙褐色土（ローム集積層）
⑭　暗灰褐色土（ロームブロック混じり）
⑮　黄褐色土（ローム集積層）
⑯　淡灰褐色土（ロームブロック混じり）
⑰　淡灰白色土
⑱　灰白色土
⑲　褐灰色土（ロームブロック混じり）
⑳　暗橙褐色土
㉑　淡黄白色土
㉒　淡灰白色土
㉓　暗黄灰色土
㉔　灰茶色土（ロームブロック混じり）
㉕　淡茶灰色粘質土（ロームブロック混じり）
㉖　淡茶褐色土（ロームブロック混じり）
㉗　灰褐色土

　　SI1A中央ピット 
①　暗褐色土（焼土、ロームブロック混じり）
②　黒灰色土（炭化物層）
③　橙褐色土（焼土）

P9―2

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
5 58 53 41
6 30 27 48
7 33 27 26
8 60 56 36
9 30 27 73
13 42 40 43
14 40 31 54
16 30 26 5
17 33 28 8
18 62 56 17
9‐2 65 63 15
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る。床面は平坦で、壁溝は全
周する。また、北東側の壁際
から１条、南西側の壁際から
２条の間仕切り溝が北東‐南
西方向に直線的にのびている。
　本遺構に伴うピットは全部
で11基検出された。このうち
主柱穴とみられるピットはP
６、P７、P14、P13の４基と
考えられる。主柱穴間の距離
はP６‐P７間から時計周りの
順 に1.7ｍ、1.8ｍ、1.6ｍ、1.7
ｍである。柱掘り方は円形及
び楕円形を呈し、直径27～42
㎝を測る。柱痕跡は確認されなかった。
　P９は南東側の壁際に位置し、位置的に特殊ピットと考えられる。平面形態は楕円形を呈し、規模
は長径57㎝、短径43㎝、深さ９㎝を測る。また、特殊ピットの北西側に隣接してP９‐２がある。平
面形態は楕円形を呈し、二段掘りとなっている。規模は長径50㎝、短径39㎝、深さ６㎝を測り、３方
と中央には直径５㎝前後、深さ５～15㎝の小ピットがある。特殊ピットの北東側と南西側には間仕切
り溝がありその心々間の距離は140㎝を測る。さらにこの間仕切り溝の間には長軸128㎝、短軸104㎝、
深さ３～５㎝の方形土坑がある。
　本遺構の中央では炉を検出した。平面形態は楕円形を呈し、規模は長軸37㎝、短軸33㎝、深さ８㎝
を測る。床面は被熱し、その直上には炭化物が堆積している。
　埋土　淡灰褐色土の単層で、その上面が５区SI１Ｂの床面となっている。
　遺物　出土した遺物のうち、床面よりやや浮いた状態で出土した土器・土製品３点、金属製品１点、
石製品１点を図示した。
　１～３は土師器で、１は高坏の脚部、２は坏身、３は甑の把手である。４は鉇である。５は緑色凝
灰岩製の石製品で、下端部が欠損するが、釣鐘状を呈する。上端部、表裏面、両側面には磨痕が認め
られる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期後葉と考えられる。

SI１B（第543・544図）
　位置　５区中央、Ｌ・Ｍ‐21グリッドにまたがって検出された竪穴建物で、５区SI１Ａを建て替え
たものである。確認面上の標高は24.1～24.5ｍ、東向きの緩斜面に位置する。
　形状　遺存状態は良好で、平面形態は方形を呈する。規模は北東‐南西長5.95ｍ、北西‐南東長5.9ｍ、
確認面からの深さは最大で20㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、床面積は35.1㎡を測る。床
面は平坦で、壁溝は全周する。
　本遺構に伴うピットは全部で５基検出された。このうち主柱穴とみられるピットはP１～４の４基

第542図　５区SI１A出土遺物
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第543図　５区SI１B
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⑯
⑰

⑬

⑮

⑧

① ①② ②

②⑥

⑪
⑩
⑫

D′
H＝24.7m
D

E′E

SIIA SIIB

⑱

⑲ ⑳
㉑㉒

㉓

㉘

㉔
㉕
㉖

㉙

㉗
㉚

C′
H＝24.7m
C

C′
C

P3P4

①　暗茶灰色土（白色砂粒混じり）
②　暗灰色土（炭化物が僅かに混じる）
③　暗灰茶色土（ローム粒混じり）
④　淡灰褐色土（ローム小ブロックが多く混じる）
⑤　淡灰褐色土（ローム小ブロック混じり）
⑥　暗灰色土（ロームブロック混じり）
⑦　暗茶灰色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）
⑧　灰褐色土（ロームブロック混じり）
⑨　灰褐色土（ロームブロックが僅かに混じる）
⑩　暗灰色土
⑪　淡黄褐色土（ローム集積層）
⑫　灰褐色土（ロームブロックが僅かに混じる）
⑬　淡灰褐色土（ロームブロックが僅かに混じる）
⑭　暗茶灰色土
⑮　茶灰色土（ローム小ブロック混じり）
⑯　灰褐色土
⑰　灰褐色土（ロームブロックが僅かに混じる）
⑱　暗灰色土（ローム小ブロック混じり）
⑲　暗灰色土
⑳　暗茶灰色土（ローム小ブロックが多く混じる）
㉑　褐色土（ロームブロック混じり）
㉒　暗灰色土（ローム小ブロック混じり）
㉓　暗灰色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）
㉔　暗褐色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）
㉕　灰茶色土（ローム小ブロックが僅かに混じる）
㉖　暗褐色土（ローム小ブロック混じり）
㉗　褐色土（ロームブロック混じり）
㉘　灰褐色土（ロームブロックが多く混じる）
㉙　灰褐色土
㉚　暗灰色土

　　SI1B中央ピット 
①　灰色土（ローム粒が僅かに混じる）
②　灰褐色土（ローム粒混じり、炭化物が僅かに混じる）
③　暗灰色土（炭化物層）
④　灰色土

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 63 35 64 
2 35 32 71 
3 44 36 63 
4 43 36 61 

中央P 52 50 35 
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と考えられる。主柱穴間の距離はP４‐P３間から時計周りの順に2.2ｍ、2.1ｍ、2.2ｍ、2.1ｍとほぼ等
間隔である。柱掘り方は円形及び楕円形を呈し、直径32～63㎝を測る。柱痕跡は確認されなかった。
　P５は中央に位置し、位置的に中央ピットと考えられる。平面形態は円形を呈し、規模は長径52㎝、
短径48㎝、深さ８㎝を測る。各ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　上層に暗茶灰色土、下層に暗灰色土が堆積し、概ね下層より順次水平堆積していることから、
自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物は本遺構の南側に集中しており、このうち15点を図示した（第544図）。

18

6 7

8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20
0 10㎝（S＝１：４）

第544図　５区SI１B出土遺物
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　６～18は土師器である。６～10は甕で、６～８は複合口縁の段部がかなり退化したものである。９、
10は口縁部が外反する。11～16は高坏である。11はやや深めの皿状の坏部で、口縁端部は外反する。
また、内外面とも赤色塗彩が施されている。12の坏部は段を有し、口縁部は緩やかに外反する。脚部
には円孔が穿たれている。13、14は埦状の坏部である。15、16は脚部で、15には円孔が穿たれている。
17は鉢、18は甑の把手である。
　19、20は須恵器で、19は坏蓋、20は坏身である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期末と考えられる。

（５）６　　区
SI22（第545～547図）

　位置　Ｇ‐９～10グリッド、南北方向に張り出した尾根東側下部谷壁緩斜面に検出された竪穴建物
である。（第545図）。６区SI24に切られ、６区SI25の上層に構築されている。確認面上の標高は36.1ｍ
を測る。
　形状　斜面下方は削平されているが遺存状態は良好で、平面形は長方形を呈する。斜面上方を主軸
と考えた場合の主軸方位はＮ‐82°‐Ｗである。規模は長軸長6.7ｍ、短軸長3.2ｍ以上、確認面からの深
さは最大で45㎝を測る。壁面はやや開きながら立ち上がり、床面積は16.8㎡を測る。床面は平坦で、
下層に６区SI25が構築されている部分には黄褐色ブロックによる貼床が認められた。面上は非常に硬
化している。
　本遺構に伴うピットは全部で14基検出された。位置や形状からP２・P５・P９・P378を主柱穴とす
る４本柱構造の建物と考えられる。また東側のP７・P377は位置的にみて古い段階の主柱穴である可
能性がある。このうちP５に柱痕跡が認められた。柱掘方は38～60㎝を測る。詳細はピット計測表を
参照されたい。なお、建物南西隅に特殊ピットP１が検出された。平面形は方形を呈し、長軸150㎝、
短軸100㎝、深さ67㎝を測り、断面形は箱形を呈する。東側肩部には壁面に並行して長さ60㎝、幅10㎝、
深さ５㎝の浅い溝が掘り込まれている。底面中央には直径15㎝、深さ14㎝程の小孔が掘り込まれる。
底面付近からは甕胴部破片と高坏（第547図‐４）が出土した。このピットは位置と形状から貯蔵穴と
考えられる。肩部の溝は蓋などの上部施設に伴うものであろうか。さらにこの貯蔵穴を囲むように、
床面上に幅15～20㎝、深さ５～10㎝ほどの溝が壁溝から派生して掘り込まれている。その形状から貯
蔵穴を仕切るための溝と考えられる。
　壁溝は斜面下方を除いてコの字状に巡り、西壁側ではこの壁溝から主柱穴P２・P５に繋がる溝２
条が掘り込まれている。さらにその周囲にも直交並行する溝が床面上に掘り込まれている。形状から、
区画や間仕切りなどの用途を持つ溝と考えられる。幅15～45㎝、深さ５～15㎝を測り、断面の形状は
浅いＵ字形を呈し、底面は平坦である。
　本遺構中央部に炉１基が検出された（第546図）。平面形は不整形な円形、断面形は浅いＵ字形を呈
し、燃焼部の厚さは８㎝を測る。掘り方の規模は直径55㎝、深さ10㎝を測り、西側に段差を持つ。燃
焼部は被熱により非常に硬化しており、良好に焼けており、高坏や甕胴部破片が出土している。
　埋土　黄褐色土を主体とし、床面直上には炭化物・焼土の堆積が認められる。下層より順次正層堆
積していることから、自然埋没した状況が考えられる。
　遺物　本遺構からは貯蔵穴及びその周辺から多量の遺物が出土している。このうち土師器５点が図
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 123 100 80 
2 56 51 46 
3 32 26 13 
4 36 30 7 
5 41 36 45 
6 38 30 28 
7 38 28 32 
8 39 29 16 
9 33 29 24 
10 29 30 32 
328 43 34 18 
377 42 33 24 
378 37 31 32 
457 74 54 31 

（S＝１：80）0 2m
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④ ⑤

⑥

⑦
⑧
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⑪ ⑫ ⑬

⑭ ⑮

⑯

⑰

⑱
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㉑
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㉔

㉔

㉒

㉔

P3 P8

P6

P1

P10

P5

P1

P1
P4

P5
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P6 P377
P378

P2 P7 P9

P457

P328

㉒

㉒

㉕

㉕

㉖ ㉗

㉔
㉘

㉘

①　暗褐色土。黒色ブロック、土器片少量含有。
②　暗黄褐色土。黒褐色ブロック、黄褐色ブロック、暗赤褐色ブロック含有。
③　黄褐色土。暗褐色ブロック少量、焼土多量に含有。
④　暗赤褐色土。黒色土少量含有。
⑤　黒色土。暗赤褐色土少量含有。
⑥　暗褐色土。黒褐色土少量含有。
⑦　暗褐色土。黄褐色土多量に含有。
⑧　黒褐色土。黒褐色土、黄褐色ブロック含有。
⑨　黒褐色土。暗褐色土少量含有。
⑩　暗黄褐色土。黒褐色土多量に含有。
⑪　黒褐色土。暗褐色土少量含有。
⑫　黒色土。黒褐色土、黄褐色土僅かに含有。
⑬　黒褐色土。
⑭　暗褐色土。炭化物少量含有。
⑮　黒色土。黒褐色土、黄褐色土少量含有。
⑯　黒褐色土。黄褐色土、赤褐色土、炭化物ブロック含有。
⑰　黒褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
⑱　黒褐色土。暗褐色土、黄褐色土、黒色土多量に含有。
⑲　暗褐色土。黄褐色土多量に含有。
⑳　黄褐色土。黒褐色土多量に含有。
㉑　黒褐色土。暗赤褐色土、黄褐色土少量含有。
㉒　黒褐色土。暗赤褐色ブロック含有。
㉓　暗赤褐色土。黒色粒少量含有。
㉔　暗褐色土。黄褐色土少量含有。
㉕　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
㉖　暗褐色土。黒色土少量含有。
㉗　暗褐色土。黒色土含有。
㉘　黒褐色土。黄褐色土、黒色ブロック含有。

第545図　６区SI22
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示し得た。（第547図）。１は土師器の壺、
口縁部は退化した段を持ち　端部は内
湾する。２・３は高坏、２は有段で口
縁は外反する。３は体部に丸みを持ち、
口縁は外反する。４は貯蔵穴（P１）
の底面より出土した高坏脚部である。
柱状部に膨らみを持ち端部は屈曲して
外反する。５も高坏脚部、僅かに膨ら
みを持つ柱状部に端部は外反する。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期
は古墳時代中期中葉と考えられる。

３．竪穴状遺構
２区SI12（第507図）

　位置　２区北西寄り、Ｄ‐13グリッドより検出された竪穴状遺構である。確認面上の標高は27.3～
27.8ｍ、東向きの緩斜面に位置する。東側は２区SI５に切られ、西側2.5ｍに２区SI１、南側3.5ｍに２
区SS１がある。
　形状　東側は２区SI５に切られ、北側は調査区外へのびているために全容は判然としないが、平面
形態は不整な円形状を呈すると考えられる。規模は南北径2.3ｍ以上、東西径1.8ｍ以上、確認面から
の深さは最大で15㎝を測る。床面積は現状で2.1㎡を測る。壁溝及びピットは検出されなかった。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、２区SI５との切合関係から、本遺構の時期は古墳
時代中期後葉以前と推定した。

（S＝１：20）0 50㎝

A
A′

A
A′

H
＝
35
.8
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①
②

①　暗褐色土。黄褐色ブロック、焼土、炭化物多量に含有。
②　暗褐色土、締まり・粘性弱い。焼土粒多量に含有。

燃焼部

堀り方

第546図　６区SI22炉

（S＝１：４）0 10㎝

1 2

3

4 5

第547図　６区SI22出土遺物
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①　暗灰色土
②　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
③　茶灰色土（ロームブロック混じり）
④　明褐色土
⑤　暗茶灰色土（ロームブロック混じり）
⑥　淡灰褐色土（ロ－ム粒混じり）
⑦　茶灰色土（ロームブロック混じり）
⑧　暗茶灰色土（ロームブロック混じり）
⑨　明褐色土（ローム集積層）
⑩　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
⑪　暗茶褐色土
⑫　褐色土

0 2m（S＝１：60）

0 20㎝（S＝１：10）

A′
H
＝
28.0m

A

P81

P102

SB1

P103

P84 P93

P94

P90

P74

P83

1

4

5

23

P71

P72

P73

P70

P69
P68

P67

P82

P84
P93 P82 P74

P70 P70
P67

③

④ ④

⑤
⑤

③

①

②

⑥ ⑦

⑨ ⑪ ⑪
⑫ ⑫

⑩⑨
⑧

B′ C′B
H＝28.0m

H＝27.7m

H＝28.0m
C

C
′

C

B′

B

A′

A

第548図　２区SS１

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
67 43 34 34 
68 31 29 11 
69 35 30 12 
70 45 38 55 
71 68 50 38 
72 38 35 22 
73 36 30 24 
74 40 34 80 
81 33 30 41 
82 60 51 28 
83 46 40 48 
84 72 57 70 
90 66 54 44 
93 45 30 70 
94 40 33 48 
102 42 36 13 
103 53 40 10 
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４．段状遺構
（１）２　　区
SS１（第548・549図）

　位置　２区北西寄り、Ｅ‐13グリッドより検出された段状遺構である。確認面上の標高は27.3～27.8
ｍ、東向きの緩斜面に位置する。西側５ｍに２区SI４、東側５ｍに２区SI８がある。
　形状　北側から東側にかけて削平されているが、平面形態は隅丸長方形を呈すると考えられる。規
模は長軸5.4ｍ以上、短軸2.8ｍ以上、確認面からの深さは最大で15㎝を測る。床面積は15.1㎡以上を
測り、南側から西側にかけての壁際には壁溝が巡っている。
　本遺構に伴うピットは全部で17基検出された。このうち、P84、P93、P74、P70、P67で桁行３間、
梁行１間以上の掘立柱建物（２区SB１）を構成する。
　埋土　暗灰色土の単層である。
　遺物　遺物は床面より少し浮いた状態で、西側の壁際からまとまって出土した。このうち５点を図
示した。
　１～５は土師器である。１、２は甕で、１は口縁部が僅かに外反し、２は口縁部が外傾する。３～
５は高坏である。３は深い皿状の坏部、４は浅い埦状の坏部である。５は脚部で、内外面とも赤色塗
彩が施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期後葉～末と考えられる。

２区SB１（第548図）
　位置　２区北西寄り、Ｅ‐13グリッドより検出された掘立柱建物で、２区SS１内に位置する。確認
面上の標高は27.3～27.8ｍ、東向きの緩斜面に位置する。
　形状　２区SS１内に構築されたもので、検出範囲内では桁行３間、梁行１間以上の側柱の掘立柱
建物である。主軸方位はＮ‐15°‐Ｅである。桁行4.3ｍ、梁行1.4ｍ以上、床面積は現状で6.0㎡を測る。
桁行の柱間寸法は130～150㎝、梁行の柱間寸法は140㎝とややばらつきがある。柱掘り方は直径30～
72㎝の円形を呈し、P84では直径19㎝、P74では直径14㎝、P70では直径13㎝の柱痕跡を確認した。各
柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　掘り方は茶灰色系土を主体とし、柱痕跡は暗灰色土と暗茶灰色土である。

1

3

4

2 5 0 10㎝（S＝１：４）

第549図　２区SS１出土遺物
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　遺物　出土遺物はいずれ
も細片であり、図示し得る
ものはなかった。
　時期　出土遺物による時
期比定は困難であるが、２
区SS１との位置関係から、
本遺構の時期は古墳時代中
期後葉～末と考えられる。

（２）３　　区
SS４（第550図）

　位置　３区中央やや北寄り、－Ａ‐３、－Ｂ‐３・４グリッドにまたがって検出された段状遺構である。
確認面上の標高は28.8～29.3ｍ、東向きの斜面に位置する。西側1.5ｍに３区SI9、南東側6.5ｍに３区
SI10がある。
　形状　東側が流失しているが、平面形態は隅丸長方形状を呈する。規模は長軸7.9ｍ、短軸2.4ｍ以上、
確認面からの深さは最大で50㎝を測る。床面積は34.0㎡以上を測り、西側の壁際には壁溝がある。
　本遺構に伴うピットは全部で３基検出されたが、掘立柱建物は確認できなかった。また、床面の中
央には長さ666㎝、幅30～80㎝の範囲で貼床が行われている。
　埋土　黒色土の単層で、中央部ではその上面に貼床の淡褐色土が認められる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、周辺の遺構との位置関係から、本遺構の時期は古
墳時代中期と推定した。

（３）４　　区
SS27（第551・552図）

　位置　Ｄ～Ｆ‐10・11グリッドにまたがって、南北方向に張り出した尾根東側下部谷壁斜面の地山
上に検出された段状遺構である。（第551図）。東側斜面下方6.0ｍに４区SS33が存在する。確認面上の
標高は35.5～33.8ｍを測る。上層に４区SS25が構築されている。
　形状　斜面の高位側の岩盤を階段状に削り、円弧状の緩斜面を形成している。斜面下方が削平され
ているが、平面形は等高線に沿って細長くのびる長方形を呈する。本遺構は調査当初は自然傾斜の可
能性も考えたが、平坦面上が硬化していることやその形状から段状遺構としたものである。
傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ‐85°‐Ｅで、長軸方向は等高線に
沿って湾曲している。規模は長軸24.0ｍ、短軸6.8ｍ、盛土の深さは斜面上方で60㎝を測る。壁は開き
ながら立ち上がり、床面積は72.0㎡を測る。面は斜面下方に向かって傾斜しながらも平坦で、面上は
非常に硬化している。
　本遺構に伴うピットや溝などの施設は検出されなかった。
　埋土　暗褐色土及び黄褐色土を主体とし、締まりが全体的に弱く堆積状況も乱れていることから、
４区SS25構築時の人為的な造成盛土の可能性が高い。

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
178 34 28 21 
179 26 22 24 
180 42 34 8 0 2m（S＝１：80）
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第550図　３区SS４
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　遺物　本遺構からは埋土中層（③層）から２点
の遺物が図示し得た。１は土師器の甕、頸部の屈
曲は大きく、口縁は非常に退化した段を持つ。２
は円柱状の土製品、風化が非常に激しく、ぼろぼ
ろに破損した状態で出土した。円弧状を呈するこ
とから移動式竈の庇部分の可能性も考えられる。
　時期　出土遺物はいずれも盛土中のものであ
り、本遺構の年代観を反映するものではないが、
上層に４区SS25が構築されていることを鑑みる
と、本遺構の時期は古墳時代中期以前であろう。

第551図　４区SS27

第552図　４区SS27出土遺物
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④　黒褐色土。黄色ブロック多量に含有。
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５．土　　坑
６区SK20（第553・554図）

　位置　Ｆ‐10グリッド、南北方向に張り出した尾根東側下部谷壁緩斜面に検出された（第553図）。
確認面上の標高は36.1ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に不整形な楕円形を呈し、底面の形状および埋土の堆積状況を観察
すると何回かの掘り直しが行われたようである。長軸方位はＮ‐49°‐Ｅを指す。断面形は緩やかな逆
台形で、底面には段が存在していることから、何回かの掘り直しが行われたようである。規模は、上
面で長径148㎝、短径128㎝、底面で長径118㎝、短径104㎝、確認面からの深さは47㎝を測る。底面か
ら下層にかけて土師器甕や高坏が出土している。
　なお、本遺構に重複してピット３基（P１～３）が検出されたが、いずれも埋土を掘り込んでいる

（S＝１：20）0 50㎝
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⑧　黒褐色粘質土、締まり・粘性強い、暗灰褐色土多量に含有。

第553図　６区SK20
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ことから、本遺構廃絶後のものと考えら
れる。
　埋土　堆積状況から黄褐色土（③層）
で人為的に埋め戻された後、掘り直しが
行われたようである。
　遺物　本遺構出土遺物の内２点が図示し得た（第554図）。１
は土師器の甕、複合部は退化し、口縁端部は内湾する。２は高
坏の坏部、体部は丸味を持ち、口縁は外反する。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期中葉頃と
考えられる。

６．溝状遺構
（１）２　　区
SD７（第555図）

　位置　２区北西寄り、Ｅ‐13グリッドより検出された溝状遺
構である。確認面上の標高は27.8～27.9ｍ、東向きの緩斜面に
位置する。北東側には２区SS１が隣接し、南側0.6ｍに２区SD
８がある。
　形状　中央南寄りが削平されているが、南北方向に直線的に
のび、主軸方位は傾斜面の等高線と平行するＮ‐13°‐Ｅである。
検出した長さは404㎝、最大幅は上端で34㎝、底面で21㎝、確
認面からの深さは８～10㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、
底面は平坦である。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはな
かった。
　時期・性格　出土遺物による時期比定は困難であるが、２区SS１との位置関係から、本遺構の時
期は古墳時代中期後葉～末頃と推定され、２区SS１との位置関係や形態から段状遺構の壁溝の可能
性がある。

SD８（第265図）
　位置　２区北西寄り、Ｅ・Ｆ‐13グリッドにまたがって検出された溝状遺構である。確認面上の標
高は27.8～27.9ｍ、東向きの緩斜面に位置する。北側0.6ｍに２区SD７がある。
　形状　南北方向に直線的にのび、主軸方位は傾斜面の等高線と平行するＮ‐３°‐Ｗである。検出し
た長さは192㎝、最大幅は上端で66㎝、底面で52㎝、確認面からの深さは10㎝を測る。断面の形状は
Ｕ字状を呈し、底面は平坦である。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、２区SS１と２区SD７との位置
関係から、本遺構の時期は古墳時代中期後葉～末頃と推定され、２区SS１と２区SD７との位置関係

（S＝１：４）0 10㎝1

2

第554図　６区SK20出土遺物
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や形態から段状遺構の壁溝の可能性がある。

SD15（第556・557図）
　位置　２区南東寄り、Ｈ‐16グリッドより
検出された溝状遺構である。確認面上の標高
は26.7ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。
　形状　南東‐北西方向に直線的にのび、主
軸方位は傾斜面の等高線と平行するＮ‐60°‐
Ｗである。検出した長さは200㎝、最大幅は上端で47㎝、底面
で20㎝、確認面からの深さは13㎝を測る。断面の形状はＵ字状
を呈し、底面は平坦である。
　埋土　淡灰茶色土の単層で、その堆積状況から流水の痕跡は
窺えない。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち１点を図示し
た。
　１は土師器甕で、口縁部は外傾する。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時代中期と考えられる。
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第６節　古墳時代後期

１．概　　要
　古墳時代後期の遺構は、竪穴建物１棟、木棺墓２基、土壙墓２基、横穴墓１基、版築状遺構を検出
した。
　竪穴建物は１棟を検出したのみで、この時期で集落の形成は終焉を迎え、調査地は墓域となる。
　木棺墓と土壙墓は主に６区の丘陵から派生する小尾根上に位置し、各々が単独で存在する。３区
SK53からは小型の直刀が出土した。６区SK30は須恵器坏蓋と坏身が対になった状態で置かれており、
枕として用いられたと考えられる。
　横穴墓は６区の丘陵南西側の急斜面に位置し、１基のみが単独で存在し、追葬が認められる。
　版築状遺構は６区の北西側の谷部に位置し、地山に由来する黄褐色系土とクロボクに由来する灰褐
色系土及び黒色系土とを互層状に積み重ねて構築している。また、墳丘状のマウンドを有していたと
考えられ、その周囲には溝を巡らせていた可能性がある。

２．竪穴建物
６区SI24（第559・560図）

　位置　Ｆ・Ｇ-９・10グリッド、南北方向に張り出した尾根東側下部谷壁緩斜面に検出された竪穴
建物である。（第559図）。６区SI22・25の上層に構築されている。確認面上の標高は36.2ｍを測る。
　形状　斜面下方は削平されているが遺存状態は良好で、平面形は長方形を呈する。斜面上方を主軸
と考えた場合の主軸方位はＮ-78°-Ｗである。規模は長軸長6.0ｍ、短軸長4.5ｍ以上、確認面からの深
さは最大で52㎝を測る。壁面はほぼ垂直に立ち上がり、床面積は18.0㎡を測る。床面は平坦で、貼床
と壁溝の状況から拡張が認められた。面上は非常に硬化している。
　本遺構に伴うピットは全部で６基検出された。位置や形状からＰ３・P４が古段階のＰ７・P５が
新段階の主柱穴とする４本柱構造の建物と考えられるが、東側斜面下方の主柱穴は失われている。柱
痕跡は認められなかった。柱掘方は42～64㎝を測る。詳細はピット計測表を参照されたい。
　壁溝は斜面下方を除いてコの字状に巡り、新旧二時期のものが認められた。新時期のものは西壁及
び北壁側に30㎝拡張されている。また西壁側ではこの壁溝の外周にも３条程の溝が掘り込まれている。
斜面上方の排水などの用途を持つ溝と考えられる。いずれも幅18～45㎝、深さ５～15㎝を測り、断面
の形状は浅いＵ字形を呈し、底面は平坦である。
　本遺構は壁溝、主柱穴の状況から北西方向に１回の拡張が行われたものと考えられる。
　埋土　黄褐色土および黒褐色土を主体とし、古い建物床面上には暗褐色土による貼床が構築されて
いる。埋土は下層より順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考えられる。
　遺物　本遺構出土遺物のうち５点が図示し得た。（第560図）。１は土師器の壺、頸部は「く」の字
状に屈曲し、口縁は直線的に外反する。２は小型の高坏の脚部、端部は屈曲して外反する。
　３は須恵器の坏蓋、丸味を持つ体部に口縁部は僅かに内湾する。４は須恵器坏身、立ち上がりは大
きく内傾する。
　５はデイサイト製の中砥の砥石、扁平で方形の素材の遺存部全面を使用している。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は６世紀後葉と考えられる。
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第558図　古墳時代後期遺構分布図
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３．土壙墓・木棺墓
（１）３　　区
SK53（第561・562図）

　位置　３区南寄り、Ｋ-14グリッドより検出された木棺墓である。確認面上の標高は30.5～30.6ｍ、
平坦部に位置する。本来は尾根上に位置していたが、後世の削平によって平坦地形となっている。北
西側75ｍに６区SK13がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方位はＮ-１°-Ｅである。掘り方の規

第559図　６区SI24

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 64 37 11 
2 45 43 12 
3 62 47 53 
4 42 30 8 
5 69 60 106 
7 48 43 28 
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①　暗褐色土。黄褐色ブロック、黒褐色ブロック少量含有。
②　暗褐色土。黒褐色土多量、黄褐色土少量含有。
③　暗褐色土、締まり・粘性強い。暗褐色土少量含有。
④　黒褐色土。暗褐色ブロック含有。
⑤　暗茶褐色土、締まり・粘性強い。地山の可能性あり。
⑥　暗褐色土。黄褐色ブロック少量含有。
⑦　黒褐色土。暗褐色土、黄褐色土、土器片多量に含有。下層に暗
茶褐色ブロック多量に含有。

⑧　黒褐色土。黄色ブロック、焼土、土器片、炭化物多量に含有。
⑨　暗褐色土。黄褐色ブロック多量、黒褐色土少量含有。
⑩　暗褐色土。黄褐色ブロック少量含有。
⑪　暗褐色土。貼床。
⑫　黒褐色土。茶褐色土、黄褐色土少量含有。
⑬　黒褐色土。赤褐色ブロック、黄褐色ブロック含有。
⑭　暗褐色土。黄色ブロック非常に多量、黒褐色土少量含有。
⑮　暗褐色土。黄褐色ブロック少量含有。
⑯　暗褐色土。黄褐色土多量に含有。
⑰　暗褐色土。黄褐色ブロック非常に多量に含有。
⑱　黄褐色土。暗褐色土少量含有。
⑲　黒褐色土。黄褐色ブロック多量に含有。
⑳　黒褐色土。黄色土少量含有。
㉑　暗褐色土。黒色粒多量に含有。
㉒　暗褐色土。黄色粒多量に含有。
㉓　黒褐色土。黄色ブロック、炭化物多量に含有。
㉔　黄褐色土。黒褐色土多量に含有。
㉕　暗褐色土。黄色土、黒褐色土多量に含有。
㉖　黒褐色土。黄色土が層状に堆積。
㉗　暗褐色土。暗褐色土多量、炭化物少量含有。
㉘　暗灰褐色土。炭化物少量含有。
㉙　黄褐色土。黒色粒少量含有。
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模は上面で長軸115㎝、短軸46～50㎝、底
面は長軸106㎝、短軸40㎝、確認面からの
深さは12～20㎝を測る。断面の形状は逆
台形を呈し、底面は平坦である。底面の
南側と北側には小口痕跡、東側と西側に
は側板痕跡があり、小口痕跡間の内法の
長さは76㎝、側板痕跡間の内法の長さは
27～29㎝を測る。木棺の規模は、長さ80
㎝前後、幅30㎝前後と推定される。棺内
の南東隅からは刃先を北側に向けた状態
で直刀（１）が出土した。
　埋土　上層から淡褐灰色土、暗褐色土、
淡灰褐色土が堆積する。
　遺物　出土遺物は副葬品と考えられる
小型の直刀を検出した。１は直刀で、長
さ23.4㎝を測る。
　時期　出土遺物による詳細な時期比定
は困難であるが、出土した須恵器の細片
から、本遺構の時期は古墳時代後期と考
えられる。

（２）６　　区
SK13（第563・564図）

　位置　６区南寄り、Ｉ-７グリッドより検出された土壙墓である。確認面上の標高は39.1～40.1ｍ、
南向きの斜面に位置する。南東側75ｍに３区SK53、北西側41ｍに６区SK30がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長楕円形を呈する。主軸方位はＮ-８°-Ｅである。規模は上
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第562図　３区SK53出土遺物

― 448 ―

CW6_TY091_P445_D06-01_第１分冊.indd   448 2015/03/04   18:29:18



面で長軸222㎝、短軸98～107㎝、
底面は長軸189㎝、短軸69～82㎝、
確認面からの深さは44㎝を測る。
断面の形状は逆台形状を呈し、
底面は北から南へ大きく下降傾
斜する。また、中央には主軸に
沿うように長さ201㎝、幅27～43
㎝、深さ11㎝の溝状の掘り込み
があり、この溝状の掘り込みの
上縁付近には直径10～15㎝、深
さ９～14㎝の５基の小ピットが
ある。
　墓壙内からは須恵器蓋坏が４
点出土した。このうち、北東側
では坏蓋（２）が正置した状態
で、中央では坏身（４）が正置
した状態で、南端では坏身（３）
が正置した状態で出土した。
　埋土　上層は黒色土と黒褐色
土、下層は暗褐色土と暗茶褐色
土が主体に堆積する。
　遺物　出土した遺物うち、４
点を図示した。
　１、２は須恵器坏蓋で、１の天井部外面には朱が付着している。
　３、４は須恵器坏身で、３の底部外面には朱が付着し、４の外面には朱の痕跡が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳
時代後期、６世紀後半～末と考えられる。

SK30（第565・566図）
　位置　６区南西寄り、Ｇ-３グリッドより
検出された土壙墓である。確認面上の標高は
39.0～39.2ｍ、南西向きの斜面に位置する。
南東側41ｍに６区SK13がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方
形状を呈する。主軸方位はＮ-18°-Ｅである。
規模は上面で長軸147㎝、短軸63～77㎝、底
面は長軸139㎝、短軸63㎝、確認面からの深
さは35㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈し、
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③　暗褐色土、締まり・粘性弱い。暗褐色土
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④　暗茶褐色土、締まり・粘性弱い。暗黄褐
色土多量に含有。

⑤　暗黄褐色土、締まり・粘性弱い。ローム
ブロック多量に含有。
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底面は北から南へ下降傾斜する。北側の小口に
は須恵器坏蓋（１）と坏身（２）が伏せた状態
で据えられており、枕として用いられたと考え
られる
　埋土　暗灰色土と灰褐色系土が主体に堆積す
る。
　遺物　墓壙内の北側から須恵器坏蓋と坏身が
対となって出土した。
　１、２は須恵器で、１は坏蓋、２は坏身であ
る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古墳時
代後期、６世紀後半～末と考えられる。

SK52（第567図）
　位置　６区東寄り、Ｆ-10グリッドより検出
された木棺墓である。確認面上の標高は35.4～
35.1ｍ、東向きの斜面に位置する。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに長方形を呈する。主軸方
位はＮ-14°-Ｅである。規模は上面で長軸146㎝、短軸63㎝、底面
は長軸135㎝、短軸51㎝、確認面からの深さは30㎝を測る。断面の
形状は逆台形を呈し、底面は平坦である。底面には木棺の小口痕
跡と側板痕跡は認められないが、形態的特徴から木棺墓と推定した。
　埋土　暗褐色土が主体に堆積し、底面付近には黄褐色土が僅か
に堆積する。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、本遺構の時期は６区SS30との切合関
係から、古墳時代後期と判断した。

４．横 穴 墓（第568～574図）
　位置　６区南西側、Ｃ-４グリッドの丘陵平坦部において、重機による表土掘削中に突然土砂が落
ち込み、地面に大きな空洞が開いた。立地状況から見て、横穴墓の墓室の天井部が崩落したものと考
えられたため、斜面部を中心に精査したところ埋め戻された墓道の輪郭を確認した。
　墓道　墓道部は、閉塞石までの長さ５ｍ、上面の幅3.3ｍのすり鉢状の形態である。床面は閉塞石
の手前３分１の地点で凸状に狭くなるが、この凸部分から上方へと伸びる明確なラインは認められな
い。墓道は、入り口に向かって５度の角度で傾斜している。また、閉塞石の手前30㎝の地点に溝状の
掘方が見られるが、どのような目的で掘削されたものか不明である。
　閉塞部　閉塞部は、６個ほどの角礫を疎らに置き、その上に高さ78㎝、幅65㎝、厚さ20㎝の平石（凝
灰角礫岩製）を据えている。閉塞部の前面にも角礫が数点散乱していたが、墓道の底面よりも浮いた
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状態であり、追葬時に取り出された閉塞石の一部と考えられる。墓室入
口の閉塞部は、断面形が「舟形」に近い縦長の三角形状を呈するが、現
地で図化していないため、第569図の墓道正面図は写真を基に想定した
ものである。
　墓室　墓室の規模は、奥行が２ｍ、入口側の幅2.2ｍ、奥壁側の幅1.9
ｍで、奥壁側がやや狭くなる台形状を呈する。周囲には断面「Ｕ」字形
の幅８㎝、深さ数㎝程度の壁溝が廻るが、入口付近で途切れるため平面
形は「コ」字形を呈する。天井部が崩落しているため、墓室の正確な高
さは不明だが、1.2～1.3ｍ程度と推測される。天井部の形態は、残存部
の状況からドーム形の可能性が高い。
　副葬品　副葬品は、須恵器の坏蓋６点と坏身７点、提瓶１点、鉄鏃４
点、鉄釘片２点が出土している。また、墓室内の土砂を水洗して耳環片
１点と臼玉１点、超小形の土玉84点を検出したが、人骨や歯牙は見つけ
ることはできなかった。
　出土状況　須恵器の出土状況は、坏蓋（１、10）、坏身（２）の３点以
外は全て口縁部を上にした状態で置かれている。また１と２は坏蓋と坏
身が対になった状態で置かれており、枕として利用されたものと推測さ
れる。入口付近で出土した坏蓋（５）は、床面から30㎝ほど遊離した地
点で出土しており、追葬時に墓室の入口をある程度埋め戻した段階で置
かれたものと考えられる。また、横位で出土した須恵器提瓶（14）についても、土砂をかぶった状態の
上に須恵器坏蓋（12）と坏身（13）が置かれており、追葬時には土をかぶった状態だったと考えられる。
　遺物　須恵器坏蓋・坏身は、１と２が東部隅の床面に二対にして置かれていたものである。１は口
縁部内面に１条の沈線が廻り、外面の天井部は回転ヘラケズリ調整がなされるが、中心部は甘く、ヘ
ラ起こしの痕跡が残る。２は口縁部内面の屈曲がやや強く、底部は全面が回転ヘラケズリ調整される。
北隅部に単独で置かれていた３は、焼成時にひずみが生じており、底部外面の一部には薄く朱が付着
している。底部の回転ヘラケズリ痕跡は丁寧にナデ消されており、ヘラ記号と見られる線刻が残る。
北西部の壁溝上に置かれていた４は、口縁部が上方に短く立ち上がり、底部には全面に回転ヘラケズ
リ調整が施される。南隅部の提瓶上から出土した12は、外面の一部に朱が付着している。天井部の調
整は、ヘラ起こし後に回転ヘラケズリ調整が施される。13は、胎土に白色の砂粒を多く含み、全体に
風化が進んでいる。底部は、全面に回転ヘラケズリ調整が施され、薄く「×」字状のヘラ記号が描か
れる。西隅部では６点の坏蓋と坏身がまとまって置かれていた。このうち、10のみが口縁部を下に向
けており、その他は全て口縁部を上に向けて置かれている。６と７はやや小型の坏で、胎土や焼成具
合からセットとして焼かれたものと考えられる。６は、天井部を全面回転ヘラケズリ調整し、口縁端
部の外面にはハケ状工具による斜め方向の擦痕が認められる。７は、底部を全面回転ヘラケズリ調整
する。８と９は、同一の胎土で坏身の底部に坏蓋を重ねて焼いた際の痕跡がリング状に残ることから、
セットとして焼成されたものと考えられる。８は、口縁部から天井部に向けて丸く立ち上がり、天井
部の回転ヘラケズリの痕跡はきれいにナデ消している。９は、口縁部の立ち上がりは短く、底部のヘ
ラケズリ痕跡は８と同じく、きれいにナデ消している。10と11も胎土、焼成ともよく似ているが、11
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は焼けひずみが生じており、セットとして焼かれたかどうかは不明である。10は、天井部のヘラケズ
リは回転方向が一致しておらず、回転台を静止させた状態か、手持ちで調整されたものと考えられる。
11は、底部の内面中央にハケ状工具による擦痕が残る。底部外面は、ヘラ起こしの痕跡を回転ヘラケ
ズリのみで整えている。墓道の入口部から出土した５は、天井部を全面回転ヘラケズリ調整した後、
中心部のみをナデ調整している。須恵器提瓶（14）は、高さ21.2㎝、幅18.6㎝、厚さ14.8㎝で、口径
は8.5㎝を測る。両面には、反時計回りにカキ目調整が施され、把手はやや退化した鉤状を呈する。
鉄鏃（100～103）は４点出土しているが、全て長さ15㎝程度の長頸鏃で茎部に突起を持つタイプと推
測される。２点出土している鉄釘（104、105）は、断面が四角形を呈するタイプであるが、破損して
いるため、鉄鏃の基部の可能性も残る。耳環（106）は風化が著しく、金属の地金層のみ残存してい
る状況であった。表面のメッキ層等は完全に剥落しており、原形は分からない。臼玉（99）は、直径
５㎜、厚さ４㎜で、穴の直径は２㎜程度である。色調は、淡い青灰色を呈している。石材は滑石系統
と見られる。土玉（15～98）は、直径４～６㎜程度の小型品が中心であるが、中には直径8mm程の
ものも２点だけ存在する。概ね淡い灰褐色系の色調を呈する。出土した84点のうち、56点が完形品で、
それ以外は半分以上を欠損するものである。これらの土玉は、水洗しても破損しないことから、整形・
穿孔後に焼成されたか、もしくは日干しの状態で固化されたものと考えられる。
　時期　本遺構の時期は、出土遺物から古墳時代後期、６世紀末から７世紀前半にかけて使用された
ものと考えられる。

５．版築状遺構（第575～578図）
　位置　６区北西寄り、Ｂ～Ｅ-２・３グリッドより検出された版築状遺構である。確認面上の標高
は38.3～44.0ｍ、南西向きの斜面に位置する。北東５ｍには横穴墓がある。
　形状　南西側は調査区外へ広がっているが、平面形態は北隅が突出する隅丸長方形状を呈すると考
えられる。規模は長軸26ｍ以上、短軸24ｍを測る。褐色系土、黄褐色系土と灰褐色土、黒色系土を互
層状に積み上げ、その厚さは0.9～2.1ｍを測る。
　トレンチ１（Ａ-Ａ′）、トレンチ２（Ｂ-Ｂ′）、トレンチ３（Ｃ-Ｃ′）、トレンチ５（Ｅ-Ｅ′）の土
層断面では溝状の断面（網掛け部分）を検出した。トレンチ２（Ｂ-Ｂ′）では溝状の断面を２ヶ所検
出しており、平面的には検出できなかったが、各トレンチでの位置関係から　北東-南西方向に２条
の溝が平行してのびると想定される。規模は北西側の溝（溝１）が上面幅4.5～5.9ｍ以上、底面幅1.7
～2.1ｍ、深さ1.1～1.4ｍを測り、南東側の溝（溝２）が上面幅3.0～4.8ｍ、底面幅0.7～1.5ｍ、深さ0.3
～1.0ｍを測る。なお、トレンチ２（Ｂ-Ｂ′）の溝１と溝２の内法間の距離は5.4ｍを測る。また、ト
レンチ２（Ｂ-Ｂ′）とトレンチ５（Ｅ-Ｅ′）の溝状断面（溝１）の南側は中央に向かって高くなるよ
うにマウンド状に土を積み上げている。以上のことから、本遺構の中央には墳丘状のマウンドが存在
し、その周囲には溝が巡っていた可能性がある。
　トレンチ１（Ａ-Ａ′）では２ヶ所で溝状の断面を検出した。これらは斜面上部に位置し、掘り込み
面が異なることから、築造工程毎に斜面上部からの流水を排水する目的で掘り込まれた可能性がある。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、本遺構を被覆する包含層から古代の遺
物が出土していることから、本遺構の時期は古墳時代後期頃と推定した。
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第569図　６区横穴墓墓道正面図
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第570図　６区横穴墓閉塞石検出状況図
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第571図　６区横穴墓墓室平面図、遺物出土状況図、立面図
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第576図　６区版築状遺構土層図（１）
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第577図　６区版築状遺構土層図（２）
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第７節　古　　代

１．概　　要
　古代の遺構は４区、６区の丘陵部、３区の丘陵裾部、１区の尾根状地形部で段状遺構16基、掘立柱
建物23棟、柵列３条、土坑４基、溝状遺構８基を検出した。
　遺構は丘陵の西側斜面と東側斜面裾部、１区の尾根状地形部の３ヶ所に分散して分布する。丘陵部
では段状遺構が構築され、同遺構内に掘立柱建物が存在するものもある。また、出土遺物は、須恵器、
土師器坏、土師器甕が主体で、１区SK６には破砕した大型の須恵器甕が埋納されていた。

２．段状遺構
（１）４　　区
SS29（第582～597図）
　位置・形状　Ｄ～Ｇ-11グリッド、尾根東側下部谷壁の緩斜面に検出された一連の段状遺構の総称
である。４区SS28 を切り、４区SS32･33の上層に構築されている。緩斜面を利用し、等高線に沿っ
て長く延びる形状を呈する。西側斜面上方の６区SS22とは9.0ｍ離れている。斜面の等高線に直交す
る方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-36～18°-Ｗである。確認面上の標高は34.0～32.0ｍを測り、
斜面上方の６区SS22とは3.4ｍの比高差がある。
　本遺構は、当初緩斜面に広がる大型の段状遺構として調査を始めたが、調査の結果、複数の段状遺
構が重複した遺構であることが判明した。土層観察による新旧関係では大きく、下層の掘立柱建物群
と上層の硬化面の二時期に分かれる。特に上層の硬化面上には広範囲に広がる燃焼部や炭化物、焼土
層の集中区が複数個所にわたって検出され、工房の作業空間的な様相を呈している。さらに本遺構は
埋没過程においても継続して使用されていたようであり、同一の平場を何時期にも亘って継続して使
用していたことが推測できる。
　以下に新旧の面ごとに詳細を述べることとする。

上面（第582図-左）
　斜面の高位側の地山をＬ字状に削り、平坦面を形成している。全体的な平面形は凹凸のある歪な長
方形を呈するが、これは下層の掘立柱建物部分の方形区画の連続を埋め立てた結果によると考えられ
る。精査の結果、少なくとも３層以上の硬化面が確認された。
　傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-89°-Ｗで、長軸方向は等高線
に沿っている。規模は長軸30.8ｍ、短軸5.5ｍ、確認面からの深さは最深部で80㎝を測る。壁は開きな
がら立ち上がり、床面積は103.6㎡を測る。
　床面はほぼ水平で、非常に硬化している。面上には非常によく焼けた燃焼部と焼土・炭化物の集中
が３か所以上検出され、燃焼部は複数個所に亘っている。周辺には多量の破片遺物と炭化物が広範囲
に認められた。この集中は中央部分が長径4.0ｍ、短軸2.1ｍと最も大きく、この部分の北側1.6ｍの床
面上には長さ93㎝、幅80㎝、厚さ15㎝の凝灰角礫岩製の切石が検出された。切石上面は水平に据えら
れており、金床石としての使用が想定されたが、被熱痕などは認められなかった。この石の西側にも
長径0.8ｍの非常によく使用された燃焼部が検出されている。また、硬化面は何層にも亘って検出さ
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第579図　１・５区古代遺構分布図
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第580図　２・３区古代遺構分布図
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― 469・470 ―第581図　４・６区古代遺構分布図
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第582図　４区SS29平面図、遺物出土分布図
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第583図　４区SS29断面図（１）
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①　暗褐色土。砂質を帯びる。
②　暗茶褐色土、締まり・粘性弱い。黄褐色土多量
に含有。

③　黒褐色土、締まり強い。炭化物多量に含有。
④　暗褐色土、締まり・粘性強い。炭化物・黄色ブ
ロック含有。

⑤　黒褐色土。暗褐色土少量含有。
⑥　暗褐色土。黒色粒少量含有。砂質を帯びる。
⑦　黒褐色土、締まり強い。炭化物多量に含有。層
中に硬化面有り。

⑧　黄褐色ブロック。黒褐色土含有。
⑨　黒褐色土、締まり・粘性強い。炭化物・焼土・
黄色粒多量に含有。層中に硬化面有り。

⑩　黒褐色土。黄色ブロック非常に多量に含有。
⑪　黒褐色土。黄褐色土多量に含有。
⑫　暗黄褐色土、締まり・粘性弱い。暗褐色土少量
含有。

⑬　暗褐色土、締まり・粘性弱い。暗黄褐色土多量
に含有。

⑭　暗褐色土、締まり・粘性弱い。黄色ブロック多
量に含有。

⑮　暗褐色土、締まり強い。黄色粒・炭化物多量・
焼土粒少量含有。

⑯　暗黄褐色土。黒色粒・黄色粒・炭化物多量に含
有。

⑰　黒褐色土。黄色粒僅か、炭化物少量含有。
⑱　暗褐色土。黄褐色土多量、炭化物少量含有。
⑲　暗黄褐色土。暗褐色土多量に含有。
⑳　暗褐色土。炭化物少量含有。
㉑　黒褐色土。黄褐色ブロック、炭化物少量含有。
㉒　黒色土、締まり・粘性やや有り、黄色ブロッ
ク・炭化物・焼土少量含有。

㉓　暗褐色土。黒褐色土・黄褐色ブロック少量含
有。

㉔　茶褐色土。暗褐色土少量含有。
㉕　暗黄褐色土、締まり・粘性やや有り。黄色ブ
ロック・暗褐色土多量に含有。

㉖　黒色土。黄色ブロック少量含有。
㉗　黄褐色土。黒色土含有。
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第584図　４区SS29断面図（２）
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第583図　４区SS29断面図（１）

0 2m（S＝１：80）
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①　暗褐色土。砂質を帯びる。
②　暗茶褐色土、締まり・粘性弱い。黄褐色土多量
に含有。

③　黒褐色土、締まり強い。炭化物多量に含有。
④　暗褐色土、締まり・粘性強い。炭化物・黄色ブ
ロック含有。

⑤　黒褐色土。暗褐色土少量含有。
⑥　暗褐色土。黒色粒少量含有。砂質を帯びる。
⑦　黒褐色土、締まり強い。炭化物多量に含有。層
中に硬化面有り。

⑧　黄褐色ブロック。黒褐色土含有。
⑨　黒褐色土、締まり・粘性強い。炭化物・焼土・
黄色粒多量に含有。層中に硬化面有り。

⑩　黒褐色土。黄色ブロック非常に多量に含有。
⑪　黒褐色土。黄褐色土多量に含有。
⑫　暗黄褐色土、締まり・粘性弱い。暗褐色土少量
含有。

⑬　暗褐色土、締まり・粘性弱い。暗黄褐色土多量
に含有。

⑭　暗褐色土、締まり・粘性弱い。黄色ブロック多
量に含有。

⑮　暗褐色土、締まり強い。黄色粒・炭化物多量・
焼土粒少量含有。

⑯　暗黄褐色土。黒色粒・黄色粒・炭化物多量に含
有。

⑰　黒褐色土。黄色粒僅か、炭化物少量含有。
⑱　暗褐色土。黄褐色土多量、炭化物少量含有。
⑲　暗黄褐色土。暗褐色土多量に含有。
⑳　暗褐色土。炭化物少量含有。
㉑　黒褐色土。黄褐色ブロック、炭化物少量含有。
㉒　黒色土、締まり・粘性やや有り、黄色ブロッ
ク・炭化物・焼土少量含有。

㉓　暗褐色土。黒褐色土・黄褐色ブロック少量含
有。

㉔　茶褐色土。暗褐色土少量含有。
㉕　暗黄褐色土、締まり・粘性やや有り。黄色ブ
ロック・暗褐色土多量に含有。

㉖　黒色土。黄色ブロック少量含有。
㉗　黄褐色土。黒色土含有。
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第584図　４区SS29断面図（２）
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れたことから、継続して何時期も使用されていたようである。
　面上にはピットは検出されなかったが、北西隅の段差を持った平坦面の壁面直下に幅30㎝、深さ
20㎝、断面Ｕ字形の溝がL字状に検出された。位置的に見て壁溝と考えられる。

下面（第582図-中央）
　上面の硬化面の下層50㎝の地山上に検出された。高位側の地山をＬ字状に削り、３基程の長方形の
区画を連続させた平坦面上に、少なくとも４棟（４区SB８～11）の掘立柱建物を構築している。た
だし、この段階での各区画に明瞭な壁面や新旧関係は認められず、一連の遺構として使用されていた
ものと判断した。平面配置を見ると、掘立柱建物群は中央部の２×４ｍの空間を囲むように建てられ
ている。さらに空間地の東側斜面上方の壁面には階段状にベッド状の段差が設けられている。面上に
は遺物も比較的集中していることから（第582図-右）、この空間は何らかの作業場的なスペースであっ
たと考えられる。
　また、建物群南側には平面L字状の壁溝を持つ区画が存在している。調査当初はこの区画を別遺構
と考え、４区SS34として扱ったが、調査を進める段階で遺構が４区SS29と連続していることから一
連の遺構と考え、ここに含めた。この区画では、壁面と並行する幅20～50㎝、深さ20㎝の溝状遺構が
検出された。この溝状遺構は南側では壁溝状を呈し、北端は４区SB８に切られている。以上のこと
から、４区SS34とした遺構は、建物群より古い時期の構築と考えられる。なお、P２・P５・P37及び
P19・P20・P370・P371などの柱穴列はこの溝状遺構に並行していることから、溝部分に壁材を据え
た簡易的な建物が存在していた可能性が高い。

SB11（第582図）
　４区SS29下面北側に検出された。４区SB10に切られる。斜面の高位側の地山を三段ほどの階段状
に削り、最下段に長方形の平坦面を形成している。この平坦面上にP321・P288・P302・P336・
P303・P290・P348による桁行３間、梁行２間の側柱の掘立柱建物（４区SB11）が構築されている。
長軸桁行方位はＮ-２°-Ｗである。長軸桁行6.0ｍ、短軸梁行2.8ｍ、床面積は16.8㎡を測る。桁行の柱
間寸法は2.0ｍ、梁行の柱間寸法は1.4ｍと桁行の方が広い。柱通りは一直線である。斜面下方の東側
中央部の柱穴を欠く。柱掘り方は直径50～80㎝の円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。ピット
の詳細については計測表を参照されたい。この掘立柱建物の斜面上方側には溝５条が建物を巡るよう
に掘り込まれている。いずれも幅25～40㎝、深さ18㎝を測り、断面形はＵ字形で、底面の凹凸は激し
い。これらの溝は形状から雨落等の溝と考えられる。
　さらに、西北側の段差部分にもP305・P394・P300による柱穴列が検出された。長軸方位はＮ-８°-
Ｗである。総長は2.7ｍ、柱間寸法は1.2～1.5ｍで、柱通りは一直線である。柱掘り方は直径20～38㎝
の円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。この柱穴列東側に溝１条がめぐっている。長さ3.5m、
幅25～30㎝、深さ15㎝を測り、断面形はＵ字形で、底面の凹凸は激しい。形状から雨落ちなどの溝と
考えられる。このほかにも本遺構付近には多数のピットが検出された。詳細は計測表を参照されたい。

SB10（第582図）
　４区SS29下面北側、４区SB11と同一の平坦面に検出されたP301・P299・P298・P372・P396・
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P289による桁行３間、梁行１間の側柱の掘立柱建物である。４区SB11を切っている。長軸桁行方位
はＮ-４°-Ｅである。長軸桁行5.4ｍ、短軸梁行1.4ｍ、床面積は7.6㎡を測る。桁行の柱間寸法は1.8ｍ、
梁行の柱間寸法は1.4ｍと桁行の方が広い。柱通りは一直線である。斜面下方の南東部の柱穴を欠く。
柱掘り方は直径45～55㎝の円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。ピットの詳細については計測
表を参照されたい。本遺構は段状遺構の凹部分にまたがって掘り込まれていることや切合い関係から、
４区SB11よりは新しい時期の構築と考えられる。

SB９（第582図）
　４区SS29下面中央部に検出された、P323・P341・P340・P327・P322による桁行２間、梁行１間の
側柱の掘立柱建物である。長軸桁行方位はＮ-２°-Ｅである。長軸桁行3.8ｍ、短軸梁行1.4ｍ、床面積
は5.3㎡を測る。桁行の柱間寸法は1.9ｍ、梁行の柱間寸法は1.4ｍと桁行の方が広い。柱通りは一直線
である。斜面下方の北東隅の柱穴を欠く。柱掘り方は直径28～50㎝の円形ないし楕円形を呈する。柱
痕跡は確認されなかった。なお、P323・P326は桁行柱通り上にあることから建て替えの可能性がある。
ピットの詳細については計測表を参照されたい。

SB8（第582図）
　４区SS29下面南側に検出された。斜面の高位側の地山を１～２段ほどの階段状に削り、最下段に
長方形の平坦面を形成している。この平坦面上にP109・P110・P366・P365・P412・P375・P374・
P385・P377による桁行４間、梁行２間の側柱の掘立柱建物（４区SB８）が構築されている。長軸桁
行方位はＮ-10°-Ｅで、長軸桁行4.0ｍ、短軸梁行3.4ｍ、床面積は13.6㎡を測る。桁行の柱間寸法は0.8
～1.0ｍ、梁行の柱間寸法は1.7ｍと梁行の方が広い。柱通りは一直線である。斜面下方の北東側の柱
穴を欠く。柱掘り方は直径38～50㎝の円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。ピットの詳細につ
いては計測表を参照されたい。
　埋土　暗褐色土及び黒褐色土を主体とし、黄褐色土ブロックや炭化物、土器片、破砕された燃焼部
の焼土塊などを多く混じえる（第583図）。埋土各層上面は非常に硬化しており、特に含有物の多い⑦
層の堆積状況をみると、人為的に構造材を入れて版築したかのような様相を呈している。また、ピッ
ト埋土についても、基本的には⑦層に近似した含有物の多い埋土であることから、下面使用後、人為
的に埋め戻して版築したうえで、上面を使用していた可能性が高い。
　遺物　本遺構からは非常に多くの遺物が出土している（第582図右）。出土傾向を見ると、平面分布
では、上面では中央部の焼土付近、下面では４区SB11や空間地周辺に集中している。層位的には、
特に⑦層中からの出土が多く、これは版築時に人為的に構造材として含有させたものと考えられる。
このうち185点が図示し得た（第585～597図）。
　１～84は土師器類、85～163は須恵器類である。１～35は甕、球胴の体部に外反する口縁を持つタ
イプと、長胴型で口縁に最大径を持つタイプがある。29～32は小型のものである。35は外面に叩き目
が認められる。搬入品であろうか。36は脚台付の甕、脚部はハの字状に開き、端部は内側に折れる。
37～48は甑、小型で体部上位に角状の把手が付く。体部は直線的に外傾するものと丸みを持つものが
ある。49～57は坏・皿類である。49は厚い赤彩の坏、丸味を持つ体部に口縁部は外反する。50は赤彩
の皿、体部は丸味を持ち、口縁は内湾する。51・52は埦、51は平底に丸みを持つ体部に口縁は外反、
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れたことから、継続して何時期も使用されていたようである。
　面上にはピットは検出されなかったが、北西隅の段差を持った平坦面の壁面直下に幅30㎝、深さ
20㎝、断面Ｕ字形の溝がL字状に検出された。位置的に見て壁溝と考えられる。

下面（第582図-中央）
　上面の硬化面の下層50㎝の地山上に検出された。高位側の地山をＬ字状に削り、３基程の長方形の
区画を連続させた平坦面上に、少なくとも４棟（４区SB８～11）の掘立柱建物を構築している。た
だし、この段階での各区画に明瞭な壁面や新旧関係は認められず、一連の遺構として使用されていた
ものと判断した。平面配置を見ると、掘立柱建物群は中央部の２×４ｍの空間を囲むように建てられ
ている。さらに空間地の東側斜面上方の壁面には階段状にベッド状の段差が設けられている。面上に
は遺物も比較的集中していることから（第582図-右）、この空間は何らかの作業場的なスペースであっ
たと考えられる。
　また、建物群南側には平面L字状の壁溝を持つ区画が存在している。調査当初はこの区画を別遺構
と考え、４区SS34として扱ったが、調査を進める段階で遺構が４区SS29と連続していることから一
連の遺構と考え、ここに含めた。この区画では、壁面と並行する幅20～50㎝、深さ20㎝の溝状遺構が
検出された。この溝状遺構は南側では壁溝状を呈し、北端は４区SB８に切られている。以上のこと
から、４区SS34とした遺構は、建物群より古い時期の構築と考えられる。なお、P２・P５・P37及び
P19・P20・P370・P371などの柱穴列はこの溝状遺構に並行していることから、溝部分に壁材を据え
た簡易的な建物が存在していた可能性が高い。

SB11（第582図）
　４区SS29下面北側に検出された。４区SB10に切られる。斜面の高位側の地山を三段ほどの階段状
に削り、最下段に長方形の平坦面を形成している。この平坦面上にP321・P288・P302・P336・
P303・P290・P348による桁行３間、梁行２間の側柱の掘立柱建物（４区SB11）が構築されている。
長軸桁行方位はＮ-２°-Ｗである。長軸桁行6.0ｍ、短軸梁行2.8ｍ、床面積は16.8㎡を測る。桁行の柱
間寸法は2.0ｍ、梁行の柱間寸法は1.4ｍと桁行の方が広い。柱通りは一直線である。斜面下方の東側
中央部の柱穴を欠く。柱掘り方は直径50～80㎝の円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。ピット
の詳細については計測表を参照されたい。この掘立柱建物の斜面上方側には溝５条が建物を巡るよう
に掘り込まれている。いずれも幅25～40㎝、深さ18㎝を測り、断面形はＵ字形で、底面の凹凸は激し
い。これらの溝は形状から雨落等の溝と考えられる。
　さらに、西北側の段差部分にもP305・P394・P300による柱穴列が検出された。長軸方位はＮ-８°-
Ｗである。総長は2.7ｍ、柱間寸法は1.2～1.5ｍで、柱通りは一直線である。柱掘り方は直径20～38㎝
の円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。この柱穴列東側に溝１条がめぐっている。長さ3.5m、
幅25～30㎝、深さ15㎝を測り、断面形はＵ字形で、底面の凹凸は激しい。形状から雨落ちなどの溝と
考えられる。このほかにも本遺構付近には多数のピットが検出された。詳細は計測表を参照されたい。

SB10（第582図）
　４区SS29下面北側、４区SB11と同一の平坦面に検出されたP301・P299・P298・P372・P396・
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P289による桁行３間、梁行１間の側柱の掘立柱建物である。４区SB11を切っている。長軸桁行方位
はＮ-４°-Ｅである。長軸桁行5.4ｍ、短軸梁行1.4ｍ、床面積は7.6㎡を測る。桁行の柱間寸法は1.8ｍ、
梁行の柱間寸法は1.4ｍと桁行の方が広い。柱通りは一直線である。斜面下方の南東部の柱穴を欠く。
柱掘り方は直径45～55㎝の円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。ピットの詳細については計測
表を参照されたい。本遺構は段状遺構の凹部分にまたがって掘り込まれていることや切合い関係から、
４区SB11よりは新しい時期の構築と考えられる。

SB９（第582図）
　４区SS29下面中央部に検出された、P323・P341・P340・P327・P322による桁行２間、梁行１間の
側柱の掘立柱建物である。長軸桁行方位はＮ-２°-Ｅである。長軸桁行3.8ｍ、短軸梁行1.4ｍ、床面積
は5.3㎡を測る。桁行の柱間寸法は1.9ｍ、梁行の柱間寸法は1.4ｍと桁行の方が広い。柱通りは一直線
である。斜面下方の北東隅の柱穴を欠く。柱掘り方は直径28～50㎝の円形ないし楕円形を呈する。柱
痕跡は確認されなかった。なお、P323・P326は桁行柱通り上にあることから建て替えの可能性がある。
ピットの詳細については計測表を参照されたい。

SB8（第582図）
　４区SS29下面南側に検出された。斜面の高位側の地山を１～２段ほどの階段状に削り、最下段に
長方形の平坦面を形成している。この平坦面上にP109・P110・P366・P365・P412・P375・P374・
P385・P377による桁行４間、梁行２間の側柱の掘立柱建物（４区SB８）が構築されている。長軸桁
行方位はＮ-10°-Ｅで、長軸桁行4.0ｍ、短軸梁行3.4ｍ、床面積は13.6㎡を測る。桁行の柱間寸法は0.8
～1.0ｍ、梁行の柱間寸法は1.7ｍと梁行の方が広い。柱通りは一直線である。斜面下方の北東側の柱
穴を欠く。柱掘り方は直径38～50㎝の円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。ピットの詳細につ
いては計測表を参照されたい。
　埋土　暗褐色土及び黒褐色土を主体とし、黄褐色土ブロックや炭化物、土器片、破砕された燃焼部
の焼土塊などを多く混じえる（第583図）。埋土各層上面は非常に硬化しており、特に含有物の多い⑦
層の堆積状況をみると、人為的に構造材を入れて版築したかのような様相を呈している。また、ピッ
ト埋土についても、基本的には⑦層に近似した含有物の多い埋土であることから、下面使用後、人為
的に埋め戻して版築したうえで、上面を使用していた可能性が高い。
　遺物　本遺構からは非常に多くの遺物が出土している（第582図右）。出土傾向を見ると、平面分布
では、上面では中央部の焼土付近、下面では４区SB11や空間地周辺に集中している。層位的には、
特に⑦層中からの出土が多く、これは版築時に人為的に構造材として含有させたものと考えられる。
このうち185点が図示し得た（第585～597図）。
　１～84は土師器類、85～163は須恵器類である。１～35は甕、球胴の体部に外反する口縁を持つタ
イプと、長胴型で口縁に最大径を持つタイプがある。29～32は小型のものである。35は外面に叩き目
が認められる。搬入品であろうか。36は脚台付の甕、脚部はハの字状に開き、端部は内側に折れる。
37～48は甑、小型で体部上位に角状の把手が付く。体部は直線的に外傾するものと丸みを持つものが
ある。49～57は坏・皿類である。49は厚い赤彩の坏、丸味を持つ体部に口縁部は外反する。50は赤彩
の皿、体部は丸味を持ち、口縁は内湾する。51・52は埦、51は平底に丸みを持つ体部に口縁は外反、
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52は口縁が内湾する。53は脚付埦、深めの体部に直立気味の脚部が付く。54・55は皿、54は底部が丸
みを持ち口縁は外傾、55は口縁が短く外反する。56は盤で、器壁は厚い。57は高台付坏、高台部は直
立気味に付く。58～61は手捏ね土器の坏、小型で、口縁が外反するものと内湾するものがある。62は
不明土製品、中空の把手の破片の可能性もある。63～80は土製支脚である。脚台部内面は大きく凹む
ものとわずかに凹むものがある。81～84は移動式竈、比較的小型である。
　85～112は須恵器坏蓋である。つまみを持たないタイプと宝珠型のつまみ、輪状のつまみを持つタ
イプがある。95・98・106・109・110は硯に転用されている。また112は天井部外面に竹管文がスタン
プされている。このタイプの須恵器蓋は陰田宮の谷遺跡５区で出土しており、流通を示す資料と報告
されている（註１）。96・119はセットで出土したもので96の外面には「カ」もしくは「巾」が線刻さ
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立気味に付く。58～61は手捏ね土器の坏、小型で、口縁が外反するものと内湾するものがある。62は
不明土製品、中空の把手の破片の可能性もある。63～80は土製支脚である。脚台部内面は大きく凹む
ものとわずかに凹むものがある。81～84は移動式竈、比較的小型である。
　85～112は須恵器坏蓋である。つまみを持たないタイプと宝珠型のつまみ、輪状のつまみを持つタ
イプがある。95・98・106・109・110は硯に転用されている。また112は天井部外面に竹管文がスタン
プされている。このタイプの須恵器蓋は陰田宮の谷遺跡５区で出土しており、流通を示す資料と報告
されている（註１）。96・119はセットで出土したもので96の外面には「カ」もしくは「巾」が線刻さ
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れている。110は外面に「×」、111は内面に「×」が線刻されている。113～118は坏身、113はかえり
を持つ。114～118は体部に丸味を持ち、口縁は内湾するものと外反するものがある。120～135は高台
付坏、体部は丸味を持ち口縁部端部が外反するものと直線的なものがある。高台部はハの字状に開き
端部を面取りするものと低く直立気味のものがある。136・137は埦、深めの体部に口縁部は直立し、
外面に３条の沈線が施される。138～146は高坏、坏部にかえりが付くものとつかないものがある。脚
部は短脚のものと長脚のもの、内湾するものと外傾するものがあり、１～２段の線状透かしが施され
る。143は脚部に焼成前線刻「×」が施される。147～149は長頸壺、147は頸部高が体部高より低く、
体部が球形に近く、肩に円形浮文２個が付く。内面には円形の当具痕が残る。148は長頸化し肩部に
明瞭な稜が付くタイプである。149は長頸壺の頸部を焼台等に転用したものである。150・151・159・
160は横瓶、横長で151は肩部に把手が付く。152～158は甕、大型と小型があり、口縁が緩やかに外反
し、頸部に波状文が施されるタイプや、肩部に把手が付くタイプがある。161は堤瓶、背面はヘラ削
りが施される。162は小型の壺か、肩が張る形状は𤭯に似るが、体部に円孔は施されていない。163は
𤭯、平底で肩が張るタイプである。
　164～169は鉄製品である。164・165は刀子、166は柄の部分が折曲がっており、鎌の茎部分かもし
れない。167～169は釘である。
　170～188は石器・石製品類である。170・171は紡錘車、170は花崗岩製、171は凝灰岩製である。
172・173は砥石、いずれも仕上砥である。172は凝灰岩製で方柱状の素材の表裏面と右側面及び上面
を使用している。173は方柱状の素材の全面を使用し、表面は使用により下端が磨り減っている。
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れている。110は外面に「×」、111は内面に「×」が線刻されている。113～118は坏身、113はかえり
を持つ。114～118は体部に丸味を持ち、口縁は内湾するものと外反するものがある。120～135は高台
付坏、体部は丸味を持ち口縁部端部が外反するものと直線的なものがある。高台部はハの字状に開き
端部を面取りするものと低く直立気味のものがある。136・137は埦、深めの体部に口縁部は直立し、
外面に３条の沈線が施される。138～146は高坏、坏部にかえりが付くものとつかないものがある。脚
部は短脚のものと長脚のもの、内湾するものと外傾するものがあり、１～２段の線状透かしが施され
る。143は脚部に焼成前線刻「×」が施される。147～149は長頸壺、147は頸部高が体部高より低く、
体部が球形に近く、肩に円形浮文２個が付く。内面には円形の当具痕が残る。148は長頸化し肩部に
明瞭な稜が付くタイプである。149は長頸壺の頸部を焼台等に転用したものである。150・151・159・
160は横瓶、横長で151は肩部に把手が付く。152～158は甕、大型と小型があり、口縁が緩やかに外反
し、頸部に波状文が施されるタイプや、肩部に把手が付くタイプがある。161は堤瓶、背面はヘラ削
りが施される。162は小型の壺か、肩が張る形状は𤭯に似るが、体部に円孔は施されていない。163は
𤭯、平底で肩が張るタイプである。
　164～169は鉄製品である。164・165は刀子、166は柄の部分が折曲がっており、鎌の茎部分かもし
れない。167～169は釘である。
　170～188は石器・石製品類である。170・171は紡錘車、170は花崗岩製、171は凝灰岩製である。
172・173は砥石、いずれも仕上砥である。172は凝灰岩製で方柱状の素材の表裏面と右側面及び上面
を使用している。173は方柱状の素材の全面を使用し、表面は使用により下端が磨り減っている。
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174～182は凝灰角礫岩製の台石である。被熱しているものが多い。上面に使用による磨痕や敲打痕が
認められる。
　以下は４区SS34部分からの出土遺物である（第597図）。
　１は土師器の甕、単口縁で口縁は緩やかに外反する。２は土師器の直口壺か。屈曲した頸部に外傾
する口縁が付く。外面に粘土積み上げ痕が残る。３は高坏の脚端部である。
　時期・性格　出土遺物と形状から、本遺構は７世紀中葉～末にかけて、継続して使用された段状遺
構と考えられる。また台石や砥石の出土の多さや、何層もの硬化面や破砕された焼土塊はこの段状遺
構の工房的な性格を表していると言えよう。ただし、製鉄関連の遺物は出土していない代わりに甑や
土製支脚、移動式竈や須恵器の什器類や貯蔵具の出土量の多さは、共用の竈屋的な施設の可能性も考
えられる。
　（註１） 　佐伯純也　2000「第５章　まとめ」『陰田宮の谷遺跡４区・５区』財団法人　米子市教育文化事業団

（２）６　　区
SS5（第598・599図）
　位置　６区西寄り、Ｃ・Ｄ-３グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面上の標高
は41.5～42.3ｍ、南西向きの斜面に位置する。北西側は６区SS６を切っており、北東側6.5ｍに６区
SS21がある。
　形状　南西側が流失しているが、平面形態は弧状を呈する。規模は長軸14.0ｍ、短軸2.1ｍ以上、確
認面からの深さは最大で38㎝を測る。床面積は29.4㎡以上を測り、床面は平坦で、北東から南西へ緩
やかに傾斜する。
　本遺構に伴うピットは全部で21基検出されたが、掘立柱建物は確認できなかった。P20・P21の北
側には焼土が検出され、P28からは土器がまとまって出土した。
　埋土　北西側のＡ－Ａ′部分では淡灰褐色土の単層であるが、南東側のＣ－Ｃ′部分では、上層に灰
茶色土、下層に暗灰色土が堆積する。
　遺物　出土遺物のうち１点を図示した（599図）。
　１はP28出土の土師器甕で、頸部はく字状に屈曲し、胴部は球形を呈する。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古代と考えられる。

SD6（第598図）
　位置　６区中央やや北西寄り、Ｅ-３グリッドより検出された溝状遺構である。確認面上の標高は
42.0～42.3ｍ、西向きの斜面に位置する。北側には６区SS５が隣接する。
　形状　南西から北へ緩やかに湾曲する。検出した長さは117㎝、最大幅は上端で31㎝、底面で19㎝、
確認面からの深さは10㎝を測る。断面の形状は逆台形状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　淡褐色土の単層で、その堆積状況から流水の痕跡は窺えない。　　
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SS５との位置関係から、
本遺構の時期は古代と判断した。また、６区SS５との位置関係から、その壁溝の一部である可能性
がある。
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SS20（第600・601図）
　位置　６区中央、Ｆ-５グリッドより検出された段状遺構で
ある。確認面上の標高は43.0～43.9ｍ、南西向きの斜面に位置
する。南西側５ｍに６区SS25と６区SS31がある。
　形状　南東側が流失しているが、平面形態は隅丸長方形を呈
すると考えられる。規模は長軸7.2ｍ、短軸1.8ｍ以上、確認面
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 38 35 19 
2 26 20 18 
3 24 22 14 
4 46 38 50 
5 41 34 22 
6 36 35 21 
7 40 35 28 
8 18 15 20 
9 52 40 73 
10 30 28 10 
13 42 38 20 
14 24 23 13 
18 36 28 29 
19 39 36 34 
20 63 42 14 
22 28 25 23 
23 37 33 14 
24 25 22 14 
25 30 26 24 
26 41 26 5 
27 21 21 6 
28 64 54 28 
67 58 38 14 
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174～182は凝灰角礫岩製の台石である。被熱しているものが多い。上面に使用による磨痕や敲打痕が
認められる。
　以下は４区SS34部分からの出土遺物である（第597図）。
　１は土師器の甕、単口縁で口縁は緩やかに外反する。２は土師器の直口壺か。屈曲した頸部に外傾
する口縁が付く。外面に粘土積み上げ痕が残る。３は高坏の脚端部である。
　時期・性格　出土遺物と形状から、本遺構は７世紀中葉～末にかけて、継続して使用された段状遺
構と考えられる。また台石や砥石の出土の多さや、何層もの硬化面や破砕された焼土塊はこの段状遺
構の工房的な性格を表していると言えよう。ただし、製鉄関連の遺物は出土していない代わりに甑や
土製支脚、移動式竈や須恵器の什器類や貯蔵具の出土量の多さは、共用の竈屋的な施設の可能性も考
えられる。
　（註１） 　佐伯純也　2000「第５章　まとめ」『陰田宮の谷遺跡４区・５区』財団法人　米子市教育文化事業団

（２）６　　区
SS5（第598・599図）
　位置　６区西寄り、Ｃ・Ｄ-３グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面上の標高
は41.5～42.3ｍ、南西向きの斜面に位置する。北西側は６区SS６を切っており、北東側6.5ｍに６区
SS21がある。
　形状　南西側が流失しているが、平面形態は弧状を呈する。規模は長軸14.0ｍ、短軸2.1ｍ以上、確
認面からの深さは最大で38㎝を測る。床面積は29.4㎡以上を測り、床面は平坦で、北東から南西へ緩
やかに傾斜する。
　本遺構に伴うピットは全部で21基検出されたが、掘立柱建物は確認できなかった。P20・P21の北
側には焼土が検出され、P28からは土器がまとまって出土した。
　埋土　北西側のＡ－Ａ′部分では淡灰褐色土の単層であるが、南東側のＣ－Ｃ′部分では、上層に灰
茶色土、下層に暗灰色土が堆積する。
　遺物　出土遺物のうち１点を図示した（599図）。
　１はP28出土の土師器甕で、頸部はく字状に屈曲し、胴部は球形を呈する。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古代と考えられる。

SD6（第598図）
　位置　６区中央やや北西寄り、Ｅ-３グリッドより検出された溝状遺構である。確認面上の標高は
42.0～42.3ｍ、西向きの斜面に位置する。北側には６区SS５が隣接する。
　形状　南西から北へ緩やかに湾曲する。検出した長さは117㎝、最大幅は上端で31㎝、底面で19㎝、
確認面からの深さは10㎝を測る。断面の形状は逆台形状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　淡褐色土の単層で、その堆積状況から流水の痕跡は窺えない。　　
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区SS５との位置関係から、
本遺構の時期は古代と判断した。また、６区SS５との位置関係から、その壁溝の一部である可能性
がある。
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SS20（第600・601図）
　位置　６区中央、Ｆ-５グリッドより検出された段状遺構で
ある。確認面上の標高は43.0～43.9ｍ、南西向きの斜面に位置
する。南西側５ｍに６区SS25と６区SS31がある。
　形状　南東側が流失しているが、平面形態は隅丸長方形を呈
すると考えられる。規模は長軸7.2ｍ、短軸1.8ｍ以上、確認面
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 38 35 19 
2 26 20 18 
3 24 22 14 
4 46 38 50 
5 41 34 22 
6 36 35 21 
7 40 35 28 
8 18 15 20 
9 52 40 73 
10 30 28 10 
13 42 38 20 
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からの深さは最大で
50㎝を測る。床面積
は13.0 ㎡以上を測
り、床面は平坦で、
ほぼ水平である。
　本遺構に伴うピッ
トは全部で５基検出
されたが、掘立柱建
物は確認できなかっ
た。
　埋土　上層から暗
褐色土、灰褐色土、
暗褐灰色土が堆積し、壁際
から傾斜堆積していること
から、自然埋没したと考え
られる。
　遺物　出土遺物は南東側
に集中しており、このうち
７点を図示した。
　１～３は土師器である。
１は甕で、口縁部は外反す
る。２は皿で、内外面とも
赤色塗彩が施されている。
３は製塩土器である。
　４～６は須恵器で、４は
坏蓋、５、６は坏身である。
５、６はいずれも内湾気味
に立ち上がるが、５はさら
に口縁端部が僅かに外反す
る。５の底部外面にはヘラ切り後ナデ調整が施され、６の底部外面には回転糸切りが施されている。
　７は角閃石安山岩製の台石で、表面と左側面には磨痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は８世紀前葉と考えられる。

SS21（第602・603図）
　位置　６区北西寄り、Ｂ・Ｃ-３・４グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面上
の標高は43.6～45.4ｍ、南西向きの斜面に位置する。南西側6.5ｍに６区SS５がある。
　形状　南西側が流失しているが、平面形態は弧を描く隅丸長方形を呈すると考えられる。規模は長
軸17.2ｍ、短軸4.1ｍ以上、確認面からの深さは最大で68㎝を測る。床面積は70.5㎡以上を測り、北側

0 2m（S＝１：80）

A

② 5
2

1
7

4

③
①

H
＝
44
.6
m

A′

A
A′

①　暗褐色土
②　灰褐色土
③　暗褐灰色土（炭化物粒が僅かに混じる）

P2

P1

P3
1

5

2
4

7
P5

第600図　６区SS20

1 2

4
3

5

6

7

（S＝１：４）0 10㎝

第601図　６区SS20出土遺物

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 39 36 27 
2 31 22 16 
3 53 47 48 
5 92 80 20 

― 490 ―

（
S＝
１
：
80
）

0
2m

D
′

D
P1

P2
P3

2
1

H
＝
44
.5
m

C
′

C

C
′

C

H
＝
44
.5
m

A′
A

A′A

H
＝
46
.2
m

B′
B

B′

B

D′

D

H
＝
46
.2
m

①
②

③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

SB
7

SB
8

P2

P3
P5

P4
P6

P3
97

P7
P8

P1

2

1

⑨
⑩

⑪

⑫
⑬

⑭

⑮
⑯

⑰

⑲
⑱

⑳ ㉑

㉒P8
P7

P6
P4

㉓
㉔ ㉕

㉖ ㉗

㉘
㉙

㉚
㉛




①
　
暗
褐
色
土
（
ロ
ー
ム
粒
混
じ
り
）

②
　
淡
灰
褐
色
土

③
　
灰
褐
色
土

④
　
暗
灰
色
土

⑤
　
淡
褐
色
土
（
ロ
ー
ム
粒
混
じ
り
）

⑥
　
灰
褐
色
土
（
締
ま
り
な
し
）

⑦
　
暗
褐
色
土

⑧
　
淡
褐
灰
色
土
（
ロ
ー
ム
小
ブ
ロ
ッ
ク
混
じ
り
）

⑨
　
暗
褐
色
土
（
ロ
ー
ム
粒
混
じ
り
）

⑩
　
淡
灰
褐
色
土
（
ロ
ー
ム
粒
混
じ
り
）

⑪
　
淡
灰
褐
色
土
（
炭
化
物
粒
が
僅
か
に
混
じ
る
）

⑫
　
暗
褐
色
土
（
炭
化
物
粒
が
僅
か
に
混
じ
る
）

⑬
　
灰
褐
色
土

⑭
　
暗
褐
色
土
（
ロ
ー
ム
粒
混
じ
り
）

⑮
　
黄
褐
色
土
（
暗
灰
色
小
ブ
ロ
ッ
ク
混
じ
り
）

⑯
　
暗
褐
色
土

⑰
　
淡
灰
褐
色
土

⑱
　
淡
灰
褐
色
土

⑲
　
褐
色
土
（
ロ
ー
ム
小
ブ
ロ
ッ
ク
混
じ
り
）

⑳
　
暗
褐
色
土
（
暗
灰
色
小
ブ
ロ
ッ
ク
混
じ
り
）

㉑
　
淡
灰
褐
色
土
（
ロ
ー
ム
小
ブ
ロ
ッ
ク
混
じ
り
）

㉒
　
暗
褐
色
土
（
ロ
ー
ム
小
ブ
ロ
ッ
ク
混
じ
り
）

㉓
　
暗
褐
色
土

㉔
　
褐
色
土
（
ロ
ー
ム
粒
混
じ
り
）

㉕
　
淡
灰
褐
色
土

㉖
　
暗
褐
色
土

㉗
　
淡
灰
褐
色
土

㉘
　
暗
褐
色
土

㉙
　
暗
褐
色
土
（
ロ
ー
ム
粒
混
じ
り
）

㉚
　
暗
褐
色
土

㉛
　
淡
灰
褐
色
土

3
　
淡
灰
褐
色
土
（
ロ
ー
ム
粒
混
じ
り
）

3
　
暗
褐
色
土

第602図　６区SS21

ピ
ッ
ト
計
測
表（
単
位：
㎝
）

N
O
長
径
短
径
深
さ

1 
40
 
33
 
40
 

2 
37
 
27
 
38
 

3 
40
 
34
 
46
 

4 
50
 
39
 
33
 

5 
22
 
20
 
42
 

6 
49
 
40
 
42
 

7 
50
 
43
 
35
 

8 
42
 
37
 
34
 

― 491 ―

CW6_TY091_P471_D07-01_02_第１分冊.indd   490 2015/03/05   15:32:28



からの深さは最大で
50㎝を測る。床面積
は13.0 ㎡以上を測
り、床面は平坦で、
ほぼ水平である。
　本遺構に伴うピッ
トは全部で５基検出
されたが、掘立柱建
物は確認できなかっ
た。
　埋土　上層から暗
褐色土、灰褐色土、
暗褐灰色土が堆積し、壁際
から傾斜堆積していること
から、自然埋没したと考え
られる。
　遺物　出土遺物は南東側
に集中しており、このうち
７点を図示した。
　１～３は土師器である。
１は甕で、口縁部は外反す
る。２は皿で、内外面とも
赤色塗彩が施されている。
３は製塩土器である。
　４～６は須恵器で、４は
坏蓋、５、６は坏身である。
５、６はいずれも内湾気味
に立ち上がるが、５はさら
に口縁端部が僅かに外反す
る。５の底部外面にはヘラ切り後ナデ調整が施され、６の底部外面には回転糸切りが施されている。
　７は角閃石安山岩製の台石で、表面と左側面には磨痕が認められる。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は８世紀前葉と考えられる。

SS21（第602・603図）
　位置　６区北西寄り、Ｂ・Ｃ-３・４グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面上
の標高は43.6～45.4ｍ、南西向きの斜面に位置する。南西側6.5ｍに６区SS５がある。
　形状　南西側が流失しているが、平面形態は弧を描く隅丸長方形を呈すると考えられる。規模は長
軸17.2ｍ、短軸4.1ｍ以上、確認面からの深さは最大で68㎝を測る。床面積は70.5㎡以上を測り、北側
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 39 36 27 
2 31 22 16 
3 53 47 48 
5 92 80 20 
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の壁際の中央から北西側にかけて、６区SB７
に沿うように２条の壁溝がある。このことから、
北西側では新旧２時期が想定され、土層断面の
所見から、南西側の段状遺構が埋没した後、北
東側の段状遺構が掘り直されたと考えられる。
床面はいずれも平坦で、北東から南西へ緩やか
に傾斜する。
　本遺構に伴うピットは全部で９基検出され
た。このうちP１、P２、P３で６区SB７、P４、P６、P７、P８で６区SB８の２棟の桁行３間、梁行
１間以上の掘立柱建物を構成する。建物間の距離は1.3ｍと狭く、両建物は併存しなかったと考えら
れるが、先後関係は明らかにはできなかった。
　埋土　南東側のＡ-Ａ′部分では上層から暗褐色土、淡灰褐色土、灰褐色土、北西側のＢ-Ｂ′部分で
は上層に灰褐色土、下層に暗褐色土が堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没したと
考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片で、このうち２点を図示した。
　１は土師器坏身で口縁部は内湾する。また、内外面とも赤色塗彩が施されている。２は須恵器燈明
皿で、口縁部は大きく外反し、底部外面には回転糸切りが施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は８世紀中葉と考えられる。

SB７（第602図）
　位置　６区北西寄り、Ｂ-３グリッドより検出された掘立柱建物で、６区SS21内に位置する。確認
面上の標高は44.1～44.2ｍ、南西向きの斜面に位置する。　
　形状　６区SS21内に構築された掘立柱建物で、西側の柱穴は流失したと考えられる。検出範囲内
ではP１とP２との間の柱穴を検出できなかったが、柱筋から桁行３間の掘立柱建物になると考えら
れる。主軸方位はＮ-57°-Ｗで、桁行は5.4ｍを測る。柱間寸法はP１-P２間が350㎝、P２-P３間が
190㎝である。柱掘り方は直径27～40㎝の円形を呈し、柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の詳細に
ついては計測表を参照されたい。
　埋土　暗褐色土と淡灰褐色土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS21との関係から、本遺構の時期は８世紀
中葉と考えられる。

SB8（第602図）
　位置　６区北西寄り、Ｂ・Ｃ-３、Ｃ-４グリッドにまたがって検出された掘立柱建物で、６区
SS21内に位置する。確認面上の標高は43.9～44.0ｍ、南西向きの斜面に位置する。　
　形状　６区SS21内に構築された掘立柱建物である。西側の柱穴は流失したと考えられ、検出範囲
内では桁行３間の掘立柱建物である。主軸方位はＮ-35°-Ｗで、桁行は5.2ｍを測る。柱間寸法はP４
-P６間が180㎝、P６-P７間が160㎝、P７-P８間が180㎝である。柱掘り方は直径20～50㎝の円形を
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2
（S＝１：４）0 10㎝

第603図　６区SS21出土遺物
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呈し、柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　暗褐色系土と灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS21との関係から、本遺構の時期は８世紀
中葉と考えられる。

４区SS25・６区SS22（第604～616図）
　Ｄ～Ｇ-９・10グリッド、尾根東側下部谷壁の急斜面から緩斜面への変換域に検出された一連の段
状遺構の総称である。６区SI17・22・24・25の上層に構築されている。斜面を利用し、等高線に沿っ
て長く延びる形状を呈する。東側斜面下方の４区SS29とは6.0ｍ離れ、比高差3.0ｍを測る。緩斜面の
等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-70～82°-Ｗである。全体の規模は長軸長
36.5ｍ、短軸長10.0ｍ、確認面上の標高は37.4～35.8mを測り、斜面下方の４区SS29とは3.4ｍの比高差
がある。
　本遺構は、当初緩斜面に広がる大型の段状遺構として調査を始めたが、調査の結果、４区SS29と
同様に複数の段状遺構と掘立柱建物が重複した遺構であることが判明した。また、４区調査段階で４
区SS25とした段状遺構も、結果的には６区SS22と一連の段状遺構であることが判明したため、ここ
に一括した。この段状遺構による平坦面上に掘立柱建物５棟（６区SB９～13）、土坑２基（６区
SK23・６区SI19）とが検出された。このことから本址は段状遺構と建物が有機的に存在し、使用さ
れていたことが分かる。また４区SS25と６区SS22全体の埋土には壁面や新旧関係など明瞭な切合い
関係を持つものはなく、平坦面一帯の遺構が同時期に使用されていたようである。このため、記述に
際しては北側から４区SS25→６区SS22-１→２→３と区分したうえで、以下に個別に述べることとす
る。

４区SS25（第604～607図）
　位置　Ｄ・Ｅ-10グリッド、６区SS22の北側に連続して検出された（第605図）。下層の４区SS27を
埋め立てて構築されている。
　形状　斜面の高位側の地山をＬ字状に削り、４区SS27上に平坦面を造成している。全体的な平面
形は凹凸のある長方形を呈するが、これは北側の建物部分と南側の通路状の部分が一体化しているた
めと思われる。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-74°-Ｗである。
規模は長軸11.2ｍ、短軸5.8ｍ、確認面からの深さは最深部で120㎝を測る。壁は開きながら立ち上がり、
床面積は43.0㎡を測る。
　面上には全部で38基のピットが検出された。このうちP150・152・154・156・272・285・284と
P151・153・155・157・273が並行して列状に掘り込まれていることから、この部分に建物が存在し
ていたものと考えられる。この建物は斜面の形状に沿って屈曲する１間×５間の細長い掘立柱建物で、
長軸桁行方位は南側でＮ-18°-Ｅ、北側でＮ-44°-Ｅを指す。規模は長軸桁行7.2ｍ、短軸梁行0.8ｍ、
床面積は5.7㎡を測る。桁行の柱間寸法は0.8～1.4ｍ、梁行の柱間寸法は0.8ｍと桁行の方が広い。柱通
りはややばらつきがある。この建物部分の斜面上位の壁面はコの字状に拡張されており、さらに壁面
直下には幅38㎝、深さ20㎝、断面Ｕ字形の溝が検出された。位置的に壁溝と考えられる。
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の壁際の中央から北西側にかけて、６区SB７
に沿うように２条の壁溝がある。このことから、
北西側では新旧２時期が想定され、土層断面の
所見から、南西側の段状遺構が埋没した後、北
東側の段状遺構が掘り直されたと考えられる。
床面はいずれも平坦で、北東から南西へ緩やか
に傾斜する。
　本遺構に伴うピットは全部で９基検出され
た。このうちP１、P２、P３で６区SB７、P４、P６、P７、P８で６区SB８の２棟の桁行３間、梁行
１間以上の掘立柱建物を構成する。建物間の距離は1.3ｍと狭く、両建物は併存しなかったと考えら
れるが、先後関係は明らかにはできなかった。
　埋土　南東側のＡ-Ａ′部分では上層から暗褐色土、淡灰褐色土、灰褐色土、北西側のＢ-Ｂ′部分で
は上層に灰褐色土、下層に暗褐色土が堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没したと
考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片で、このうち２点を図示した。
　１は土師器坏身で口縁部は内湾する。また、内外面とも赤色塗彩が施されている。２は須恵器燈明
皿で、口縁部は大きく外反し、底部外面には回転糸切りが施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は８世紀中葉と考えられる。

SB７（第602図）
　位置　６区北西寄り、Ｂ-３グリッドより検出された掘立柱建物で、６区SS21内に位置する。確認
面上の標高は44.1～44.2ｍ、南西向きの斜面に位置する。　
　形状　６区SS21内に構築された掘立柱建物で、西側の柱穴は流失したと考えられる。検出範囲内
ではP１とP２との間の柱穴を検出できなかったが、柱筋から桁行３間の掘立柱建物になると考えら
れる。主軸方位はＮ-57°-Ｗで、桁行は5.4ｍを測る。柱間寸法はP１-P２間が350㎝、P２-P３間が
190㎝である。柱掘り方は直径27～40㎝の円形を呈し、柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の詳細に
ついては計測表を参照されたい。
　埋土　暗褐色土と淡灰褐色土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS21との関係から、本遺構の時期は８世紀
中葉と考えられる。

SB8（第602図）
　位置　６区北西寄り、Ｂ・Ｃ-３、Ｃ-４グリッドにまたがって検出された掘立柱建物で、６区
SS21内に位置する。確認面上の標高は43.9～44.0ｍ、南西向きの斜面に位置する。　
　形状　６区SS21内に構築された掘立柱建物である。西側の柱穴は流失したと考えられ、検出範囲
内では桁行３間の掘立柱建物である。主軸方位はＮ-35°-Ｗで、桁行は5.2ｍを測る。柱間寸法はP４
-P６間が180㎝、P６-P７間が160㎝、P７-P８間が180㎝である。柱掘り方は直径20～50㎝の円形を
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第603図　６区SS21出土遺物
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呈し、柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　暗褐色系土と灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS21との関係から、本遺構の時期は８世紀
中葉と考えられる。

４区SS25・６区SS22（第604～616図）
　Ｄ～Ｇ-９・10グリッド、尾根東側下部谷壁の急斜面から緩斜面への変換域に検出された一連の段
状遺構の総称である。６区SI17・22・24・25の上層に構築されている。斜面を利用し、等高線に沿っ
て長く延びる形状を呈する。東側斜面下方の４区SS29とは6.0ｍ離れ、比高差3.0ｍを測る。緩斜面の
等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-70～82°-Ｗである。全体の規模は長軸長
36.5ｍ、短軸長10.0ｍ、確認面上の標高は37.4～35.8mを測り、斜面下方の４区SS29とは3.4ｍの比高差
がある。
　本遺構は、当初緩斜面に広がる大型の段状遺構として調査を始めたが、調査の結果、４区SS29と
同様に複数の段状遺構と掘立柱建物が重複した遺構であることが判明した。また、４区調査段階で４
区SS25とした段状遺構も、結果的には６区SS22と一連の段状遺構であることが判明したため、ここ
に一括した。この段状遺構による平坦面上に掘立柱建物５棟（６区SB９～13）、土坑２基（６区
SK23・６区SI19）とが検出された。このことから本址は段状遺構と建物が有機的に存在し、使用さ
れていたことが分かる。また４区SS25と６区SS22全体の埋土には壁面や新旧関係など明瞭な切合い
関係を持つものはなく、平坦面一帯の遺構が同時期に使用されていたようである。このため、記述に
際しては北側から４区SS25→６区SS22-１→２→３と区分したうえで、以下に個別に述べることとす
る。

４区SS25（第604～607図）
　位置　Ｄ・Ｅ-10グリッド、６区SS22の北側に連続して検出された（第605図）。下層の４区SS27を
埋め立てて構築されている。
　形状　斜面の高位側の地山をＬ字状に削り、４区SS27上に平坦面を造成している。全体的な平面
形は凹凸のある長方形を呈するが、これは北側の建物部分と南側の通路状の部分が一体化しているた
めと思われる。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-74°-Ｗである。
規模は長軸11.2ｍ、短軸5.8ｍ、確認面からの深さは最深部で120㎝を測る。壁は開きながら立ち上がり、
床面積は43.0㎡を測る。
　面上には全部で38基のピットが検出された。このうちP150・152・154・156・272・285・284と
P151・153・155・157・273が並行して列状に掘り込まれていることから、この部分に建物が存在し
ていたものと考えられる。この建物は斜面の形状に沿って屈曲する１間×５間の細長い掘立柱建物で、
長軸桁行方位は南側でＮ-18°-Ｅ、北側でＮ-44°-Ｅを指す。規模は長軸桁行7.2ｍ、短軸梁行0.8ｍ、
床面積は5.7㎡を測る。桁行の柱間寸法は0.8～1.4ｍ、梁行の柱間寸法は0.8ｍと桁行の方が広い。柱通
りはややばらつきがある。この建物部分の斜面上位の壁面はコの字状に拡張されており、さらに壁面
直下には幅38㎝、深さ20㎝、断面Ｕ字形の溝が検出された。位置的に壁溝と考えられる。
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第605図　４区SS25（１）

― 495 ―

CW6_TY091_P471_D07-01_02_第１分冊.indd   495 2015/03/05   15:32:29



　建物南側にもP248・P254・P264・P265による柱穴列が壁面と並行して検出された。このうちP265
は底面に灰黄色の粘質土が突き固められていた。根固めのためのものと考えられる。さらに埋土中位
には礎石が据えられていた。凝灰角礫岩を一辺28㎝、厚さ14㎝の方形に切り出している。このことから、
このピットは少なくとも２回以上の柱据え直しが行われたものと考えられる。柱間寸法は1.0～1.3ｍを
測る。この部分の面上は非常に硬化しており、南側の６区SS22に繋がる通路的な性格が考えられる。
　埋土　淡灰褐色土を主体とし、４区SS27床面を、地山ロームを削った灰褐色土により埋め立てて
平坦面を造成している。
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礎石検出状況

第606図　４区SS25（２）

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
150 24 19 40 
151 26 25 46 
152 26 22 34 
153 21 16 20 
154 23 19 38 
155 37 31 68 
156 19 17 28 
157 35 33 56 
246 71 41 30 
247 32 28 17 
248 44 24 28 
249 20 17 28 
250 39 23 42 
251 35 30 36 
252 14 （13） 25 
253 30 27 36 
254 57 46 40 
255 23 20 47 
256 24 22 42 

NO 長径 短径 深さ
257 41 34 43 
258 26 17 28 
259 30 28 26 
260 24 23 44 
261 31 23 43 
262 26 24 33 
263 25 19 34 
264 34 32 40 
265 41 38 41 
266 20 19 10 
268 19 16 26 
269 25 22 38 
272 25 21 56 
273 26 21 17 
274 18 17 6 
284 38 28 34 
285 42 38 46 
400 44 31 40 
401 34 27 23 
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　遺物　本遺構出土遺物のうち４点が
図示し得た。（第607図）。１は須恵器
の坏蓋、端部は垂直気味に折れる。２
は須恵器の坏身、立ち上がりは短く内
傾する。３は須恵器転用品、甕体部を
直径3.2㎝の円形に打ち欠いている。
内面は摩耗している。
　４は土師器の土馬、首のつけねから
胴体部分が遺存する。左頸側面部に馬
具の一部が貼付けられている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期
は７世紀後半と考えられる。

SS22（第604・608～616図）
　位置　Ｅ～Ｇ-９・10グリッド、４区SS25の北側に連続して検出された（第604図）。４区SS27・６
区SI17・18・22・24・25を埋め立てて構築されている。
　形状　斜面の高位側の地山をＬ字状に削り、下層の遺構を埋め立てて長方形の平坦面を造成してい
る。この平坦面上に５棟（６区SB９～13）の掘立柱建物が検出された。平面配置を見ると、掘立柱
建物群は北側の６区SB９～10と南側の６区SB10～13に分かれ、中央には空閑地がある。このため、
記述に際しては北側を６区SS22-１、南側を６区SS22-２と区分したうえで、以下に個別に述べるこ
ととする。

SS22-1（第608～612・615・616図）
　６区SS22北寄りの部分で、４区SS25から続いている平坦面上とは方形の段差を持つ。傾斜面の等
高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-65°-Ｗである。規模は長軸18.0ｍ、短軸7.4ｍ、
確認面からの深さは最深部で70㎝を測る。壁は開きながら立ち上がり、床面積は43.0㎡を測る。斜面
上位の壁面にはテラス状の段差が認められるが、これは埋土の状況から何回かの建て替え・拡張が行
われた結果と考えられる。
　面上には６区SB９～10の２棟の掘立柱建物が検出されたほか、柱穴列も６条程検出されているこ
とから、少なくとも３時期以上の建て替えが考えられる。このうち、P325の底面近くに礎石が検出さ
れた（第612図）。凝灰角礫岩を長さ32㎝、幅18㎝、厚さ８㎝の方形に切り出し、上面を水平に据えて
いる。

SB９（第608図）
　６区SS22- 1 平坦面上に検出された。６区SB10に切られる。P322・389・314・286・324・284・
282・280・371による桁行７間、梁行１間の側柱の掘立柱建物である。長軸桁行方位はＮ-29°-Ｅであ
る。長軸桁行8.6ｍ、短軸梁行1.2ｍ、床面積は10.3㎡を測る。桁行の柱間寸法は1.1～1.6ｍ、梁行の柱
間寸法は0.8ｍと桁行の方が広い。柱通りは一直線である。斜面下方の東側中央部の柱穴を欠く。柱

1
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3
4

（S＝１：４）0 10㎝ （S＝１：３）0 5㎝

第607図　４区SS25出土遺物
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60㎝、深さ15㎝を測り、断面形はＵ字
形で、底面は平坦である。

SB10（第608図）
　６区SS22- 1 平坦面上に検出された。
６区SB９を切る。P310・289・293・
294・295・296・435・279・278・
398・399による桁行８間、梁行１間の
側柱の掘立柱建物である。長軸桁行方
位はＮ-25°-Ｅである。長軸桁行8.8ｍ、
短軸梁行1.2ｍ、床面積は10.6㎡を測る。
桁行の柱間寸法は0.7～1.8ｍ、梁行の
柱間寸法は1.2ｍと桁行の方が広い。
柱通りは一直線である。斜面下方の東
側中央部の柱穴を欠く。柱掘り方は直
径35～62㎝の楕円形を呈する。柱痕跡
は確認されなかった。柱通り上に位置
するP290・P291は建て替えの可能性
がある。本遺構は位置的に見て、６区
SB９の建て替えと考えられる。この
段階で、斜面上方の平坦面は方形に拡張されたようである。ピットの詳細については計測表を参照さ
れたい。
　なお、本遺構北西隅柱（P398）から15㎝南側に浅い掘り込みを持つピット（P304）が検出された（第
611図）。掘り方の平面形は楕円形で、規模は長径24㎝、短径22㎝、深さ５㎝を測り、底面には破砕さ
れた直径３～５㎝程の凝灰角礫岩が敷き詰められ、その上には　赤彩土師器の皿が据えられていた。
皿は高台部分を人為的に除去したうえで上面を水平にして置かれていた。形状から地鎮祭祀的な性格
を持つ遺構と考えられる。

SS22-２（第613～616図）
　６区SS22南寄りの部分で、傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位はＮ-81°
-Ｗである。規模は長軸12.0ｍ、短軸10.0ｍ、確認面からの深さは最深部で40㎝を測る。壁は開きなが
ら立ち上がり、床面積は99.0㎡を測る。
　面上には６区SB11～13の３棟の掘立柱建物が検出されたほか、斜面下方に壁面と並行する柱穴列
も２条程検出されていることから、少なくとも３時期以上の建て替えが考えられる。また、６区
SB11西側の壁面際には６区SK23が検出された。この土坑の埋土に６区SB11に伴う溝が掘り込まれて
いることから、６区SK23は６区SS22-２の古段階に伴う遺構である可能性が考えられる。
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掘り方は直径40～95㎝の楕円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。ピット埋土は含有物が多く、
人為的に埋め戻された様相を呈する。また、P383・P285は位置的に見て、建て替えの可能性も考え
られる。
　ピットの詳細については計測表を参照されたい。
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㉑　黒褐色土。暗褐色土多量に含有。
㉒　暗赤褐色土。暗褐色土少量含有。
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SB11（第613図）
　６区SS22-２平坦面上に検出された。P365・374・355・354・350・347・404・349・351・376（北）
による桁行５間、梁行１間の側柱の掘立柱建物である。東側0.6ｍに６区SB12が存在する。長軸桁行
方位はＮ-16°-Ｅである。長軸桁行6.2ｍ、短軸梁行1.0ｍ、床面積は6.2㎡を測る。桁行の柱間寸法は0.8
～1.6ｍ、梁行の柱間寸法は1.0ｍと桁行の方が広い。柱通りはほぼ一直線である。斜面下方の南東隅
の柱穴を欠く。柱掘り方は直径30～60㎝の円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。また、P374
は建て替えの痕跡が認められる。ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　この掘立柱建物の斜面上方側には雨落と見られる浅い溝が部分的に２条掘り込まれている。幅30～
60㎝、深さ15㎝を測り、断面形はＵ字形で、底面は平坦である。

SB12（第613図）
　６区SS22-２平坦面上に検出された。P376（南）・403・462（北）・８による桁行１間、梁行１間の
掘立柱建物である。西側0.6ｍに６区SB11が、東側に隣接して６区SB13が存在する。長軸桁行方位は
Ｎ-21°-Ｅである。桁行1.8ｍ、短軸梁行1.3ｍ、床面積は2.3㎡を測る。柱掘り方は直径30～42㎝の楕
円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。ピットの詳細については計測表を参照されたい。

SB13（第613図）
　６区SS22-２平坦面上に検出された。P９・462（南）・438・458・456・10による桁行２間、梁行１
間の掘立柱建物である。西側に隣接して６区SB12が存在する。長軸桁行方位はＮ-85°-Ｗである。桁
行1.5ｍ、短軸梁行1.2ｍ、床面積は1.8㎡を測る。桁行の柱間寸法は0.6～0.9ｍ、梁行の柱間寸法は1.2
ｍと桁行の方が広い。柱通りはほぼ一直線である。柱掘り方は直径35～58㎝の楕円形を呈する。柱痕
跡は確認されなかった。本遺構はP462を６区SB12と共有しているが、切合い関係から本遺構の方が
新しい。ピットの詳細については計測表を参照されたい。

　埋土　暗褐色土及び黄褐色土を主体とし、何回かの建て替えの様相を呈する。
　遺物　本遺構からは非常に多くの遺物が出土している。平面分布をみると６区SB９周辺に集中し
ている。このうち23点が図示し得た（第615・616図）。１～４は土師器の甕、球胴の体部に外反する
口縁を持つタイプと、長胴型で口縁に最大径を持つタイプがある。５～７は赤彩の皿、このうち５は
P304から出土したもので、高台部を打ち欠き埋納されていた。口縁端部は外反する。７は高めでハ
の字状に開く高台である。
　８～16は須恵器類、８は壺の口縁部である。９は横瓶、横長の体部に短く外反する口縁部が付く。
10・11は甕、肩部に最大径を持つ。12は小型の甕である。13・14は高坏の脚部である。15・16は須恵
器の坏蓋、輪状のつまみを持つタイプと、口縁端部が垂直気味になるタイプがある。
　17～19は鉄製品、いずれも刀子である。
　20は花崗岩製の中砥の砥石、破片であるが扁平で方形の素材の遺存部全体を使用、上面と右側面に
被熱痕が認められる。21は凝灰角礫岩製の荒砥の砥石の破片、遺存部全体を使用している。22は花崗
岩製の中砥の砥石の破片、遺存部全体を使用している。23は花崗岩製の磨石・敲石、長楕円形で断面
三角形の素材の全体を使用し、上下端部に敲打痕が認められる。
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SB11（第613図）
　６区SS22-２平坦面上に検出された。P365・374・355・354・350・347・404・349・351・376（北）
による桁行５間、梁行１間の側柱の掘立柱建物である。東側0.6ｍに６区SB12が存在する。長軸桁行
方位はＮ-16°-Ｅである。長軸桁行6.2ｍ、短軸梁行1.0ｍ、床面積は6.2㎡を測る。桁行の柱間寸法は0.8
～1.6ｍ、梁行の柱間寸法は1.0ｍと桁行の方が広い。柱通りはほぼ一直線である。斜面下方の南東隅
の柱穴を欠く。柱掘り方は直径30～60㎝の円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。また、P374
は建て替えの痕跡が認められる。ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　この掘立柱建物の斜面上方側には雨落と見られる浅い溝が部分的に２条掘り込まれている。幅30～
60㎝、深さ15㎝を測り、断面形はＵ字形で、底面は平坦である。

SB12（第613図）
　６区SS22-２平坦面上に検出された。P376（南）・403・462（北）・８による桁行１間、梁行１間の
掘立柱建物である。西側0.6ｍに６区SB11が、東側に隣接して６区SB13が存在する。長軸桁行方位は
Ｎ-21°-Ｅである。桁行1.8ｍ、短軸梁行1.3ｍ、床面積は2.3㎡を測る。柱掘り方は直径30～42㎝の楕
円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。ピットの詳細については計測表を参照されたい。

SB13（第613図）
　６区SS22-２平坦面上に検出された。P９・462（南）・438・458・456・10による桁行２間、梁行１
間の掘立柱建物である。西側に隣接して６区SB12が存在する。長軸桁行方位はＮ-85°-Ｗである。桁
行1.5ｍ、短軸梁行1.2ｍ、床面積は1.8㎡を測る。桁行の柱間寸法は0.6～0.9ｍ、梁行の柱間寸法は1.2
ｍと桁行の方が広い。柱通りはほぼ一直線である。柱掘り方は直径35～58㎝の楕円形を呈する。柱痕
跡は確認されなかった。本遺構はP462を６区SB12と共有しているが、切合い関係から本遺構の方が
新しい。ピットの詳細については計測表を参照されたい。

　埋土　暗褐色土及び黄褐色土を主体とし、何回かの建て替えの様相を呈する。
　遺物　本遺構からは非常に多くの遺物が出土している。平面分布をみると６区SB９周辺に集中し
ている。このうち23点が図示し得た（第615・616図）。１～４は土師器の甕、球胴の体部に外反する
口縁を持つタイプと、長胴型で口縁に最大径を持つタイプがある。５～７は赤彩の皿、このうち５は
P304から出土したもので、高台部を打ち欠き埋納されていた。口縁端部は外反する。７は高めでハ
の字状に開く高台である。
　８～16は須恵器類、８は壺の口縁部である。９は横瓶、横長の体部に短く外反する口縁部が付く。
10・11は甕、肩部に最大径を持つ。12は小型の甕である。13・14は高坏の脚部である。15・16は須恵
器の坏蓋、輪状のつまみを持つタイプと、口縁端部が垂直気味になるタイプがある。
　17～19は鉄製品、いずれも刀子である。
　20は花崗岩製の中砥の砥石、破片であるが扁平で方形の素材の遺存部全体を使用、上面と右側面に
被熱痕が認められる。21は凝灰角礫岩製の荒砥の砥石の破片、遺存部全体を使用している。22は花崗
岩製の中砥の砥石の破片、遺存部全体を使用している。23は花崗岩製の磨石・敲石、長楕円形で断面
三角形の素材の全体を使用し、上下端部に敲打痕が認められる。
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　時期・性格　出土遺物と形状から、本遺構は７世紀後半に使用された段状遺構と考えられる。東側
斜面下方６mにはほぼ同時期の段状遺構である４区SS29が存在しており、両者は非常に関連性の高い
遺構と考えられる。

SI19（第617図）
　位置　Ｈ-９グリッド、南北方向に張り出した尾根東側下部谷壁急斜面から緩斜面にかけての変換
域に検出された。６区SS22の壁際に掘り込まれている。確認面上の標高は35.8～36.6ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に不整形な楕円形を呈する。長軸方位はＮ-85°-Ｗで、等高線に直
交する。断面形は緩やかなＵ字形で、底面は平坦で、長径22～42㎝の楕円形のピット４基が検出され
た。詳細はピット計測表を参照されたい。規模は、上面で長径340㎝、短径310㎝、底面で長径285㎝、
短径280㎝、確認面からの深さは50㎝を測る。
　本遺構は中層の茶褐色粘質土の堆積状況から、調査当初は竈等の可能性も考えたが、焼土、炭化物
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
473 42 35 19 
474 26 24 24 
475 23 22 23 
476 22 20 21 

― 507 ―

CW6_TY091_P471_D07-01_02_第１分冊.indd   506 2015/03/05   15:32:34



　時期・性格　出土遺物と形状から、本遺構は７世紀後半に使用された段状遺構と考えられる。東側
斜面下方６mにはほぼ同時期の段状遺構である４区SS29が存在しており、両者は非常に関連性の高い
遺構と考えられる。

SI19（第617図）
　位置　Ｈ-９グリッド、南北方向に張り出した尾根東側下部谷壁急斜面から緩斜面にかけての変換
域に検出された。６区SS22の壁際に掘り込まれている。確認面上の標高は35.8～36.6ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に不整形な楕円形を呈する。長軸方位はＮ-85°-Ｗで、等高線に直
交する。断面形は緩やかなＵ字形で、底面は平坦で、長径22～42㎝の楕円形のピット４基が検出され
た。詳細はピット計測表を参照されたい。規模は、上面で長径340㎝、短径310㎝、底面で長径285㎝、
短径280㎝、確認面からの深さは50㎝を測る。
　本遺構は中層の茶褐色粘質土の堆積状況から、調査当初は竈等の可能性も考えたが、焼土、炭化物
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①　暗褐色土、締まり・粘性やや有り。黄褐色土、黒褐色土、暗赤褐色土少量含有。
②　暗黄褐色土。暗褐色土僅かに含有。
③　暗赤褐色土。暗黄褐色土がブロック状に多量に含有。
④　暗赤褐色土。地山崩落土が堆積したものか。
⑤　暗赤褐色土。

第617図　６区SI19

第618図　６区SK23

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
473 42 35 19 
474 26 24 24 
475 23 22 23 
476 22 20 21 
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等は検出されず、形状もはっきりしないことから粘土採掘坑等の土坑と考えられる。
　埋土　黒褐色土及び暗褐色土を主体とし、中層には茶褐色粘質土がブロック状に多量に堆積してい
る。下層より順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考えられる。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期・性格　出土遺物がなく時期比定が困難であるが、位置的に見て６区SS22と関連があると思
われることから、本遺構の時期は６区SS22と同時期の土坑と考えられる。

SK23（第618図）
　位置　Ｇ-９グリッド、南北方向に張り出した尾根東側下部谷壁急斜面から緩斜面への変換域に検
出された（第618図）。６区SS22の壁際に掘り込まれている。確認面上の標高は37.5～36.5ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に不整形な楕円形を呈する。長軸方位はＮ-85°-Ｗで、等高線に直
交する。断面形は緩やかなＵ字形で、底面には段差が認められる。規模は、上面で長径290㎝、短径
258㎝、底面で長径98㎝、短径75㎝、確認面からの深さは65㎝を測る。
　埋土　下層に暗赤褐色土、上層に暗褐色土が堆積し、下層より順次正層堆積していることから、自
然埋没した状況が考えられる。
　遺物　本遺構から遺物は出土していない。
　時期・性格　出土遺物がなく時期比定が困難であるが、位置的に見て６区SS22と関連のある土坑
と考えられるが、６区SS22壁溝が本遺構埋土に掘り込まれていることから、６区SS22が機能してい
た時期でも、古段階に伴う土坑と考えられる。
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①　暗灰色土（褐色小ブロック混じり）
②　灰褐色土（褐色小ブロック混じり）
③　灰褐色土（褐色小ブロック混じり）
④　褐色土
⑤　淡褐灰色土
⑥　暗褐色土
⑦　淡灰褐色土
⑧　灰褐色土
⑨　淡灰褐色土（褐色小ブロック混じり）
⑩　淡灰褐色土
⑪　褐灰色土
⑫　淡灰褐色土（褐色小ブロック混じり）
⑬　灰褐色土

第619図　６区SS25

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 50 35 36 
4 48 38 26 
10 40 34 38 
12 25 24 24 
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６区SS25（第619・620図）
　位置　６区中央やや南西寄り、Ｆ-４グリッドより検出された段
状遺構である。確認面上の標高は40.9～42.0ｍ、南西向きの斜面に
位置する。北西側は６区SS32を切り、南東側は６区SS31に切られ
ており、北東側５ｍに６区SS20がある。
　形状　南西側が流失し、さらに６区SS31に切られているが、平
面形態は半月形を呈すると考えられる。規模は長軸10.4ｍ、短軸3.0
ｍ以上、確認面からの深さは最大で36㎝を測る。床面積は31.2㎡以
上を測り、床面は平坦で、北東から南西へ緩やかに傾斜する。北東
側の中央の壁際には僅かに壁溝が遺存する。
　本遺構に伴うピットは全部で12基検出された。このうちP４、
P12、P10、P1で桁行３間、梁行１間以上の掘立柱建物（６区
SB14）を構成する。
　埋土　暗灰色土と灰褐色土が堆積し、壁際から傾斜堆積している
ことから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土した遺物うち、３点を図示した。
　１～３は須恵器坏身である。１は内湾しながら立ち上がり、口縁端部は僅かに外反する。２は内湾
気味に立ち上がり、口縁端部は僅かに外反する。３は高台を有するものである。１～３はいずれも底
部外面には回転糸切りが施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は８世紀前葉～中葉と考えられる。

SB14（第619図）
　位置　６区北西寄り、Ｆ-４グリッドより検出された掘立柱建物で、６区SS25内に位置する。確認
面上の標高は41.4～41.6ｍ、南西向きの斜面に位置する。　
　形状　６区SS25内に構築された掘立柱建物である。南西側の柱穴は流失しており、検出範囲内で
は桁行３間の掘立柱建物である。主軸方位はＮ-43°-Ｗで、桁行は4.4ｍを測る。柱間寸法はP４-P12
間が120㎝、P12-P10間が160㎝、P10-P１間が160㎝である。柱掘り方は直径24～50㎝の楕円形を呈し、
柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　淡灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS25との関係から、本遺構の時期は８世紀
前葉～中葉と考えられる。

SS26（第621・622図）
　位置　６区南寄り、Ｇ・Ｈ-４グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面上の標高
は38.0～39.3ｍ、南西向きの斜面に位置する。北西側６ｍに６区SS28、北東側６ｍに６区SS31がある。
　形状　南西側が流失しているが、平面形態は隅丸長方形状を呈すると考えられる。規模は長軸9.7ｍ、
短軸4.0ｍ以上、確認面からの深さは最大で50㎝を測る。床面積は38.8㎡以上を測り、床面は平坦で、
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第620図　６区SS25出土遺物
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等は検出されず、形状もはっきりしないことから粘土採掘坑等の土坑と考えられる。
　埋土　黒褐色土及び暗褐色土を主体とし、中層には茶褐色粘質土がブロック状に多量に堆積してい
る。下層より順次正層堆積していることから、自然埋没した状況が考えられる。
　遺物　本址から遺物は出土していない。
　時期・性格　出土遺物がなく時期比定が困難であるが、位置的に見て６区SS22と関連があると思
われることから、本遺構の時期は６区SS22と同時期の土坑と考えられる。

SK23（第618図）
　位置　Ｇ-９グリッド、南北方向に張り出した尾根東側下部谷壁急斜面から緩斜面への変換域に検
出された（第618図）。６区SS22の壁際に掘り込まれている。確認面上の標高は37.5～36.5ｍを測る。
　形状　平面形は上縁部、底面共に不整形な楕円形を呈する。長軸方位はＮ-85°-Ｗで、等高線に直
交する。断面形は緩やかなＵ字形で、底面には段差が認められる。規模は、上面で長径290㎝、短径
258㎝、底面で長径98㎝、短径75㎝、確認面からの深さは65㎝を測る。
　埋土　下層に暗赤褐色土、上層に暗褐色土が堆積し、下層より順次正層堆積していることから、自
然埋没した状況が考えられる。
　遺物　本遺構から遺物は出土していない。
　時期・性格　出土遺物がなく時期比定が困難であるが、位置的に見て６区SS22と関連のある土坑
と考えられるが、６区SS22壁溝が本遺構埋土に掘り込まれていることから、６区SS22が機能してい
た時期でも、古段階に伴う土坑と考えられる。
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①　暗灰色土（褐色小ブロック混じり）
②　灰褐色土（褐色小ブロック混じり）
③　灰褐色土（褐色小ブロック混じり）
④　褐色土
⑤　淡褐灰色土
⑥　暗褐色土
⑦　淡灰褐色土
⑧　灰褐色土
⑨　淡灰褐色土（褐色小ブロック混じり）
⑩　淡灰褐色土
⑪　褐灰色土
⑫　淡灰褐色土（褐色小ブロック混じり）
⑬　灰褐色土

第619図　６区SS25

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 50 35 36 
4 48 38 26 
10 40 34 38 
12 25 24 24 
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６区SS25（第619・620図）
　位置　６区中央やや南西寄り、Ｆ-４グリッドより検出された段
状遺構である。確認面上の標高は40.9～42.0ｍ、南西向きの斜面に
位置する。北西側は６区SS32を切り、南東側は６区SS31に切られ
ており、北東側５ｍに６区SS20がある。
　形状　南西側が流失し、さらに６区SS31に切られているが、平
面形態は半月形を呈すると考えられる。規模は長軸10.4ｍ、短軸3.0
ｍ以上、確認面からの深さは最大で36㎝を測る。床面積は31.2㎡以
上を測り、床面は平坦で、北東から南西へ緩やかに傾斜する。北東
側の中央の壁際には僅かに壁溝が遺存する。
　本遺構に伴うピットは全部で12基検出された。このうちP４、
P12、P10、P1で桁行３間、梁行１間以上の掘立柱建物（６区
SB14）を構成する。
　埋土　暗灰色土と灰褐色土が堆積し、壁際から傾斜堆積している
ことから、自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土した遺物うち、３点を図示した。
　１～３は須恵器坏身である。１は内湾しながら立ち上がり、口縁端部は僅かに外反する。２は内湾
気味に立ち上がり、口縁端部は僅かに外反する。３は高台を有するものである。１～３はいずれも底
部外面には回転糸切りが施されている。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は８世紀前葉～中葉と考えられる。

SB14（第619図）
　位置　６区北西寄り、Ｆ-４グリッドより検出された掘立柱建物で、６区SS25内に位置する。確認
面上の標高は41.4～41.6ｍ、南西向きの斜面に位置する。　
　形状　６区SS25内に構築された掘立柱建物である。南西側の柱穴は流失しており、検出範囲内で
は桁行３間の掘立柱建物である。主軸方位はＮ-43°-Ｗで、桁行は4.4ｍを測る。柱間寸法はP４-P12
間が120㎝、P12-P10間が160㎝、P10-P１間が160㎝である。柱掘り方は直径24～50㎝の楕円形を呈し、
柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　淡灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS25との関係から、本遺構の時期は８世紀
前葉～中葉と考えられる。

SS26（第621・622図）
　位置　６区南寄り、Ｇ・Ｈ-４グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面上の標高
は38.0～39.3ｍ、南西向きの斜面に位置する。北西側６ｍに６区SS28、北東側６ｍに６区SS31がある。
　形状　南西側が流失しているが、平面形態は隅丸長方形状を呈すると考えられる。規模は長軸9.7ｍ、
短軸4.0ｍ以上、確認面からの深さは最大で50㎝を測る。床面積は38.8㎡以上を測り、床面は平坦で、
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第620図　６区SS25出土遺物
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北東から南西へ緩やかに傾斜する。北東側の中央から東隅にかけての壁際には壁溝が巡る。
　本遺構に伴うピットは全部で７基検出された。このうちP４、P３、P２で桁行２間、梁行１間以上
の掘立柱建物（６区SB15）を構成する。
　埋土　上層から淡灰褐色土、灰褐色土、暗褐色土が堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、
自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物は壁際に集中しており、このうち16点を図示した（第622図）。
　１～５は土師器である。１～３は甕で、口縁部は外反する。４は土製支脚、５は甑である。　　
　６～14は須恵器である。６は坏蓋で、天井部に輪状のつまみがつくが、口縁部には返りは認められ
ない。７～９は坏身である。７は受け部を有するもので、口縁部は欠損する。８、９はいずれも内湾
気味に立ち上がり、口縁端部は外反する。10、11は皿で、11の底部内面には刻書がある。12は高坏の
坏部で、底部内面には刻書がある。13は長頸壺の口縁部から頸部で、頸部には２条の沈線が巡る。14
は甕の口縁部である。
　15、16は金属製品である。15は鉄鎌、16は棒状鉄製品である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は８世紀前葉～中葉と考えられる。
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第621図　６区SS26

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 42 40 28 
2 41 36 24 
3 46 35 60 
4 28 26 34 
5 50 49 59 
6 24 18 73 
431 38 28 27 
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SB15（第621図）
　位置　６区北西寄り、Ｇ・Ｈ-４グリッドにまたがって検出された掘立柱建物で、６区SS26内に位
置する。確認面上の標高は38.5～38.6ｍ、南西向きの緩斜面に位置する。　
　形状　６区SS26内に構築されたもので、検出範囲内では桁行２間の掘立柱建物である。主軸方位
はＮ-46°-Ｗで、桁行は4.0ｍを測る。柱間寸法はP４-P３間が220㎝、P３-P２間が180㎝である。柱
掘り方は直径26～46㎝の円形を呈し、P３では直径14㎝の柱痕跡を確認した。各柱穴の詳細について
は計測表を参照されたい。
　埋土　暗褐色土と淡灰褐色系土が主体に堆積する。
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北東から南西へ緩やかに傾斜する。北東側の中央から東隅にかけての壁際には壁溝が巡る。
　本遺構に伴うピットは全部で７基検出された。このうちP４、P３、P２で桁行２間、梁行１間以上
の掘立柱建物（６区SB15）を構成する。
　埋土　上層から淡灰褐色土、灰褐色土、暗褐色土が堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、
自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物は壁際に集中しており、このうち16点を図示した（第622図）。
　１～５は土師器である。１～３は甕で、口縁部は外反する。４は土製支脚、５は甑である。　　
　６～14は須恵器である。６は坏蓋で、天井部に輪状のつまみがつくが、口縁部には返りは認められ
ない。７～９は坏身である。７は受け部を有するもので、口縁部は欠損する。８、９はいずれも内湾
気味に立ち上がり、口縁端部は外反する。10、11は皿で、11の底部内面には刻書がある。12は高坏の
坏部で、底部内面には刻書がある。13は長頸壺の口縁部から頸部で、頸部には２条の沈線が巡る。14
は甕の口縁部である。
　15、16は金属製品である。15は鉄鎌、16は棒状鉄製品である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は８世紀前葉～中葉と考えられる。
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第621図　６区SS26

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 42 40 28 
2 41 36 24 
3 46 35 60 
4 28 26 34 
5 50 49 59 
6 24 18 73 
431 38 28 27 
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SB15（第621図）
　位置　６区北西寄り、Ｇ・Ｈ-４グリッドにまたがって検出された掘立柱建物で、６区SS26内に位
置する。確認面上の標高は38.5～38.6ｍ、南西向きの緩斜面に位置する。　
　形状　６区SS26内に構築されたもので、検出範囲内では桁行２間の掘立柱建物である。主軸方位
はＮ-46°-Ｗで、桁行は4.0ｍを測る。柱間寸法はP４-P３間が220㎝、P３-P２間が180㎝である。柱
掘り方は直径26～46㎝の円形を呈し、P３では直径14㎝の柱痕跡を確認した。各柱穴の詳細について
は計測表を参照されたい。
　埋土　暗褐色土と淡灰褐色系土が主体に堆積する。
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　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS26との関係から、本遺構の時期は８世紀
前葉～中葉と考えられる。

SS27（第623図）
　位置　６区南西寄り、Ｇ-２・３グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面上の標
高は37.9～38.8ｍ、南向きの斜面に位置する。東側は６区SS28を切っており、東側９ｍに６区SS26、
北東側10.5ｍに６区SS32がある。
　形状　南西側から南側にかけて流失しているが、平面形態は隅丸長方形状を呈すると考えられる。
規模は長軸5.9ｍ、短軸2.6ｍ以上、確認面からの深さは最大で40㎝を測る。床面積は15.3㎡以上を測り、
床面は平坦で、北から南へ緩やかに傾斜する。北側の中央から北東隅にかけての壁際には壁溝がある。
本遺構に伴うピットは検出されなかった。
　埋土　上層から淡灰褐色土、褐色系土、暗褐灰色土が堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、
自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS26との位置関係から、本遺構の時期は８
世紀前葉～中葉頃と推定した。

SS28（第623図）
　位置　６区南西寄り、Ｇ-３グリッドより検出された段状遺構である。確認面上の標高は38.6～
39.1ｍ、南向きの斜面に位置する。西側は６区SS27に切られており、南東側６ｍに６区SS26がある。
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　形状　南側が流失し、西側は６区SS27に切られているが、平面形態は弧状を呈すると考えられる。
規模は長軸5.1ｍ以上、短軸1.1ｍ以上、確認面からの深さは最大で62㎝を測る。床面積は5.6㎡以上を
測り、床面は平坦で、北から南へ緩やかに傾斜する。本遺構に伴うピットは検出されなかった。
　埋土　灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS26との位置関係から、本遺構の時期は８
世紀前葉～中葉頃と推定した。

SS31（第624図）
　位置　６区中央やや南西寄り、Ｆ-４、Ｇ-４・５グリッドにまたがって検出された段状遺構である。
確認面上の標高は41.1～41.7ｍ、南西向きの斜面に位置する。北西側は６区SS25を切っており、北東
側５ｍに６区SS20、南西側６ｍに６区SS26がある。
　形状　南西側が流失し、北西側はトレンチにより削平されているが、平面形態は隅丸長方形状を呈
すると考えられる。規模は長軸6.5ｍ以上、短軸1.6ｍ以上、確認面からの深さは最大で36㎝を測る。
床面積は10.4㎡以上を測り、床面は平坦で、ほぼ水平である。北東側の中央から東側にかけての壁際
には壁溝が巡る。
　本遺構に伴うピットは全部で７基検出された。このうち、P５、P４、P３で桁行２間、梁行１間以
上の掘立柱建物（６区SB16）を構成する。また、P３の西側では焼土が検出された。
　埋土　灰褐色土、淡灰褐色土、褐色系土を主体とし、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋
没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片で、図示し得るものはなかった。
　時期　６区SS25との切合関係から、本遺構の時期は８世紀中葉以降と推定した。
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
3 54 44 54 
4 43 35 50 
5 54 44 40 
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　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS26との関係から、本遺構の時期は８世紀
前葉～中葉と考えられる。

SS27（第623図）
　位置　６区南西寄り、Ｇ-２・３グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面上の標
高は37.9～38.8ｍ、南向きの斜面に位置する。東側は６区SS28を切っており、東側９ｍに６区SS26、
北東側10.5ｍに６区SS32がある。
　形状　南西側から南側にかけて流失しているが、平面形態は隅丸長方形状を呈すると考えられる。
規模は長軸5.9ｍ、短軸2.6ｍ以上、確認面からの深さは最大で40㎝を測る。床面積は15.3㎡以上を測り、
床面は平坦で、北から南へ緩やかに傾斜する。北側の中央から北東隅にかけての壁際には壁溝がある。
本遺構に伴うピットは検出されなかった。
　埋土　上層から淡灰褐色土、褐色系土、暗褐灰色土が堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、
自然埋没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS26との位置関係から、本遺構の時期は８
世紀前葉～中葉頃と推定した。

SS28（第623図）
　位置　６区南西寄り、Ｇ-３グリッドより検出された段状遺構である。確認面上の標高は38.6～
39.1ｍ、南向きの斜面に位置する。西側は６区SS27に切られており、南東側６ｍに６区SS26がある。
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　形状　南側が流失し、西側は６区SS27に切られているが、平面形態は弧状を呈すると考えられる。
規模は長軸5.1ｍ以上、短軸1.1ｍ以上、確認面からの深さは最大で62㎝を測る。床面積は5.6㎡以上を
測り、床面は平坦で、北から南へ緩やかに傾斜する。本遺構に伴うピットは検出されなかった。
　埋土　灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS26との位置関係から、本遺構の時期は８
世紀前葉～中葉頃と推定した。

SS31（第624図）
　位置　６区中央やや南西寄り、Ｆ-４、Ｇ-４・５グリッドにまたがって検出された段状遺構である。
確認面上の標高は41.1～41.7ｍ、南西向きの斜面に位置する。北西側は６区SS25を切っており、北東
側５ｍに６区SS20、南西側６ｍに６区SS26がある。
　形状　南西側が流失し、北西側はトレンチにより削平されているが、平面形態は隅丸長方形状を呈
すると考えられる。規模は長軸6.5ｍ以上、短軸1.6ｍ以上、確認面からの深さは最大で36㎝を測る。
床面積は10.4㎡以上を測り、床面は平坦で、ほぼ水平である。北東側の中央から東側にかけての壁際
には壁溝が巡る。
　本遺構に伴うピットは全部で７基検出された。このうち、P５、P４、P３で桁行２間、梁行１間以
上の掘立柱建物（６区SB16）を構成する。また、P３の西側では焼土が検出された。
　埋土　灰褐色土、淡灰褐色土、褐色系土を主体とし、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋
没したと考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも細片で、図示し得るものはなかった。
　時期　６区SS25との切合関係から、本遺構の時期は８世紀中葉以降と推定した。
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第624図　６区SS31

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
3 54 44 54 
4 43 35 50 
5 54 44 40 
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SB16（第624図）
　位置　６区北西寄り、
Ｇ-４・５グリッドにまた
がって検出された掘立柱建
物で、６区SS31内に位置
する。確認面上の標高は
41.1～41.3ｍ、南西向きの
斜面に位置する。　
　形状　６区SS31内に構
築された掘立柱建物であ
る。南西側の柱穴は流失し

ており、検出範囲内では桁行２間の掘立柱建物である。主軸方位はＮ-42°-Ｗで、桁行は3.5ｍを測る。
柱間寸法はP５-P４間が170㎝、P４-P３間が180㎝である。柱掘り方は直径35～54㎝の楕円形を呈し、
柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　淡灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS31との関係から、本遺構の時期は８世紀
中葉頃と考えられる。

SS32（第625・626図）
　位置　６区中央やや西寄り、Ｆ-４グリッドより検出された段状遺構である。確認面上の標高は
41.0～42.0ｍ、南西向きの斜面に位置する。南東側の上部は６区SS25に切られており、南側８ｍに６
区SS26、南西側８ｍに６区SS28がある。
　形状　南西側が流失しているが、平面形態は隅丸方形状を呈すると考えられる。規模は長軸5.5ｍ、
短軸3.2ｍ以上、確認面からの深さは最大で30㎝を測る。床面積は17.6㎡以上を測り、床面は平坦で、
北東から南西へ緩やかに傾斜する。
　本遺構に伴うピットは全部で８基検出されたが、掘立柱建物は確認できなかった。
　埋土　灰褐色土と淡灰褐色系土を主体とし、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没したと
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
1 42 38 63 
2 40 38 57 
3 31 21 29 
4 53 38 35 
5 30 24 15 
6 39 36 14 
7 41 39 15 
8 50 39 97 
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考えられる。
　遺物　出土した遺物のうち、５点を図示した（第626図）。
　１、２は土師器甕の口縁部である。　３～５は須恵器である。３は坏蓋で、天井部には輪状のつま
みを有する。内面には墨が僅かに残存しており、硯として転用されたと考えられる。４は坏身で、口
縁部は外傾する。５は𤭯の口縁部である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は８世紀前葉～中葉と考えられる。

SS33（第627・628図）
　位置　６区南東寄り、Ｈ・Ｉ・Ｊ-11グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面上
の標高は31.7～32.6ｍ、東向きの緩斜面に位置する。東側２ｍに６区SS37がある。
　形状　東側と北側が流失しているが、平面形態は隅丸長方形状を呈すると考えられる。規模は長軸
13.1ｍ以上、短軸3.1ｍ以上、確認面からの深さは最大で20㎝を測る。床面積は40.6㎡以上を測り、床
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
2 38 32 94 
3 32 30 36 
4 20 19 13 
5 49 46 65 
6 31 28 42 
7 27 20 44 
8 41 32 52 
489 55 40 21 
490 35 34 45 
491 47 45 25 
492 40 37 48 
493 52 44 43 
495 44 40 18 
508 63 40 17 
509 30 25 42 
510 28 26 37 
511 28 25 16 
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SB16（第624図）
　位置　６区北西寄り、
Ｇ-４・５グリッドにまた
がって検出された掘立柱建
物で、６区SS31内に位置
する。確認面上の標高は
41.1～41.3ｍ、南西向きの
斜面に位置する。　
　形状　６区SS31内に構
築された掘立柱建物であ
る。南西側の柱穴は流失し

ており、検出範囲内では桁行２間の掘立柱建物である。主軸方位はＮ-42°-Ｗで、桁行は3.5ｍを測る。
柱間寸法はP５-P４間が170㎝、P４-P３間が180㎝である。柱掘り方は直径35～54㎝の楕円形を呈し、
柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　淡灰褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、６区SS31との関係から、本遺構の時期は８世紀
中葉頃と考えられる。

SS32（第625・626図）
　位置　６区中央やや西寄り、Ｆ-４グリッドより検出された段状遺構である。確認面上の標高は
41.0～42.0ｍ、南西向きの斜面に位置する。南東側の上部は６区SS25に切られており、南側８ｍに６
区SS26、南西側８ｍに６区SS28がある。
　形状　南西側が流失しているが、平面形態は隅丸方形状を呈すると考えられる。規模は長軸5.5ｍ、
短軸3.2ｍ以上、確認面からの深さは最大で30㎝を測る。床面積は17.6㎡以上を測り、床面は平坦で、
北東から南西へ緩やかに傾斜する。
　本遺構に伴うピットは全部で８基検出されたが、掘立柱建物は確認できなかった。
　埋土　灰褐色土と淡灰褐色系土を主体とし、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没したと
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1 42 38 63 
2 40 38 57 
3 31 21 29 
4 53 38 35 
5 30 24 15 
6 39 36 14 
7 41 39 15 
8 50 39 97 

― 514 ―

考えられる。
　遺物　出土した遺物のうち、５点を図示した（第626図）。
　１、２は土師器甕の口縁部である。　３～５は須恵器である。３は坏蓋で、天井部には輪状のつま
みを有する。内面には墨が僅かに残存しており、硯として転用されたと考えられる。４は坏身で、口
縁部は外傾する。５は𤭯の口縁部である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は８世紀前葉～中葉と考えられる。

SS33（第627・628図）
　位置　６区南東寄り、Ｈ・Ｉ・Ｊ-11グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面上
の標高は31.7～32.6ｍ、東向きの緩斜面に位置する。東側２ｍに６区SS37がある。
　形状　東側と北側が流失しているが、平面形態は隅丸長方形状を呈すると考えられる。規模は長軸
13.1ｍ以上、短軸3.1ｍ以上、確認面からの深さは最大で20㎝を測る。床面積は40.6㎡以上を測り、床
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2 38 32 94 
3 32 30 36 
4 20 19 13 
5 49 46 65 
6 31 28 42 
7 27 20 44 
8 41 32 52 
489 55 40 21 
490 35 34 45 
491 47 45 25 
492 40 37 48 
493 52 44 43 
495 44 40 18 
508 63 40 17 
509 30 25 42 
510 28 26 37 
511 28 25 16 
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面は平坦で、ほぼ水平である。西側の壁際の中央から南側にかけてとその東側1.4～1.6ｍに壁溝がある。
このことから、新旧２時期が想定され、土層断面の所見から、東側の段状遺構が埋没した後、西側の
段状遺構が掘り直されたと考えられる。
　本遺構に伴うピットは11基検出されたが、掘立柱建物は確認できなかった。
　埋土　暗灰色土と灰褐色系土が主体に堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没した
と考えられる。
　遺物　出土遺物は遺構の中央から北側にかけて集中しており、このうち10点を図示した（第628図）。
　１～４は土師器である。１～３は甕で、１は口縁部がやや内湾し、２、３は口縁部が外反する。４
は甑の把手である。
　５～８は須恵器である。５は坏蓋の天井部で、内面には磨痕が認められることから、硯として転用
された可能性がある。６は返りを有する坏蓋である。７は壺の底部、８は甕の口縁部で、８の外面に
は２段の波状文と２条の沈線が２段巡る。
　９、10は金属製品である。９は棒状鉄製品、10は鉄製の釘である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は７世紀末～８世紀前葉と考えられる。

SS37（第629図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ・Ｊ-11グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面上の標
高は31.4～31.7ｍ、東向きの緩斜面に位置する。西側２ｍに６区SS33がある。
　形状　南東側が流失しているが、平面形態は隅丸長方形状を呈すると考えられる。規模は長軸10.3
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ｍ、短軸1.9ｍ以上、確認面
からの深さは最大で38㎝を測
る。床面積は19.6㎡以上を測
り、床面は平坦で、北西から
南東へ緩やかに傾斜する。北
西側の壁際には壁溝が僅かに
遺存する。
　本遺構に伴うピットは検出
されなかった。
　埋土　上層は暗灰色系土、
下層は暗褐色系土を主体と
し、壁際から傾斜堆積してい
ることから、自然埋没したと
考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも
細片であり、図示し得るもの
はなかった。
　時期　出土遺物による時期
比定は困難であるが、６区
SS33との位置関係から、本
遺構の時期は７世紀末～８世
紀前葉頃と判断した。

SI28（第630・631図）
　位置　Ｉ-12グリッド、南北方向に張り出し
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
489 54 40 21 
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面は平坦で、ほぼ水平である。西側の壁際の中央から南側にかけてとその東側1.4～1.6ｍに壁溝がある。
このことから、新旧２時期が想定され、土層断面の所見から、東側の段状遺構が埋没した後、西側の
段状遺構が掘り直されたと考えられる。
　本遺構に伴うピットは11基検出されたが、掘立柱建物は確認できなかった。
　埋土　暗灰色土と灰褐色系土が主体に堆積し、壁際から傾斜堆積していることから、自然埋没した
と考えられる。
　遺物　出土遺物は遺構の中央から北側にかけて集中しており、このうち10点を図示した（第628図）。
　１～４は土師器である。１～３は甕で、１は口縁部がやや内湾し、２、３は口縁部が外反する。４
は甑の把手である。
　５～８は須恵器である。５は坏蓋の天井部で、内面には磨痕が認められることから、硯として転用
された可能性がある。６は返りを有する坏蓋である。７は壺の底部、８は甕の口縁部で、８の外面に
は２段の波状文と２条の沈線が２段巡る。
　９、10は金属製品である。９は棒状鉄製品、10は鉄製の釘である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は７世紀末～８世紀前葉と考えられる。

SS37（第629図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ・Ｊ-11グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面上の標
高は31.4～31.7ｍ、東向きの緩斜面に位置する。西側２ｍに６区SS33がある。
　形状　南東側が流失しているが、平面形態は隅丸長方形状を呈すると考えられる。規模は長軸10.3
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ｍ、短軸1.9ｍ以上、確認面
からの深さは最大で38㎝を測
る。床面積は19.6㎡以上を測
り、床面は平坦で、北西から
南東へ緩やかに傾斜する。北
西側の壁際には壁溝が僅かに
遺存する。
　本遺構に伴うピットは検出
されなかった。
　埋土　上層は暗灰色系土、
下層は暗褐色系土を主体と
し、壁際から傾斜堆積してい
ることから、自然埋没したと
考えられる。
　遺物　出土遺物はいずれも
細片であり、図示し得るもの
はなかった。
　時期　出土遺物による時期
比定は困難であるが、６区
SS33との位置関係から、本
遺構の時期は７世紀末～８世
紀前葉頃と判断した。

SI28（第630・631図）
　位置　Ｉ-12グリッド、南北方向に張り出し
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た尾根東側下部谷壁斜面から谷底
面にかけて検出された竪穴建物で
ある。（第630図）。確認面上の標
高は31.6ｍを測る。
　形状　斜面下方が削平されてお
り、遺存状態は悪い。平面形は長
方形が推測される。斜面上方を主
軸と考えた場合の主軸方位は
Ｎ-78°-Ｅである。規模は長軸長
1.8ｍ以上、短軸長1.6ｍ以上、確
認面からの深さは最大で65㎝を測
る。壁面はやや開きながら立ち上
がり、上面は漏斗状に広がる。床
面積は2.6㎡を測る。床面は平坦
で、面上は硬化している。
　本遺構に伴うピットは１基検出
された。平面形は円形を呈し、直
径30㎝、深さ10㎝を測る。
　本遺構は遺存状態が悪いが、竪穴建物と考えられる。
　埋土　下層に暗褐色土、上層に褐色土が堆積し、下層より順次正層堆積していることから、自然埋
没した状況が考えられる。
　遺物　本遺構出土遺物のうち２点が図示し得た。（第631図）。１は土師器の甕、頸部の屈曲は緩や
かで、口縁は直線的に外反する。
　２は須恵器の壺、底部外周に接して、ハの
字状に開く高台が付く。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は８世
紀初頭と考えられる。

３．掘立柱建物
（１）１　　区
SB１（第632図）
　位置　１区北寄り、Ｉ-19グリッドより検
出された掘立柱建物である。確認面上の標高
は25.0～25.1ｍ、北東向きの緩斜面に位置す
る。南東側には１区SB２と１区SB３が隣接
する。　
　形状　検出範囲内では桁行１間以上、梁行
２間の側柱の掘立柱建物で、主軸方位は
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調査区外

第632図　１区SB１

第633図　１区SB２

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
162 30 29 10 
175 30 29 21 
199 41 39 21 
200 50 48 11 

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
175 31 31 22 
196 40 31 42 
197 40 39 51 
198 53 52 43 
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Ｎ-61°-Ｅである。桁行4.6ｍ、梁行1.7ｍ以上、床面積は現状で7.8㎡を測る。桁行の柱間寸法は170㎝、
梁行の柱間寸法は220～240㎝と梁行の方が広い。柱掘り方は直径31～53㎝の円形を呈し、P196と
P198では直径12㎝、P197では直径13㎝の柱痕跡が確認された。各柱穴の詳細については計測表を参
照されたい。
　埋土　掘り方は暗灰色土と灰褐色土を主体とし、柱痕跡は淡黒灰色土及び褐色土である。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、周辺の包含層出土遺物から、本遺構の時期は古代
と推定した。

SB2（第633図）
　位置　１区北寄り、Ｉ-19グリッドより検出された掘立柱建物である。確認面上の標高は24.9～
25.1ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。北西側には１区SB１、南東側には１区SB３が隣接する。
　形状　検出範囲内では桁行２間以上、梁行１間以上の側柱の掘立柱建物で、主軸方位はＮ-２°-Ｗ
である。桁行3.4ｍ以上、梁行1.7ｍ以上、床面積は現状で5.8㎡を測る。桁行の柱間寸法はP175-P199
間が150㎝、P199-P200間が190㎝、梁行の柱間寸法は170㎝である。柱掘り方は直径29～50㎝の円形
を呈し、柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　灰褐色土及び暗灰色土を
主体とする。
　遺物　出土遺物はいずれも細片
であり、図示し得るものはなかっ
た。
　時期　出土遺物による時期比定
は困難であるが、周辺の包含層出
土遺物から、本遺構の時期は古代
と推定した。

SB３（第634図）
　位置　１区北寄り、Ｉ-19、
Ｊ-19・20グリッドにまたがって
検出された掘立柱建物である。確
認面上の標高は24.7～25.0ｍ、北
東向きの緩斜面に位置する。北西
側には１区SB１と１区SB２が隣
接し、南東側７ｍには１区SB４
がある。
　形状　検出範囲内では桁行２間
以上、梁行２間の側柱の掘立柱建
物で、主軸方位はＮ-８°-Ｗであ
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第634図　１区SB３

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
203 81 70 21 
204 61 50 20 
205 70 62 20 
206 41 40 21 
207 33 32 12 
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た尾根東側下部谷壁斜面から谷底
面にかけて検出された竪穴建物で
ある。（第630図）。確認面上の標
高は31.6ｍを測る。
　形状　斜面下方が削平されてお
り、遺存状態は悪い。平面形は長
方形が推測される。斜面上方を主
軸と考えた場合の主軸方位は
Ｎ-78°-Ｅである。規模は長軸長
1.8ｍ以上、短軸長1.6ｍ以上、確
認面からの深さは最大で65㎝を測
る。壁面はやや開きながら立ち上
がり、上面は漏斗状に広がる。床
面積は2.6㎡を測る。床面は平坦
で、面上は硬化している。
　本遺構に伴うピットは１基検出
された。平面形は円形を呈し、直
径30㎝、深さ10㎝を測る。
　本遺構は遺存状態が悪いが、竪穴建物と考えられる。
　埋土　下層に暗褐色土、上層に褐色土が堆積し、下層より順次正層堆積していることから、自然埋
没した状況が考えられる。
　遺物　本遺構出土遺物のうち２点が図示し得た。（第631図）。１は土師器の甕、頸部の屈曲は緩や
かで、口縁は直線的に外反する。
　２は須恵器の壺、底部外周に接して、ハの
字状に開く高台が付く。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は８世
紀初頭と考えられる。

３．掘立柱建物
（１）１　　区
SB１（第632図）
　位置　１区北寄り、Ｉ-19グリッドより検
出された掘立柱建物である。確認面上の標高
は25.0～25.1ｍ、北東向きの緩斜面に位置す
る。南東側には１区SB２と１区SB３が隣接
する。　
　形状　検出範囲内では桁行１間以上、梁行
２間の側柱の掘立柱建物で、主軸方位は
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第632図　１区SB１

第633図　１区SB２

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
162 30 29 10 
175 30 29 21 
199 41 39 21 
200 50 48 11 

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
175 31 31 22 
196 40 31 42 
197 40 39 51 
198 53 52 43 
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Ｎ-61°-Ｅである。桁行4.6ｍ、梁行1.7ｍ以上、床面積は現状で7.8㎡を測る。桁行の柱間寸法は170㎝、
梁行の柱間寸法は220～240㎝と梁行の方が広い。柱掘り方は直径31～53㎝の円形を呈し、P196と
P198では直径12㎝、P197では直径13㎝の柱痕跡が確認された。各柱穴の詳細については計測表を参
照されたい。
　埋土　掘り方は暗灰色土と灰褐色土を主体とし、柱痕跡は淡黒灰色土及び褐色土である。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、周辺の包含層出土遺物から、本遺構の時期は古代
と推定した。

SB2（第633図）
　位置　１区北寄り、Ｉ-19グリッドより検出された掘立柱建物である。確認面上の標高は24.9～
25.1ｍ、北東向きの緩斜面に位置する。北西側には１区SB１、南東側には１区SB３が隣接する。
　形状　検出範囲内では桁行２間以上、梁行１間以上の側柱の掘立柱建物で、主軸方位はＮ-２°-Ｗ
である。桁行3.4ｍ以上、梁行1.7ｍ以上、床面積は現状で5.8㎡を測る。桁行の柱間寸法はP175-P199
間が150㎝、P199-P200間が190㎝、梁行の柱間寸法は170㎝である。柱掘り方は直径29～50㎝の円形
を呈し、柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　灰褐色土及び暗灰色土を
主体とする。
　遺物　出土遺物はいずれも細片
であり、図示し得るものはなかっ
た。
　時期　出土遺物による時期比定
は困難であるが、周辺の包含層出
土遺物から、本遺構の時期は古代
と推定した。

SB３（第634図）
　位置　１区北寄り、Ｉ-19、
Ｊ-19・20グリッドにまたがって
検出された掘立柱建物である。確
認面上の標高は24.7～25.0ｍ、北
東向きの緩斜面に位置する。北西
側には１区SB１と１区SB２が隣
接し、南東側７ｍには１区SB４
がある。
　形状　検出範囲内では桁行２間
以上、梁行２間の側柱の掘立柱建
物で、主軸方位はＮ-８°-Ｗであ
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第634図　１区SB３

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
203 81 70 21 
204 61 50 20 
205 70 62 20 
206 41 40 21 
207 33 32 12 
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る。桁行4.2ｍ以上、梁行4.4ｍ、床面積は現状で18.5㎡を測る。桁行の柱間寸法はP203-P204間が190㎝、
P204-P205間が230㎝とばらつきがあるが、梁行の柱間寸法は210㎝と等間である。
　柱掘り方は直径32～81㎝の円形を呈し、柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の詳細については計測
表を参照されたい。
　埋土　灰色土及び灰褐色系土を主体とする。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、周辺の包含層出土遺物から、本遺構の時期は古代
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第635図　１区SB４

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
208 48 42 20 
209 70 49 12 
210 100 52 30 
211 80 53 30 
212 120 54 53 
213 68 （60） 33 
214 55 （20） 21 
215 （60） 55 28 
216 （35） 50 14 
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と推定した。

SB４（第635図）
　位置　１区東寄り、
Ｊ・Ｋ-20グリッドに
またがって検出された
掘立柱建物である。確
認面上の標高は24.5～
25.1ｍ、北東向きの緩
斜面に位置する。北西
側７ｍには１区SB３
がある。
　形状　検出範囲内で
は桁行２間以上、梁行
２間の側柱の掘立柱建
物で、１回の建て替え
が認められる。建て替え前のSB４Ａは、主軸方位がＮ-77°-Ｗで、桁行5.0ｍ以上、梁行4.6ｍ、床面
積は現状で23.0㎡を測る。桁行の柱間寸法は250～260㎝とほぼ等間、梁行の柱間寸法は230㎝と等間で、
桁行の方が広い。柱掘り方は直径44～63㎝の円形及び楕円形を呈し、柱痕跡は確認されなかった。
　一方、建て替え後のSB４Ｂは、主軸方位がＮ-78°-Ｗで、桁行4.7ｍ以上、梁行4.8ｍ、床面積は現
状で22.6㎡を測る。桁行の柱間寸法は220～240㎝とややばらつきがあるが、梁行の柱間寸法は240㎝
と等間で、梁行の方がやや広い。柱掘り方は直径42～72㎝の円形及び楕円形を呈し、柱痕跡は確認さ
れなかった。各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　SB４Ａは暗灰色土及び淡黒灰色土を主体とし、SB４Ｂは暗灰色土及び灰褐色系土を主体と
する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、周辺の包含層出土遺物から、本遺構の時期は古代
と推定した。

（２）３　　区
SB１（第636図）
　位置　３区北寄り、Ｅ・Ｆ-12グリッドにまたがって検出された掘立柱建物である。確認面上の標
高は29.4～29.6ｍ、東向きの緩斜面に位置する。南側１ｍには３区SB３と３区SB４、東側２ｍには３
区SB５がある。　
　形状　検出範囲内では桁行３間、梁行１間以上の側柱の掘立柱建物で、主軸方位はＮ-９°-Ｅである。
桁行6.0ｍ、梁行1.7ｍ以上、床面積は現状で10.2㎡を測る。桁行の柱間寸法は190～210㎝、梁行の柱
間寸法は170㎝と桁行の方が広い。柱掘り方は直径36～50㎝の円形を呈し、柱痕跡は確認されなかった。
各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
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第636図　３区SB１

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
 2 50 42 28 
 3 43 38 70 
 4 41 36 51 
 5 48 42 56 
34 44 38 90 
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る。桁行4.2ｍ以上、梁行4.4ｍ、床面積は現状で18.5㎡を測る。桁行の柱間寸法はP203-P204間が190㎝、
P204-P205間が230㎝とばらつきがあるが、梁行の柱間寸法は210㎝と等間である。
　柱掘り方は直径32～81㎝の円形を呈し、柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の詳細については計測
表を参照されたい。
　埋土　灰色土及び灰褐色系土を主体とする。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、周辺の包含層出土遺物から、本遺構の時期は古代
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第635図　１区SB４

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
208 48 42 20 
209 70 49 12 
210 100 52 30 
211 80 53 30 
212 120 54 53 
213 68 （60） 33 
214 55 （20） 21 
215 （60） 55 28 
216 （35） 50 14 
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と推定した。

SB４（第635図）
　位置　１区東寄り、
Ｊ・Ｋ-20グリッドに
またがって検出された
掘立柱建物である。確
認面上の標高は24.5～
25.1ｍ、北東向きの緩
斜面に位置する。北西
側７ｍには１区SB３
がある。
　形状　検出範囲内で
は桁行２間以上、梁行
２間の側柱の掘立柱建
物で、１回の建て替え
が認められる。建て替え前のSB４Ａは、主軸方位がＮ-77°-Ｗで、桁行5.0ｍ以上、梁行4.6ｍ、床面
積は現状で23.0㎡を測る。桁行の柱間寸法は250～260㎝とほぼ等間、梁行の柱間寸法は230㎝と等間で、
桁行の方が広い。柱掘り方は直径44～63㎝の円形及び楕円形を呈し、柱痕跡は確認されなかった。
　一方、建て替え後のSB４Ｂは、主軸方位がＮ-78°-Ｗで、桁行4.7ｍ以上、梁行4.8ｍ、床面積は現
状で22.6㎡を測る。桁行の柱間寸法は220～240㎝とややばらつきがあるが、梁行の柱間寸法は240㎝
と等間で、梁行の方がやや広い。柱掘り方は直径42～72㎝の円形及び楕円形を呈し、柱痕跡は確認さ
れなかった。各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　SB４Ａは暗灰色土及び淡黒灰色土を主体とし、SB４Ｂは暗灰色土及び灰褐色系土を主体と
する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、周辺の包含層出土遺物から、本遺構の時期は古代
と推定した。

（２）３　　区
SB１（第636図）
　位置　３区北寄り、Ｅ・Ｆ-12グリッドにまたがって検出された掘立柱建物である。確認面上の標
高は29.4～29.6ｍ、東向きの緩斜面に位置する。南側１ｍには３区SB３と３区SB４、東側２ｍには３
区SB５がある。　
　形状　検出範囲内では桁行３間、梁行１間以上の側柱の掘立柱建物で、主軸方位はＮ-９°-Ｅである。
桁行6.0ｍ、梁行1.7ｍ以上、床面積は現状で10.2㎡を測る。桁行の柱間寸法は190～210㎝、梁行の柱
間寸法は170㎝と桁行の方が広い。柱掘り方は直径36～50㎝の円形を呈し、柱痕跡は確認されなかった。
各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。

（S＝１：80）0 2m

B′
B

B′
BH
＝
30.0m

A′A

A′A

P2

P3
P4P5

P5

P34

P4 P3 P2

H＝30.0m

①　灰茶色土
②　淡茶灰色土
③　褐色土
④　暗茶灰色土（ローム粒混じり）
⑤　灰褐色土
⑥　暗灰色土（ローム粒混じり）

P34
P5

①
① ②②②

②

③ ③ ④ ⑤

⑤

⑥⑥ ⑥

撹
乱

第636図　３区SB１

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
 2 50 42 28 
 3 43 38 70 
 4 41 36 51 
 5 48 42 56 
34 44 38 90 
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　埋土　茶灰色系土、灰褐
色土、暗灰色土を主体とす
る。
　遺物　出土遺物はいずれ
も細片であり、図示し得る
ものはなかった。
　時期　出土遺物による時
期比定は困難であるが、周
辺の包含層出土遺物から、
本遺構の時期は古代と推定
した。

SB３（第637図）
　位 置　３ 区 北 寄 り、
Ｆ-12グリッドより検出さ
れた掘立柱建物である。確
認面上の標高は29.2～29.5
ｍ、東向きの緩斜面に位置する。北側１～２ｍには３区SB１と３区SB５、東側１ｍには３区SB４が
ある。　
　形状　検出範囲内では桁行３間、梁行１間以上の側柱の掘立柱建物で、主軸方位はＮ-０°-Ｅである。
桁行5.5ｍ、梁行2.3ｍ以上、床面積は現状で12.7㎡を測る。桁行の柱間寸法は南側のP32-P31間と北側
のP30-P10間が170㎝と等
間であるが、中央のP31-
P30間は210㎝と広い。梁
行の柱間寸法は230㎝で、
梁行の柱間寸法の方が広い。
　柱掘り方は直径45～72㎝
の円形を呈し、柱痕跡は確
認されなかった。各柱穴の
詳細については計測表を参
照されたい。
　埋土　灰茶色系土、明褐
色土を主体とする。
　遺物　出土遺物はいずれ
も細片であり、図示し得る
ものはなかった。
　時期　出土遺物による時
期比定は困難であるが、周
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第637図　３区SB３

第638図　３区SB４

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
10 60 54 54 
29 72 64 60 
30 54 50 66 
31 60 57 64 
32 46 45 42 

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
18 63 50 20 
24 56 48 76 
27 52 43 65 
29 68 65 60 
37 57 44 46 
38 58 48 32 
54 24 21 26 
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辺の包含層出土遺物から、本遺構の時期は古代と推定した。

SB４（第638図）
　位置　３区北寄り、Ｆ-12グリッドより検出された掘立柱建物である。確認面上の標高は29.0～29.4ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。北側１～２ｍには３区SB１と３区SB５、西側１ｍには３区SB３がある。
　形状　検出範囲内では桁行３間、梁行２間の側柱の掘立柱建物で、主軸方位はＮ-０°-Ｅである。
桁行5.5ｍ、梁行2.6ｍ以上、床面積は現状で
14.3㎡を測る。桁行の柱間寸法は南側のP38-
P37間と北側のP27-P24間が170㎝と等間であ
るが、中央のP37-P27間は210㎝と広い。梁
行の柱間寸法は130㎝で、桁行の柱間寸法の
方が広い。柱掘り方は直径43～63㎝の円形を
呈し、柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の
詳細については計測表を参照されたい。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図
示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であ
るが、周辺の包含層出土遺物から、本遺構の
時期は古代と推定した。

４．柵　　列
（１）３　　区
SB２（第639図）
　位置　３区北寄り、Ｅ・Ｆ-12グリッドに
またがって検出された。掘立柱建物の可能性
もあるが、梁行部分の柱穴を検出できなかっ
たため、本報告では柵列として扱う。確認面
上の標高は28.7～28.8ｍ、東向きの緩斜面に
位置する。西側2.5ｍには３区SB５がある。　
　形状　南北方向に延びる。主軸方位はＮ-
０°-Ｅで、検出範囲内での総長は4.0ｍを測
る。柱穴数は３基を数え、柱間寸法はいずれ
も200㎝の等間である。柱掘り方は直径38～
48㎝の円形を呈し、柱痕跡は確認されなかっ
た。各柱穴の詳細については計測表を参照さ
れたい。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図
示し得るものはなかった。
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第639図　３区SB２

第640図　３区SB５

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
11 32 26 50 
43 36 30 47 
44 44 37 73 
53 28 20 76 

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
6 47 41 20 
17 52 38 26 
25 48 45 11 
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　埋土　茶灰色系土、灰褐
色土、暗灰色土を主体とす
る。
　遺物　出土遺物はいずれ
も細片であり、図示し得る
ものはなかった。
　時期　出土遺物による時
期比定は困難であるが、周
辺の包含層出土遺物から、
本遺構の時期は古代と推定
した。

SB３（第637図）
　位 置　３ 区 北 寄 り、
Ｆ-12グリッドより検出さ
れた掘立柱建物である。確
認面上の標高は29.2～29.5
ｍ、東向きの緩斜面に位置する。北側１～２ｍには３区SB１と３区SB５、東側１ｍには３区SB４が
ある。　
　形状　検出範囲内では桁行３間、梁行１間以上の側柱の掘立柱建物で、主軸方位はＮ-０°-Ｅである。
桁行5.5ｍ、梁行2.3ｍ以上、床面積は現状で12.7㎡を測る。桁行の柱間寸法は南側のP32-P31間と北側
のP30-P10間が170㎝と等
間であるが、中央のP31-
P30間は210㎝と広い。梁
行の柱間寸法は230㎝で、
梁行の柱間寸法の方が広い。
　柱掘り方は直径45～72㎝
の円形を呈し、柱痕跡は確
認されなかった。各柱穴の
詳細については計測表を参
照されたい。
　埋土　灰茶色系土、明褐
色土を主体とする。
　遺物　出土遺物はいずれ
も細片であり、図示し得る
ものはなかった。
　時期　出土遺物による時
期比定は困難であるが、周
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第637図　３区SB３

第638図　３区SB４

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
10 60 54 54 
29 72 64 60 
30 54 50 66 
31 60 57 64 
32 46 45 42 

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
18 63 50 20 
24 56 48 76 
27 52 43 65 
29 68 65 60 
37 57 44 46 
38 58 48 32 
54 24 21 26 

― 522 ―

辺の包含層出土遺物から、本遺構の時期は古代と推定した。

SB４（第638図）
　位置　３区北寄り、Ｆ-12グリッドより検出された掘立柱建物である。確認面上の標高は29.0～29.4ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。北側１～２ｍには３区SB１と３区SB５、西側１ｍには３区SB３がある。
　形状　検出範囲内では桁行３間、梁行２間の側柱の掘立柱建物で、主軸方位はＮ-０°-Ｅである。
桁行5.5ｍ、梁行2.6ｍ以上、床面積は現状で
14.3㎡を測る。桁行の柱間寸法は南側のP38-
P37間と北側のP27-P24間が170㎝と等間であ
るが、中央のP37-P27間は210㎝と広い。梁
行の柱間寸法は130㎝で、桁行の柱間寸法の
方が広い。柱掘り方は直径43～63㎝の円形を
呈し、柱痕跡は確認されなかった。各柱穴の
詳細については計測表を参照されたい。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図
示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であ
るが、周辺の包含層出土遺物から、本遺構の
時期は古代と推定した。

４．柵　　列
（１）３　　区
SB２（第639図）
　位置　３区北寄り、Ｅ・Ｆ-12グリッドに
またがって検出された。掘立柱建物の可能性
もあるが、梁行部分の柱穴を検出できなかっ
たため、本報告では柵列として扱う。確認面
上の標高は28.7～28.8ｍ、東向きの緩斜面に
位置する。西側2.5ｍには３区SB５がある。　
　形状　南北方向に延びる。主軸方位はＮ-
０°-Ｅで、検出範囲内での総長は4.0ｍを測
る。柱穴数は３基を数え、柱間寸法はいずれ
も200㎝の等間である。柱掘り方は直径38～
48㎝の円形を呈し、柱痕跡は確認されなかっ
た。各柱穴の詳細については計測表を参照さ
れたい。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図
示し得るものはなかった。
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ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
11 32 26 50 
43 36 30 47 
44 44 37 73 
53 28 20 76 

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
6 47 41 20 
17 52 38 26 
25 48 45 11 

― 523 ―

CW6_TY091_P471_D07-01_02_第１分冊.indd   523 2015/03/05   15:32:45



　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、周辺の包含層出土遺物から、本遺構の時期は古代
と推定した。

SB５（第640図）
　位置　３区北寄り、Ｅ・Ｆ-12グリッドにまたがって検出された。掘立柱建物の可能性もあるが、
梁行部分の柱穴を検出できなかったため、本報告では柵列として扱う。確認面上の標高は29.2～29.3ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。西側２ｍには３区SB１、南側２ｍには３区SB３と３区SB４、東側2.5ｍ
には３区SB２がある。
　形状　南北方向に延びる。主軸方位はＮ-０°-Ｅで、検出範囲内での総長は3.9ｍを測る。柱穴数は
４基を数え、柱間寸法はP11-P43間が180㎝、P43-P44間が140㎝、P44-P53間が70㎝と不規則である。
柱掘り方は直径20～44㎝の円形を呈し、P43では直径13㎝、P44では直径15㎝の柱痕跡を確認した。
各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　褐色系土を主体とする。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、周辺の包含層出土遺物から、本遺構の時期は古代
と推定した。

（２）４　　区
SA１（第641図）
　位置　Ｃ-11グリッドの尾根東側下部谷壁の急斜面から緩斜面への変換域付近に位置する。斜面の
傾斜に直交して南北方向に延びる４基の柱穴列である。南側6.0ｍの４区SS29の段状遺構とはほぼ並
行している。確認面上の標高は35.2～34.9ｍを測る。
　形状　本遺構はP209・227・226・224の柱穴が等高線にほぼ沿って直線的に並ぶことから、柵列と
考えられる。主軸方位はＮ-４°-Ｅである。総長は5.0ｍ、柱間寸法は1.5～1.7ｍである。柱掘り方は
直径30～40㎝の円形を呈する。各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　黒色土を主体とする。
　遺物　いずれも微細片であり、図示し得る遺物がなかった。
　時期・性格　出土遺物による時期比定が困難であるが、位置と形状から４区SS29に関連する柵列
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④　黒色土。炭化物少量含有。
⑤　暗褐色土。炭化物少量含有。
⑥　暗黄褐色土。黒褐色粒少量含有。

第641図　４区SA１

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
209 30 26 10 
224 27 25 16 
226 38 28 30 
227 35 32 28 
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と推測できる。従って、本遺構の時期は４区SS29と同時期の７世紀中葉～末頃が考えられる。

５．土　　坑
（１）１　　区
SK６（第642・643図）
　位置　１区北寄り、Ｉ-19グリッドより検出された土坑である。確認面上の標高は25.0ｍ、北東向
きの緩斜面に位置する。１区SB１と重複し、南東側には１区SB２が隣接する。　　　　
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第643図　１区SK６出土遺物
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　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、周辺の包含層出土遺物から、本遺構の時期は古代
と推定した。

SB５（第640図）
　位置　３区北寄り、Ｅ・Ｆ-12グリッドにまたがって検出された。掘立柱建物の可能性もあるが、
梁行部分の柱穴を検出できなかったため、本報告では柵列として扱う。確認面上の標高は29.2～29.3ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。西側２ｍには３区SB１、南側２ｍには３区SB３と３区SB４、東側2.5ｍ
には３区SB２がある。
　形状　南北方向に延びる。主軸方位はＮ-０°-Ｅで、検出範囲内での総長は3.9ｍを測る。柱穴数は
４基を数え、柱間寸法はP11-P43間が180㎝、P43-P44間が140㎝、P44-P53間が70㎝と不規則である。
柱掘り方は直径20～44㎝の円形を呈し、P43では直径13㎝、P44では直径15㎝の柱痕跡を確認した。
各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　褐色系土を主体とする。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、周辺の包含層出土遺物から、本遺構の時期は古代
と推定した。

（２）４　　区
SA１（第641図）
　位置　Ｃ-11グリッドの尾根東側下部谷壁の急斜面から緩斜面への変換域付近に位置する。斜面の
傾斜に直交して南北方向に延びる４基の柱穴列である。南側6.0ｍの４区SS29の段状遺構とはほぼ並
行している。確認面上の標高は35.2～34.9ｍを測る。
　形状　本遺構はP209・227・226・224の柱穴が等高線にほぼ沿って直線的に並ぶことから、柵列と
考えられる。主軸方位はＮ-４°-Ｅである。総長は5.0ｍ、柱間寸法は1.5～1.7ｍである。柱掘り方は
直径30～40㎝の円形を呈する。各柱穴の詳細については計測表を参照されたい。
　埋土　黒色土を主体とする。
　遺物　いずれも微細片であり、図示し得る遺物がなかった。
　時期・性格　出土遺物による時期比定が困難であるが、位置と形状から４区SS29に関連する柵列
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と推測できる。従って、本遺構の時期は４区SS29と同時期の７世紀中葉～末頃が考えられる。

５．土　　坑
（１）１　　区
SK６（第642・643図）
　位置　１区北寄り、Ｉ-19グリッドより検出された土坑である。確認面上の標高は25.0ｍ、北東向
きの緩斜面に位置する。１区SB１と重複し、南東側には１区SB２が隣接する。　　　　
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　形状　平面形態は、北東側が調査区外に広がるが、
上縁部、底面ともに楕円形を呈し、その南端にはさ
らに楕円形を呈する掘り込みがある。土坑の規模は
長径85㎝以上、短径80㎝以上、確認面からの深さ４
㎝を測り、南端の掘り込みの規模は長径52㎝、短径
48㎝、確認面からの深さは32㎝を測る。
　断面の形状は、土坑は浅い皿状、南端の掘り込み
はＵ字状を呈する。
　遺物　南端の掘り込みの上層から中層にかけて土
師器と須恵器が出土した。須恵器の大甕（３）は、
破片が重層した状態で出土し、上方は外面を上に向
け、下方は内面を上に向けており、須恵器の大甕を
意図的に破砕し、その破片を埋納したと考えられる。
　１は土師器の甕で、口縁部は外反する。口径に対
して胴部最大径が小さいものである。２は須恵器壺
の底部である。３は完形の須恵器大甕で、口径22.0
㎝、胴部最大径51.8㎝、器高59.6㎝を測る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古代と考え
られる。

（２）６　　区
SK31（第644図）
　位置　６区中央やや南西寄り、Ｆ-４グリッドより検出された土坑
である。確認面上の標高は41.1～41.4ｍ、南西向きの斜面に位置する。
６区SS32を切っており、南側８ｍに６区SS26、南東側７ｍに６区
SS28がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を呈し、規模は上面で
長径121㎝、短径108㎝、底面は長径85㎝、短径84㎝、確認面からの深
さは27㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈する。
　埋土　上層から淡灰褐色土、淡褐灰色土、暗黄茶褐色土が堆積し、
自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区
SS32との切合関係から、本遺構の時期は８世紀中葉以降と推定した。
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６．溝状遺構
（１）３　　区
SD８（第645図）
　位置　３区北西寄り、Ｇ・Ｈ-12グリッドにまたがって検出された溝状遺構である。確認面上の標
高は30.1～30.3ｍ、東向きの緩斜面に位置する。東側には３区SD９が隣接する。　
　形状　南西-北東方向に直線的にのび、北東端は北西側に直角に屈曲する。主軸方位は傾斜面の等
高線と平行するＮ-19°-Ｅである。検出した長さは740㎝、最大幅は上端で62㎝、底面で40㎝、確認面
からの深さは10～20㎝を測る。断面の形状は浅いＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期・性格　出土遺物による時期比定は困難であるが、３区SB１～５との位置関係から、本遺構
の時期は古代と推定した。また、形態的に段状遺構の壁溝の可能性がある。

SD９（第645図）
　位置　３区北西寄り、Ｇ・Ｈ-12グリッドにまたがって検出された溝状遺構である。確認面上の標
高は29.9～30.1ｍ、東向きの緩斜面に位置する。西側には３区SD８が隣接する。
　形状　南北方向に直線的にのび、主軸方位は傾斜面の等高線と平行するＮ-０°-Ｅである。検出し
た長さは342㎝、最大幅は上端で62㎝、底面で36㎝、確認面からの深さは10㎝を測る。断面の形状は
浅いＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、３区SB１～５との位
置関係から、本遺構の時期は古代と推定した。また、３区SD８との位置
関係から、段状遺構の壁溝の可能性がある。

（２）６　　区 
SD13（第646図）
　位置　６区南寄り、Ｈ-５グリッドより検出された溝状遺構である。確
認面上の標高は40.1～40.6ｍ、南西向きの斜面に位置する。西側２ｍに６
区SD14がある。　
　形状　南東から北西へ直線的にのびる。主軸方位は傾斜面の等高線とほ
ぼ平行するＮ-38°-Ｗである。検出した長さは300㎝、最大幅は上端で21㎝、
底面で７㎝、確認面からの深さは28㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、
底面は平坦である。
　埋土　淡褐色土の単層で、その堆積状況から流水の痕跡は窺えない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、当該
期の段状遺構との位置関係から、本遺構の時期は古代と推定した。また、
同様な根拠から、本遺構は段状遺構の壁溝の可能性がある。
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　形状　平面形態は、北東側が調査区外に広がるが、
上縁部、底面ともに楕円形を呈し、その南端にはさ
らに楕円形を呈する掘り込みがある。土坑の規模は
長径85㎝以上、短径80㎝以上、確認面からの深さ４
㎝を測り、南端の掘り込みの規模は長径52㎝、短径
48㎝、確認面からの深さは32㎝を測る。
　断面の形状は、土坑は浅い皿状、南端の掘り込み
はＵ字状を呈する。
　遺物　南端の掘り込みの上層から中層にかけて土
師器と須恵器が出土した。須恵器の大甕（３）は、
破片が重層した状態で出土し、上方は外面を上に向
け、下方は内面を上に向けており、須恵器の大甕を
意図的に破砕し、その破片を埋納したと考えられる。
　１は土師器の甕で、口縁部は外反する。口径に対
して胴部最大径が小さいものである。２は須恵器壺
の底部である。３は完形の須恵器大甕で、口径22.0
㎝、胴部最大径51.8㎝、器高59.6㎝を測る。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は古代と考え
られる。

（２）６　　区
SK31（第644図）
　位置　６区中央やや南西寄り、Ｆ-４グリッドより検出された土坑
である。確認面上の標高は41.1～41.4ｍ、南西向きの斜面に位置する。
６区SS32を切っており、南側８ｍに６区SS26、南東側７ｍに６区
SS28がある。
　形状　平面形態は上縁部、底面ともに楕円形を呈し、規模は上面で
長径121㎝、短径108㎝、底面は長径85㎝、短径84㎝、確認面からの深
さは27㎝を測る。断面の形状は逆台形を呈する。
　埋土　上層から淡灰褐色土、淡褐灰色土、暗黄茶褐色土が堆積し、
自然埋没したと考えられる。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、６区
SS32との切合関係から、本遺構の時期は８世紀中葉以降と推定した。
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６．溝状遺構
（１）３　　区
SD８（第645図）
　位置　３区北西寄り、Ｇ・Ｈ-12グリッドにまたがって検出された溝状遺構である。確認面上の標
高は30.1～30.3ｍ、東向きの緩斜面に位置する。東側には３区SD９が隣接する。　
　形状　南西-北東方向に直線的にのび、北東端は北西側に直角に屈曲する。主軸方位は傾斜面の等
高線と平行するＮ-19°-Ｅである。検出した長さは740㎝、最大幅は上端で62㎝、底面で40㎝、確認面
からの深さは10～20㎝を測る。断面の形状は浅いＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期・性格　出土遺物による時期比定は困難であるが、３区SB１～５との位置関係から、本遺構
の時期は古代と推定した。また、形態的に段状遺構の壁溝の可能性がある。

SD９（第645図）
　位置　３区北西寄り、Ｇ・Ｈ-12グリッドにまたがって検出された溝状遺構である。確認面上の標
高は29.9～30.1ｍ、東向きの緩斜面に位置する。西側には３区SD８が隣接する。
　形状　南北方向に直線的にのび、主軸方位は傾斜面の等高線と平行するＮ-０°-Ｅである。検出し
た長さは342㎝、最大幅は上端で62㎝、底面で36㎝、確認面からの深さは10㎝を測る。断面の形状は
浅いＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、３区SB１～５との位
置関係から、本遺構の時期は古代と推定した。また、３区SD８との位置
関係から、段状遺構の壁溝の可能性がある。

（２）６　　区 
SD13（第646図）
　位置　６区南寄り、Ｈ-５グリッドより検出された溝状遺構である。確
認面上の標高は40.1～40.6ｍ、南西向きの斜面に位置する。西側２ｍに６
区SD14がある。　
　形状　南東から北西へ直線的にのびる。主軸方位は傾斜面の等高線とほ
ぼ平行するＮ-38°-Ｗである。検出した長さは300㎝、最大幅は上端で21㎝、
底面で７㎝、確認面からの深さは28㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、
底面は平坦である。
　埋土　淡褐色土の単層で、その堆積状況から流水の痕跡は窺えない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、当該
期の段状遺構との位置関係から、本遺構の時期は古代と推定した。また、
同様な根拠から、本遺構は段状遺構の壁溝の可能性がある。
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SD14（第647図）
　位置　６区南寄り、Ｇ・Ｈ-５グリッ
ドにまたがって検出された溝状遺構であ
る。確認面上の標高は39.1～40.7ｍ、南
西向きの斜面に位置する。西側1.5ｍに
６区SS26、北側３ｍに６区SS31がある。
　形状　南から北へ緩やかに蛇行しなが
ら直線的にのびる。主軸方位は傾斜面の
等高線とほぼ平行するＮ-23°-Ｗである。
検出した長さは904㎝、最大幅は上端で
104㎝、底面で28㎝、確認面からの深さ
は35㎝を測る。断面の形状は皿状を呈し、
底面は平坦である。
　埋土　褐色土が主体に堆積し、ローム
粒の包含の有無によりさらに上下２層に
細分される。堆積状況からは流水の痕跡
は窺えない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないた
め時期比定は困難であるが、当該期の段
状遺構との位置関係から、本遺構の時期
は古代と推定した。また、同様な根拠か
ら、本遺構は段状遺構の壁溝の可能性が
ある。

SD15（第648図）
　位置　６区南寄り、Ｇ-５グリッドよ
り検出された溝状遺構である。確認面上
の標高は40.5～40.7ｍ、南西向きの斜面
に位置する。南側には６区SD14が隣接
し、南西側３ｍに６区SS26、北東側1.5
ｍに６区SS31がある。　
　形状　南から北へ直線的にのびる。主
軸方位は傾斜面の等高線とほぼ平行する
Ｎ-12°-Ｗである。検出した長さは218㎝、
最大幅は上端で31㎝、底面で20㎝、確認
面からの深さは12㎝を測る。断面の形状
はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
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　埋土　淡灰褐色土の単層で、その堆積状況から流水の痕跡は窺えない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、当該期
の段状遺構との位置関係から、本遺構の時期は古代と推定した。また、同様
な根拠から、本遺構は段状遺構の壁溝の可能性がある。

SD16（第649図）
　位置　６区南寄り、Ｇ・Ｈ-５グリッドにまたがって検出された溝状遺構
である。確認面上の標高は41.7～41.9ｍ、南西向きの斜面に位置する。北西
側４ｍに６区SS31、南西側３ｍに６区SD14がある。
　形状　南東から北西へ直線的にのび、南東端は南へ緩やかに湾曲する。主
軸方位は傾斜面の等高線とほぼ平行するＮ-36°-Ｗである。検出した長さは
363㎝、最大幅は上端で27㎝、底面で16㎝、確認面からの深さは24㎝を測る。
断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　淡灰褐色土の単層で、その堆積状況から流水の痕跡は窺えない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、当該期
の段状遺構との位置関係から、本遺構の時期は古代と推定した。また、同様
な根拠から、本遺構は段状遺構の壁溝の可能性がある。

SS13（第650図）
　位置　６区西寄りで検出された溝状遺構で、南西向きの斜面に位置する。
　形状　丘陵の斜面地形に沿うように南北方向にのび、北西側はさらに調査
区外へのびる。検出した長さは73ｍ、最大幅は上端で345㎝、底面で80㎝、
確認面からの深さは最大で54㎝を測る。中央（Ｅ-E′）付近より南側は断面
の形状がＵ字状を呈しているが、中央より北側は南西側の肩が流失したと考
えられる。
　埋土　灰褐色系土と褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、横穴墓との位置関係から、
本遺構の時期は古代頃と推定した。
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SD14（第647図）
　位置　６区南寄り、Ｇ・Ｈ-５グリッ
ドにまたがって検出された溝状遺構であ
る。確認面上の標高は39.1～40.7ｍ、南
西向きの斜面に位置する。西側1.5ｍに
６区SS26、北側３ｍに６区SS31がある。
　形状　南から北へ緩やかに蛇行しなが
ら直線的にのびる。主軸方位は傾斜面の
等高線とほぼ平行するＮ-23°-Ｗである。
検出した長さは904㎝、最大幅は上端で
104㎝、底面で28㎝、確認面からの深さ
は35㎝を測る。断面の形状は皿状を呈し、
底面は平坦である。
　埋土　褐色土が主体に堆積し、ローム
粒の包含の有無によりさらに上下２層に
細分される。堆積状況からは流水の痕跡
は窺えない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないた
め時期比定は困難であるが、当該期の段
状遺構との位置関係から、本遺構の時期
は古代と推定した。また、同様な根拠か
ら、本遺構は段状遺構の壁溝の可能性が
ある。

SD15（第648図）
　位置　６区南寄り、Ｇ-５グリッドよ
り検出された溝状遺構である。確認面上
の標高は40.5～40.7ｍ、南西向きの斜面
に位置する。南側には６区SD14が隣接
し、南西側３ｍに６区SS26、北東側1.5
ｍに６区SS31がある。　
　形状　南から北へ直線的にのびる。主
軸方位は傾斜面の等高線とほぼ平行する
Ｎ-12°-Ｗである。検出した長さは218㎝、
最大幅は上端で31㎝、底面で20㎝、確認
面からの深さは12㎝を測る。断面の形状
はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
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　埋土　淡灰褐色土の単層で、その堆積状況から流水の痕跡は窺えない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、当該期
の段状遺構との位置関係から、本遺構の時期は古代と推定した。また、同様
な根拠から、本遺構は段状遺構の壁溝の可能性がある。

SD16（第649図）
　位置　６区南寄り、Ｇ・Ｈ-５グリッドにまたがって検出された溝状遺構
である。確認面上の標高は41.7～41.9ｍ、南西向きの斜面に位置する。北西
側４ｍに６区SS31、南西側３ｍに６区SD14がある。
　形状　南東から北西へ直線的にのび、南東端は南へ緩やかに湾曲する。主
軸方位は傾斜面の等高線とほぼ平行するＮ-36°-Ｗである。検出した長さは
363㎝、最大幅は上端で27㎝、底面で16㎝、確認面からの深さは24㎝を測る。
断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　淡灰褐色土の単層で、その堆積状況から流水の痕跡は窺えない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期・性格　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、当該期
の段状遺構との位置関係から、本遺構の時期は古代と推定した。また、同様
な根拠から、本遺構は段状遺構の壁溝の可能性がある。

SS13（第650図）
　位置　６区西寄りで検出された溝状遺構で、南西向きの斜面に位置する。
　形状　丘陵の斜面地形に沿うように南北方向にのび、北西側はさらに調査
区外へのびる。検出した長さは73ｍ、最大幅は上端で345㎝、底面で80㎝、
確認面からの深さは最大で54㎝を測る。中央（Ｅ-E′）付近より南側は断面
の形状がＵ字状を呈しているが、中央より北側は南西側の肩が流失したと考
えられる。
　埋土　灰褐色系土と褐色系土が主体に堆積する。
　遺物　出土遺物はいずれも細片であり、図示し得るものはなかった。
　時期　出土遺物による時期比定は困難であるが、横穴墓との位置関係から、
本遺構の時期は古代頃と推定した。
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第651図　２・３区中世遺構分布図
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― 533・534 ―第652図　４・６区中世遺構分布図
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第653図　２・３区近世遺構分布図

（S＝１：400）0 10m

X＝－68230

X＝－68220

X＝－68210

X＝－68190

Y＝
－
90050

X＝－68180

Y＝
－
90060

X＝－68170

Y＝
－
90070

X＝－68160

Y＝
－
90080

X＝－68150

Y＝
－
90090

Y＝
－
90100

Y＝
－
90110

３区

SD5

SD22SD22
SD14

SD2SD2
SD5

SD4

SD3

SD2
SD6

２区

SD1

SD6

― 535・536 ―

CW6_TY091_P535_D07-02-03_折込_第１分冊.indd   1 2015/03/04   16:56:43



第８節　中・近世

１．概　　要
　中近世の遺構は、段状遺構５基、掘立柱建物１棟、柵列３条、溝状遺構14基を検出した。
　中世には３区と４区の丘陵裾部で段状遺構を検出した。このうち４区SS31には掘立柱建物が構築
され、４区SS30は４区SS31に付随する簡易的な建物と通路的な性格を持つ段状遺構と推定される。
３区SS3には炉が設けられ、埋土中から被熱した礫が検出されていることから、竈屋的な性格が想定
される。また、６区SS14は集落の廃絶後に道路として使用されたと考えられる。
　近世には２区と３区で溝状遺構11基を検出した。２区SD1～５は地形に沿うように平行、直交する
ようにのびており、耕作に伴う溝と考えられる。３区SD５・６は0.5～1.5ｍ間隔で南西-北東方向に
緩やかに湾曲しながら平行してのびており、土地境界あるいは道路側溝と考えられる。３区SD22は
後世の段切りの法面下に位置する。

２．段状遺構
（１）３　　区
SS１-１（第654・655図）
　位置　３区西寄り、Ｇ・Ｈ-12グリッドにまたがって検出された段状遺構である。確認面上の標高
は30.3～30.8ｍ、東向きの緩斜面に位置する。東側には３区SS３が隣接し、南側は３区SS１-２を切っ
ている。
　形状　東側が流失しているが、平面形態は長方形を呈する。規模は長軸8.6ｍ、短軸3.1ｍ以上、確
認面からの深さは最大で30㎝を測る。床面積は26.7㎡以上を測り、西側と南側の壁際には壁溝が巡っ
ている。床面ではピットは検出されなかった。
　埋土　上部が削平されているため、埋土は遺存していない。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち３点を図示した（第655図）。
　１は土師質土器埦、２は凝灰角礫岩製の台石である。２は上端部が欠損するが、表面には磨痕と敲
打痕が認められ、一部被熱している。３は鉄製の釘の先端部である。
　時期　３区SS３との位置関係から、本遺構の時期は11世紀後半～12世紀前半と考えられる。

SS１-２（第654・655図）
　位置　３区西寄り、Ｈ-12グリッドより検出された段状遺構である。確認面上の標高は30.4～30.8ｍ、
東向きの緩斜面に位置する。東側には３区SS３が隣接し、南側は３区SS２を切っているが、北側は
３区SS１-１に切られている。
　形状　北側は３区SS１-１に切られ、東側は流失しているが、平面形態は長方形を呈すると考えら
れる。規模は長軸1.8ｍ以上、短軸2.1ｍ以上、確認面からの深さは最大で50㎝を測る。床面積は3.8㎡
以上を測り、床面では壁溝及びピットは検出されなかった。
　遺物　出土遺物はほとんどが細片で、このうち床面直上から出土した金属製品１点を図示した（第
655図）。
　４は床面直上から出土した棒状鉄製品で、断面は方形を呈する。

― 537 ―

CW6_TY091_P537_D08_第１分冊.indd   537 2015/03/05   15:31:14



　時期　３区SS３と
の位置関係から、本遺
構の時期は11世紀後半
～12世紀前半と考えら
れる。

�SS3�
（第656・657図）
　位置　３区中央やや
西寄り、Ｈ-12グリッ
ドより検出された段状
遺構である。確認面上
の標高は29.5～30.3ｍ、
東向きの緩斜面に位置
する。西側には３区
SS１－１、３区SS１－２が隣接する。
　形状　北東側が流失しているが、平面形態
は弧状を呈すると考えられる。規模は長軸9.2
ｍ、短軸3.7ｍ以上、確認面からの深さは最
大で50㎝を測る。床面積は34.0㎡以上を測り、
床面では壁溝及びピットは検出されなかった
が、中央で炉を検出した。
　炉の平面形態は隅丸方形を呈し、規模は長
さ71㎝、幅63㎝を測る。主軸方位はＮ-82°-
Ｗである。周囲には幅10～14㎝、高さ10㎝の
粘土壁を方形に巡らせているが、粘土壁はほ
とんど被熱していない。また、炉の西側には
平面形態が楕円形を呈する掘り込みがあり、
規模は長径110㎝、短径82㎝以上、確認面か
らの深さ８㎝を測る。
　本遺構の北西側の上層からは被熱した礫が
検出された。
　埋土　３区SS３は上層に暗褐色土、下層
に暗灰色土が堆積し、壁際から傾斜堆積して
いることから、自然埋没したと考えられる。
　炉の埋土は上層に粉炭混じりの層が堆積し、その上面には木炭が遺存していた。底面直上には厚さ
２㎝の炭化物層が認められ、底面は良好に被熱している。
　西側の掘り込みの埋土は暗褐色土の単層で、炭化物や焼土粒等は認められなかった。

（S＝１：100）0 2m

A′

C′

A

A′A

H＝31.0m

4

4

3

3

SS1―1

SS1―2

C
H＝31.0m

B′B

B′
B

C
′

C

H＝31.0m

① ①　淡褐色土

（S＝１：４）0 10㎝

（S＝１：３）0 5㎝

2

1

3

4

１～３：SS1―1
４　　：SS1―2

第654図　３区SS１-１・１-2
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　遺物　出土遺物は遺構の中央から北西側にかけて集中しており、このうち５点を図示した（第657図）。
　１は土師質土器埦で、底部外面には回転糸切りが施されている。２は白磁碗で、口縁が幅広の玉縁
状を呈し、山本分類の白磁碗Ⅳ類である。３は炉から出土した土師質土器埦の底部で、底部外面はヘ
ラ切り後、指押さえで仕上げている。４は凝灰岩製の砥石で、長方形を呈し、表裏面と両側面の４面
を使用している。５は棒状鉄製品である。
　時期　出土遺物から、本遺構の時期は11世紀後半～12世紀前半と考えられる。
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（２）４　　区
SS30（第658・659図）
　位置　Ｅ～Ｇ-11・12グリッドにまた
がって、尾根東側下部谷壁の緩斜面に検
出された段状遺構である（第658図）。確
認面上の標高は31.2～29.7ｍを測る。
　形状　斜面下方が後世の削平により失
われるが、遺存状態は良い。斜面の高位
側の地山をＬ字状に削り、平坦面を形成
している。平面形は細長く伸びる長方形
を呈する。傾斜面の等高線に直交する方
向を主軸と考えた場合の主軸方位は
Ｎ-88°-Ｅである。規模は長軸14.7ｍ、
短軸3.2ｍ、確認面からの深さは最深部
で60㎝を測る。壁はやや開きながら立ち
上がり、検出範囲での床面積は21.6㎡を
測る。床面はほぼ水平で、面上は硬化し
ている。なお、西壁南側部分に高さ20㎝、
奥行1.0ｍ程の段差が認められた。埋積土の観察から古い時期の段状遺構とも考えられるが、この南
側部分に柱穴列や壁溝が掘り込まれていることと鑑みると、建物に伴うテラス状の遺構の可能性もあ
る。
　本遺構に伴うピットは全部で23基である。このうち、P307・P310・P324およびP94・P22・PＸ・
P311はそれぞれ壁面に平行して並ぶ柱穴列と考えられる。平面形はいずれも円形を呈し、柱掘り方
は直径20～35㎝、柱穴間距離は1.2～2.0ｍを測る。詳細はピット計測表を参照されたい。また、南側
の西壁面直下には長さ3.6ｍ、幅32～45㎝、深さ10㎝の溝が検出された。この溝と柱穴列との距離は
70～80㎝ほどである。この部分が壁材を据えた溝であれば、小屋掛けの簡易な建物が存在した可能性
も考えられよう。溝底面は平坦で、壁溝内ピット等は検出されなかった。
　埋土　暗褐色土及び暗黄褐色土を主体とし、下層より順次堆積していることから、自然埋没の様相
を呈する。
　遺物　出土遺物のうち５点が図示し得た（第659図）。１は中国陶器の水注と思われる。破片である
が、把手貼付痕が体部に認められる。ねっとりした胎土に黒褐色釉が掛かる。二次被熱が認められる。
　２は瓦質の碗、外傾する体部に口縁は内湾する。３は瓦質の壺、体部破片で、全体に摩耗している。
　４・５は土師質土器の鍋、受口状の口縁を呈し、外面には煤や炭化物が付着している。
　時期・性格　出土遺物から、本遺構の時期は12世紀後半頃の段状遺構と考えられる。また、４区
SS31と同時期の構築であり、位置や形状から、４区SS31に付随する簡易的な建物と通路的な性格を
持つ段状遺構であると推測できよう。
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SS31（第660～662図）
　位置　Ｃ・Ｄ-11・12グリッドにまたがって、尾根東側下部谷壁斜面から谷底面にかけて検出され
た段状遺構と掘立柱建物である（第660図）。北側は調査区外に広がる。東側は後世の削平により失わ
れている。確認面上の標高は31.4～29.6ｍを測る。
　形状　斜面下方が後世の削平により失われるが、遺存状態は良い。斜面の高位側の地山を削り、平
坦面を形成している。調査の結果、大きく二時期の改変が行われたようである、すなわち古段階では
コの字状に削平された区画内に構築された掘立柱建物、新段階で貼床を持つ段状遺構が検出された。
　以下に新段階から述べることとする。

上面（第660図-上段）
　斜面下方が後世の削平により失われるが、遺存状態は良い。斜面の高位側の地山を階段状に削り、
平坦面を形成している。平面形は細長く伸びる長方形を呈する。傾斜面の等高線に直交する方向を主
軸と考えた場合の主軸方位はＳ-86°-Ｅである。規模は長軸11.5ｍ以上、短軸3.4ｍ、確認面からの深
さは最深部で80㎝を測る。壁はやや開きながら立ち上がり、検出範囲での床面積は25.0㎡を測る。床
面はほぼ水平で、埋土の状況から面上には少なくとも３時期の非常に硬化した貼床が構築されている。
また、西壁面直下には幅18～28㎝、深さ10㎝の溝が部分的に検出された。位置的に見て壁溝と考えら
れる。溝底面は平坦で、壁溝内ピット等は検出されなかった。
　なお、南西隅の壁面に接して平面形がコの字状の掘り込みが検出された。長軸110㎝、短軸75㎝、
深さ50㎝、断面は箱薬研形を呈し、壁面と底面に被熱痕が認められた。特に底面は非常に激しく被熱
しており、埋土も焼土と灰、炭化物が詰まっている状況であることから、本遺構は固定式の竈等の燃
焼施設の可能性が考えられる。

下面（第660図-下段）
　貼床の下層80㎝に検出された。斜面側の地山を平面形コの字状に削平し、長軸8.0ｍ、短軸4.0ｍの
長方形の平坦面を構築している。傾斜面の等高線に直交する方向を主軸と考えた場合の主軸方位は
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第659図　４区SS30出土遺物
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Ｓ-85°-Ｅである。壁は垂直気味に立ち上がった後、開きながら立ち上がる。床面積は23.8㎡を測る。
床面はほぼ水平で、面上には厚さ20㎝程の貼床が認められた。
　この平坦面上にP380・P350・P381・P351・P335・P333・P334による桁行４間、梁行２間の側柱の
掘立柱建物が構築されている。長軸桁行方位はＮ-２°-Ｅで、長軸桁行5.0ｍ、短軸梁行2.1ｍ、床面積
は10.5㎡を測る。桁行の柱間寸法は1.0～1.8ｍ、梁行の柱間寸法は0.8～1.3ｍと桁行の方が広い。柱通
りは一直線である。後世の削平により斜面下方の南東側の柱穴を欠く。柱掘り方は直径20～68㎝の円
形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。ピットの詳細については計測表を参照されたい。
　また、西壁及び南壁直下には幅35～100㎝、深さ10～18㎝、断面Ｕ字形の溝が検出された。位置的
に見て壁溝と考えられる。溝底面は平坦で、壁溝内ピット等は検出されなかった。この他、方形の区
画の北側の壁面直下にも幅30㎝、深さ20㎝の溝が確認された。底面に段差を持つことから、掘り直し
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第661図　４区SS31（２）

ピット計測表（単位：㎝）
NO 長径 短径 深さ
270 64 52 40 
271 68 60 64 
277 74 54 68 
278 58 52 40 
279 38 26 28 
280 22 20 50 
281 58 52 70 
282 47 45 50 
283 34 33 16 
332 44 39 80 
333 50 46 32 
334 50 48 56 
335 70 58 56 
350 24 22 31 
351 30 24 30 
352 29 21 34 
353 41 28 29 
354 29 21 12 
355 26 24 30 
356 21 17 9 
357 44 42 91 
358 27 25 32 
359 36 32 23 
380 25 22 58 
381 30 28 28 
382 21 20 20 
402 31 30 34 
403 26 20 31 
404 30 21 26 
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が行われたものと考えられる。北側は調査区外に延びる。
　なお、本遺構斜面上方にこの区画を巡る柱穴列（P279・P283・P278・P281・P270・P282・P271・
P277）が認められた。長軸方位はＮ-４°-Ｅでほぼ掘立柱建物と並行する。北側が削平により失われ
るが、位置的にみて、掘立柱建物に付随する庇等の施設と考えられよう。長軸桁行6.7ｍ、短軸梁行2.5
ｍを測る。桁行の柱間寸法は2.0ｍ、梁行の柱間寸法は0.8～1.7ｍと桁行の方が広い。柱掘り方は直径
30～64㎝の円形を呈する。柱痕跡は確認されなかった。
　また本遺構南側に掘り込まれた４区SD２も位置的に見て、本遺構と関連ある溝状遺構と考えられる。
　埋土　暗褐色を主体とし、貼床構成土には暗黄褐色土を多く混じえる。下面の遺構を人為的に埋め
立て、上面は少なくとも３時期以上の版築を繰り返し、貼床を構築していった様相を呈している。
　遺物　出土遺物のうち17点が図示し得た（第662図）。１～３は青磁、いずれも二次焼成を受けてい
る。１は青磁櫛目文碗、体部はやや内湾気味に立ち上がり、口縁端部は外反する。体部外面には幅広
の粗い縦の櫛目文を施す。山本分類の同安窯系青磁碗Ⅲ-1a類と思われる。２は青磁劃花文皿、体部
中位で屈曲する。内面見込みに片彫花文と櫛目文を施す。山本分類の龍泉窯系青磁皿Ⅰ-2c類である。
３は青磁無文皿、体部中位で屈曲し、外底部は焼成前に釉を掻き取っている。山本分類の龍泉窯系青
磁皿Ⅰ-1a類である。
　４～７は在地系の中世須恵器の甕、外面に格子目の叩きが施される。４は肩が張り、頸部は大きく
屈曲し、口縁は直線的に外反する。６・７は破片であるが、同一個体と考えられる。８は東播系の捏
鉢、体部はやや丸みを持ちながら外傾し、口縁端部は丸味を持つ。本資料については胎土分析の結果、
勝間田窯に比定されている（白石2013）。
　９は土師質土器の鍋、受口状の口縁を呈し、外面には煤や炭化物が付着している。10は土師質土器
の皿、口径8.1㎝と小型で、回転糸切りの底部に体部は直線的に外傾する。11は土師質土器の碗、口
縁は13.2㎝と大型で深め体部と思われる。12～16は土師質土器の皿の底部、大型のものと小型のもの
がある。
　17は鉄製の釘、断面方形で頭部は屈曲している。
　時期　上面と下面の出土遺物を見ると、余り時期差が認められないことから、本遺構の時期は12世
紀中頃から後半にかけて使用された段状遺構と考えられる。なお、本址は４区SS30とも同時期の遺
構であり、丘陵裾部に作られた中世建物と考えられる。
　（註 ）白石純　2013「米子市内遺跡出土東播系須恵器の胎土分析」『境内海道西遺跡』第Ⅵ章　自然科学分析　第

１節　一般財団法人米子市文化財団．

３．溝状遺構
（１）４　　区
SD２（第663図）
　位置　Ｄ・Ｅ-12グリッドにまたがって、尾根東側下部谷壁斜面の４区SS31南側に位置する。斜面
の傾斜に直交して南北方向に延びる溝状遺構である。南側6.0ｍの同一等高線上に４区SS30が存在する。
確認面上の標高は31.1ｍを測る。
　形状　４区SS31の南西隅壁面から派生し、等高線に沿って直線的にのび、南端はやや開きながら
立ち上がる。長軸方位はＮ-４°-Ｅである。規模は最大長300㎝、最大幅38㎝、確認面からの深さは最
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第662図　４区SS31出土遺物
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大で18㎝を測る。断面の形状はＵ字形を呈し、底面は平坦である。
　埋土　黒色土を主体とする自然埋没の様相を呈し、堆積状況からは流水の痕跡は認められない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期･性格　遺物が出土していないので時期比定が困難であるが、位置的に見て12世紀中頃から後
半の４区SS31に関連する溝状遺構と考えられる。

（２）６　　区
SD１（第664図）
　位置　６区中央東寄り、Ｂ～Ｅ-６、Ｂ・Ｄ・Ｅ-７グリッドにまたがって検出された溝状遺構で、
南向きの斜面に位置する。　　　　　　　　　　　　
　形状　南北方向に直線的にのびるが、北側は北東方向へ屈曲する。主軸方位は傾斜面の等高線と直
交するＮ-７°-Ｗである。検出した長さは2820㎝、最大幅は上端で198㎝、底面で107㎝、確認面から
の深さは70～109㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　上層は炭化物を少量含む暗褐色土、下層は黄褐色粒を少量含む暗褐色土が堆積し、いずれも
締まりが弱い。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、埋土の状況から本遺構の時期は中世以
降と判断した。

SD23（第665図）
　位置　６区南東寄り、Ｉ～Ｋ-10グリッドにまたがって検出された溝状遺構である。確認面上の標
高は33.2～33.5ｍ、南東向きの斜面に位置する。
　形状　南北方向に直線的にのび、主軸方位は傾斜面の等高線とほぼ平行するＮ-２°-Ｗである。検
出した長さは756㎝、最大幅は東側の肩が削平されているが、上端で48㎝、底面で40㎝、確認面から
の深さは７～10㎝を測る。断面の形状はＵ字状を呈し、底面は平坦である。
　埋土　灰褐色土の単層で、流水の痕跡は窺えない。
　遺物　遺物は出土しなかった。
　時期　遺物が出土していないため時期比定は困難であるが、段切り部分に位置していることから、
本遺構の時期は中世以降と判断した。

（S＝１：80）0 2m （S＝１：40）0 1m

SS31
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A′
A

1

H＝31.2m

①

②

①　黒色土。黄色粒少量含有。
②　黒色土。黄色ブロック多量に含有。

第663図　４区SD２
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SS14（第666図）
　位置　Ｅ～Ｋ-８・９グリッ
ドにまたがって、尾根東側下
部谷壁急斜面から谷底にかけ
て検出された溝状遺構であ
る。南側は調査区外に延びる。
面上のすべての遺構を切って
掘り込まれている。確認面上
の標高は40.4～34.0ｍを測る。
　形状　Ｋ-９グリッドの調
査区南端から等高線に直交し
て尾根を上がり、Ｇ-８グリッ
ド部付近から等高線に並行し
て北東方向に延びる。北端は
削平により消滅するが、本来
はさらにのびていたものと考
え ら れ る。 長 軸 方 位 は
Ｎ-29°-Ｅ～Ｎ-21°-Ｗであ
る。規模は最大長58.5ｍ、最
大幅3.0ｍ、確認面からの深
さは最大で0.5ｍを測る。断
面の形状は箱薬研形を呈し、
北側では削平により斜面下方
の立ち上がりは失われてい
る。底面は平坦で、底面直上
から下層にかけて非常に締ま
りが強く、硬化した面が層状
に認められたことから、本址
は道路として機能していたよ
うである。
　埋土　暗褐色土を主体とす
る自然埋没の様相を呈し、堆
積状況からは流水の痕跡は認
められない。下層埋土は非常
に締まりが強く、硬化面が認
められた。
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①　暗褐色土、締まり、粘性弱い。炭化物少量含有。
②　暗褐色土、締まり、粘性弱い。黄褐色粒少量含有。

第664図　６区SD１
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　遺物　出土遺物の内１点が図示し得た
（第666図）。１は白磁口禿の碗、山本分
類白磁碗Ⅸ類である。
　時期･性格　出土遺物から、本遺構の
時期は13世紀後半から14世紀前半に道路
として使用されていた遺構と考えられる。
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第666図　６区SS14
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第９節　ピット出土遺物

１．１　　区（第667図）
　１はP217から出土した須恵器壺である。胴部
は丸味を帯び、高台を有する。２はP６から出土
した須恵器壺で、高台を有する。３はP222から
出土した簪である。

２．２　　区（第668図）
　１はP２から出土した弥生土器甕で、頸部には
７条のヘラ描沈線と刺突文が施されている。２は
P240から出土した土師器甕である。３はP112か
ら出土した土玉である。直径1.8㎝、重量5.8ｇを
測る。４はP45から出土したデイサイト製の磨石・
敲石で、先端部には敲打痕が認められる。５は
P363から出土した凝灰岩製の砥石である。長方
形を呈し、表裏面及び左右両側面を使用している。

３．３　　区（第669図）
　１はP211から出土した弥生土器甕で、口縁端部が内傾し、２条の凹線が巡る。２はP224から出土
した土師器甕である。３はP73から出土した花崗岩製の敲石で、表裏面及び左右両側面に磨痕、下端
部に敲打痕、全体に被熱痕が認められる。４はP72から出土した花崗岩製の砥石で、長方形を呈し、
表裏面及び左右両側面の４面を使用している。
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第667図　１区ピット出土遺物

第668図　２区ピット出土遺物

― 551 ―

CW6_TY091_P551_D09_第１分冊.indd   551 2015/03/04   19:00:56



４．６　　区（第670・671図）
　第670図の１～３はP483から出土した縄文土器の胴部で、１の外面には工具端部による刺突文が施
されている。第670図の４はP503から出土した縄文土器深鉢である。口縁部は外傾し、外面には棒状
工具による押引き文が施されている。
　第671図の１はP491から出土した土師器甕で、口縁部は外傾する。第671図の２はP490から出土し
た土師器甕で、口縁部は外傾し、口縁端部は内湾する。第670図の３はP506から出土した須恵器高坏
の坏部で、外面には刻書がある。４はP244から出土した砂岩製の砥石で、表面と右側面の２面を使
用している。
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第669図　３区ピット出土遺物

第670図　６区ピット出土遺物（１）

第671図　６区ピット出土遺物（２）
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第10節　遺構内包含層出土遺物

　本節では、遺構内から出土した遺物のうち、遺構の帰属時期とは明らかに時期が異なるものについ
て流れ込み遺物として認識したうえで報告する。

１．２　　区（第672図）
　１～５は弥生土器である。１は前期の甕で、口縁部はゆるく外反する。２は後期の甕で、口縁部が
直立し、４条の凹線が巡る。口縁下端部は下垂しない。３～５は高坏である。３、４は坏部で、いず
れも口縁部は段を有して立ち上がる。口縁端部は外反し、平坦な面をもち、３は４条の凹線が巡る。
５は脚部で、裾端部には４条の凹線が巡る。
　６、７は土師器である。６は高坏の坏部で、口縁部は段を有して立ち上がり、僅かに外反する。７
は坏身で、口縁部は内湾気味に立ち上がり、口縁端部は僅かに外反する。
　８、９は須恵器である。８は坏身で、底部外面にはヘラ切りが施されている。９は甕の口縁部で、
外面には ｢×｣ の刻書がある。
　10～12は石器である。10は安山岩製の石鍬で、撥形を呈する。11は閃緑岩製の磨製石斧で、基部が
欠損する。12は瑪瑙製の勾玉である。

（S＝１：４）0 10㎝

（S＝１：２）0 5㎝

（S＝１：３）0 5㎝

1

6

7

8

2

3

4

5

9

10 11

12

第672図　２区遺構内包含層出土遺物
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第673図　３区遺構内包含層出土遺物
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２．３　　区（第673図）
　１～７は弥生土器である。１は壺で、口縁部はやや内傾し、４条の凹線が巡る。口縁下端部は僅か
に下垂する。２、３は甕である。２は口縁部がやや内傾し、２条の凹線が巡る。３は口縁部が外反し、
７条の平行沈線が巡る。２、３とも口縁下端部の下垂は認められない。４は底部で、外面には赤色塗
彩が施されている。５は高坏の坏部である。段を有して立ち上がり、口縁部は外反し、口縁端部は大
きく下垂する。口縁端部には円形浮文があり、内外面とも赤色塗彩が施されている。６、７は器台で、
いずれも口縁部は外反し、７は平行沈線帯が２段巡る。
　８～12は土師器である。８は複合口縁甕で、口縁部は外傾し、口縁上端部は外方へ僅かに肥厚する。
口縁下端部は突出する。９は庄内系の甕の底部で、外面には叩きが施されている。10は皿で、口縁部
は内湾気味に立ち上がる。11はミニチュア土器、12は移動式竃である。
　13は須恵器甕の口縁部で、外面には波状文が施されている。
　14～19は石器である。14、15は凹基式の石鏃で、14はサヌカイト製、15は黒曜石製である。16は二
次加工のある剥片である。17は黒曜石製の石核である。18、19は石鍬で、石材はいずれも安山岩であ
る。18は左側縁が欠損するが、撥形を呈する。19は基部である。

３．４　　区（第674図）
　１～12は弥生土器である。１は壺で、口縁部には７条の凹線が巡り、内面には赤色塗彩が施されて
いる。２～８は甕である。２は口縁端部が欠損するが、口縁部は内傾する。３は口縁部がやや内傾し、
２条の凹線が巡る。口縁下端部は下垂する。４は口縁部が僅かに内傾し、７条の凹線が巡る。口縁下
端部は僅かに下垂する。５は口縁部が内湾気味に直立し、７条の凹線が巡る。口縁下端部は僅かに下
垂する。６、７は口縁部が外傾し、６には５条、７には６条の凹線が巡る。９、10は高坏の脚部であ
る。11は高坏あるいは器台の脚部で、円孔が２か所に穿たれている。12は蓋のつまみ部分である。
　13は高台を有する須恵器坏身で、口縁部は内湾気味に立ち上がる。底部外面には静止糸切りが施さ
れている。
　14～19は石器である。14は玉髄製の管玉で、両側から穿孔されている。15はサヌカイト製の尖頭器
で、柳葉形を呈する。16はサヌカイト製の異形石器である。両側縁は緩やかに内湾し、４隅が斜方向
へ突出する。17は安山岩製の環状石で、左半部が欠損する。18は閃緑岩製の磨製石斧で、先端部と裏
面が欠損する。19は角閃石安山岩製の磨石・敲石で、上下端部には敲打痕が認められる。　

４．５　　区（第675図）
　１～４は黒曜石製の石鏃で、１は抉りの浅い凹基式、２は抉りの深い凹基式である。３は先端部と
基部が欠損する。４は凹基式であるが、先端部と基部両端が欠損する。５はサヌカイト製の石鏃で、
抉りの浅い凹基式である。６は黒曜石製の石錐、７、８は黒曜石製の楔形石器である。９は黒曜石製
のスクレイパーと考えられる。10、11は黒曜石製の加工痕のある剥片、12は器種を特定できないが、
石器の未製品である。石材は黒曜石である。

５．６　　区（第676・677図）
　１～17は弥生土器である。１～３は壺である。１は胴部で、１条の突帯が巡り、その上下に円形の
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スタンプ文が施されている。２は口縁部が直立し、５条の凹線が巡る。３は小型の壺である。
　４～12は甕で、４～６は口縁部が内傾し、５には３～４条、６には２条の凹線が巡る。７～10は口
縁部が直立気味に立ち上がるもので、９には５条、10には４条の凹線が巡る。11、12は口縁部が外反
するもので、11には４条、12には７条の凹線が巡る。また、12の頸部には円孔が穿たれている。13、
14は高坏である。13は坏部で、口縁部は段を有して立ち上がる。口縁端部は外反し、平坦な面をもち、
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第674図　４区遺構内包含層出土遺物
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第675図　５区遺構内包含層出土遺物
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２条の凹線が巡る。14は脚部で、裾部端面が外傾する。15は器台の受部で、口縁部には５条の凹線が
巡る。16、17は底部で、16は中央部が窪んでいる。
　18～23は土師器である。18は壺、19、20は複合口縁の甕で、19は口縁端部が欠損する。20は段部が
退化したものである。21は高坏の脚部、22は埦、23は高台を有する坏身である。
　24～26は須恵器である。24、25は坏身で、いずれも口縁部が内湾気味に立ち上がるが、25は口縁端
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第676図　６区遺構内包含層出土遺物（１）
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部が僅かに外反する。また、24、25の底部外面には回転糸切りが施されている。26はの口縁部であ
る。
　27は土師質土器皿である。
　28～30は石鍬で、28は撥形、29、30はしゃもじ形を呈する。石材は28、29が安山岩、30がデイサイ
トである。31は花崗岩製の磨石・敲石で、上端部は欠損するが、下端部には敲打痕が認められる。32
は砂岩製の砥石で、上下端部と左側縁が欠損するが、長方形を呈すると考えられ、表裏面及び右側面
の３面を使用している。33は砂岩製のハンマーストーンで上端部には敲打痕が認められる。34は凝灰
岩製の磨石である。下端部が欠損するが、表裏面と両側面には磨痕、上端部と表面には敲打痕が認め
られる。
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第11節　突帯文土器（第678・679図）

　ここでは弥生時代開始期の土器として、突帯文土器をまとめた。今回の調査では包含層中から当該
期の土器が出土しており、このうち65点が図示し得た。
　平面的にみると、中央谷部の２・３区Ｉ～F-12～14グリッド、同じく西側谷部の６区Ｆ・G-４・
５グリッド及び５区の低位部に比較的集中する出土傾向がみられるが、これは黒色土の堆積が本区域
に厚いことにも起因している。また丘陵斜面域においても出土していることからも、分布領域として
認識できるほどの傾向を出土地点に認めることは出来ない。以上のことから、本稿では当該期の資料
を一括して扱うこととした。
　出土傾向を見ると無刻目突帯の深鉢Ⅲ類が最も出土量が多く、全体の56％と半数を占める。今回は
破片資料が殆どであるが、器形について砲弾型が殆どと考えられる。また突帯の位置については、口
縁端部より下がった位置に付くものが多い。
　突帯文土器については、濱田竜彦氏による突帯文土器の編年案などが提示され、突帯の貼付位置や
形状、刻目の形状などから分類が行われている（濵田 2000ほか）。今回出土した突帯文土器は小片が
殆どであることから、口縁部形態を中心に、濱田 2013分類に基づいて、分類、整理を行った。なお、
慣例に従い本節では、煮沸用器種を深鉢形土器としている。

１）深鉢形土器
　ここで深鉢としたものには、口縁端部に突帯が巡る破片が殆どである。器形、口縁端部の形状、突
帯の形状を基に以下のように分類を行った。

〈大別〉
　　Ⅰ類　刻目突帯が巡り、口縁端部に刻目を持つもの。本遺跡では出土していない。
　　Ⅱ類　刻目突帯が巡り、口縁端部に刻目を持たないもの。
　　Ⅲ類　無刻目突帯が巡り、口縁端部に刻目を持たないもの。
　　Ⅳ類　無刻目突帯が巡り、口縁端部に刻目を持つもの。本遺跡では出土していない。

〈器形〉
　濱田分類では器形については、口縁部が外反し、湾曲する肩部を有するものをＡ類、砲弾型をＢ類
としている。しかし、本遺跡の出土遺物は口縁部小片が大半であり、体部の傾きから大半がＢ類とは
考えられるが、不明瞭なものが多い。また、この中でも、口縁が内傾するものと直立気味のもの、外
反するものが見られるが、全体の器形については不明である。以上のことから、本稿では細別を行わ
なかった。

〈突帯の断面形状と位置〉
　深鉢形土器については口縁部に一条の突帯が巡るもの（一条突帯）のみで二条の突帯が巡るもの（二
条突帯）は出土していない。以下に、突帯の断面形状をａ～eに分類し、さらに貼り付け位置や形状
を細別した。
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　　　ａ類　突帯を上下から押さえ、断面形が三角形を呈するもの。
　　　　　　a1類　端部を面取りした口縁端部から下がった位置に突帯が貼り付けられたもの。
　　　　　　a2類　端部の丸い口縁端部から下がった位置に突帯が貼り付けられたもの。
　　　　　　　　a2-1類　a2類のうち、突帯の低いもの。
　　　　　　　　a2-2類　a2類のうち、突帯の高いもの。
　　　　　　a3類　端部を面取りした口縁端部に接して突帯が貼り付けられたもの。
　　　　　　a4類　端部が先細りする口縁部に接して突帯が貼り付けられたもの。
　　　　　　a5類　端部が先細りする口縁端の上部に突帯が被さる様に貼り付けられたもの。
　　　ｂ類　突帯を上から押さえ、断面形が下さがりの三角形を呈するもの。
　　　　　　b2-1類　b2類のうち、突帯の低いもの。
　　　　　　b2-2類　b2類のうち、突帯の高いもの。
　　　ｃ類　幅広の突帯を上から押さえ、断面形が下垂気味の三角形を呈するもの。
　　　　　　c1類　端部を面取りした口縁端部から下がった位置に突帯が貼り付けられたもの。
　　　　　　c2類　�端部の丸い口縁端部から下がった位置に突帯が貼り付けられたもの。
　　　ｄ類　突帯を下から押さえ、断面形が上向きの三角形を呈するもの。
　　　　　　d1類�　端部を面取りした口縁端部から下がった位置に突帯が貼り付けられたもの。本

遺跡では出土していない。
　　　　　　d2類　端部の丸い口縁端部から下がった位置に突帯が貼り付けられたもの。　
　　　ｅ類　突帯に明瞭な稜線を造らず、断面形が半円形を呈するもの。

〈突帯の刻目〉
　突帯に施された刻目については工具の違いにより以下のような分類が可能であった。
　　　Ｈ類　ヘラ状工具によるもの。
　　　　　　H1a類　ヘラを寝かせ片側に押し付けるように刻んだもの。
　　　　　　H1b類　ヘラをあまり寝かせず、押し付けるように刻んだもの。
　　　　　　H1c類　ヘラを寝かさず、突帯に差し込んだもの。
　　　　　　H2類　 �ヘラを滑らせるようにしたもの。
　　　Ⅰ類　板状工具によるもの。

①深鉢Ⅱ類
　26点が出土している。小片であるが、いずれもＢ類の砲弾型を呈する。このうち反転復元できた個
体は２点で、口径30㎝前後である。

突帯Ⅱa2-1類（第678図　１～８）
　８点が出土している。口縁端部は外反気味のものがほとんどで、いずれも突帯にＨ類によるⅤ字状
の刻目が施されるタイプである。刻目はＨ1b類のヘラをあまり寝かせず、押し付けるように刻んだ
ものが主体である。７は突帯上部に沈線１条が認められる。
　器面の調整は、体部に粗い擦痕の残る横ナデ調整が施される。
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突帯Ⅱa2-2類（第678図　９～15）
　７点が出土している。口縁端部は外反気味のものがほとんどで、いずれも突帯にＨ類によるⅤ字状
の刻目が施されるタイプである。
　器面の調整は、体部に粗い擦痕の残る横ナデ調整が施されるが、貝殻腹縁による調整痕が認められ
るものもある。
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第678図　突帯文土器（１）
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突帯Ⅱa5類（第678図　16・17）
　２点が出土している。口縁端部は直立気味のタイプと外反するタイプがある。特に17は突帯部の上
からの押さえが強いため、口縁端部は大きく外反している。いずれも突帯にＨ類によるⅤ字状の刻目
が施されるタイプである。16に内傾接合痕が認められた。器面の調整は、体部に粗い擦痕の残る横ナ
デ調整が施される。

突帯Ⅱb2-1類（第678図　18・19）
　２点が出土している。口縁端部はいずれも外反気味で、突帯にＨ類によるⅤ字状の刻目が施される
タイプである。
　器面の調整は、体部に粗い擦痕の残る横ナデ調整が施される。

突帯Ⅱb2-2類（第678図　20～23）
　４点が出土している。口縁端部は外反気味のものがほとんどで、いずれも突帯にＨ類によるⅤ字状
の刻目が施されるタイプである。
　器面の調整は、体部に粗い擦痕の残る横ナデ調整が施されるが、貝殻腹縁による調整痕が認められ
るものもある。

突帯Ⅱc2類（第678図　24）
　僅かに１点が出土した。口縁端部は外反気味で、突帯にＨ類によるⅤ字状の刻目が施されるタイプ
である。
　器面の調整は、体部に粗い擦痕の残る横ナデ調整が施される。

突帯Ⅱd2類（第678図　25）
　僅かに１点が出土している。口縁は外反し、突帯にＨ類によるⅤ字状の刻目が施されるタイプであ
る。器面の調整は、体部に貝殻腹縁による横方向の調整痕が認められる。

突帯Ⅱe類（第678図　26）
　僅かに１点が出土している。口縁は外反気味で、突帯にＨ類によるⅤ字状の刻目が施されるタイプ
である。器面の調整は体部に粗い擦痕の残る横ナデ調整が施される。

②深鉢Ⅲ類
　37点が出土している。本類が最も出土量が多く、全体の56％を占める。反転復元できた個体は５点
で、口径12～35㎝程である。

突帯Ⅲa2-1類（第679図　27～46）
　20点が出土している。口縁端部は37が内傾するタイプ、38・43が直立気味のタイプでそれ以外は外
反するタイプである。比較的大型の破片の観察から、ほとんどがＢ類の砲弾型の器形を呈すると思わ
れる。
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突帯Ⅲa2-2類（第679図　47）
　僅かに１点が出土している。口縁端部は直立気味で外面の調整に対して、内面は比較的丁寧なナデ
調整が施される。

突帯Ⅲa5類（第679図　48）
　僅かに１点が出土している。Ｂ類の砲弾型の器形で、口縁端部は外反する。内外面に横方向のナデ
調整が施される。

突帯Ⅲb2-1類（第679図　49～54）
　６点が出土している。口縁端部は52が直立気味のタイプで、それ以外は外反するタイプである。比
較的大型の破片の観察から、ほとんどがＢ類の砲弾型の器形を呈すると思われる。
　外面には横もしくは斜め方向の擦痕の残る粗いナデ、内面には横方向の比較的丁寧なナデ調整が施
される。54の口縁部には煤が付着している。

突帯Ⅲc2類（第679図　55・56）
　２点が出土している。外面には横もしくは斜め方向の擦痕の残る粗いナデ、内面には横方向の比較
的丁寧なナデ調整が施される。

突帯Ⅲd2類（第679図　57～63）
　７点が出土している。口縁端部は59・60が内傾するタイプ、62が直立気味のタイプでそれ以外は外
反するタイプである。比較的大型の破片の観察から、ほとんどがＢ類の砲弾型の器形を呈すると思わ
れる。いずれも外面には横もしくは斜め方向の擦痕の残る粗いナデ、内面には横方向の比較的丁寧な
ナデ調整が施される。

２）壺形土器
　壺形土器は２点出土している。いずれも小片のみで、全体の形状は不明である。
　64は長頸壺、直立気味の頸部に短く外反する口縁が付くタイプである。口縁から下がったところに
Ｈ類のＶ字状の刻目突帯が付く。65は口頸部小片、直立気味の頸部に二条の突帯が付く。上位はＨ類
のＶ字状の刻目突帯、下位は無刻目突帯である。
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第12節　遺構外出土遺物

１．１　　区（第680・681図）
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　１、２は弥生土器の底部で、１は
壺、２は甕と考えられる。いずれも
胎土に粗い砂粒が混じっており、前
期に帰属すると考えられる。
　３は須恵器甕の胴部で、外面には
格子目叩き、内面にはハケ調整が施
されている。
　４～８は磁器で、いずれも肥前産
である。４、５は碗、６は小坏、７、
８は皿である。９～11は陶胎染付で、
いずれも肥前産である。９、10は碗
で、９の見込みには砂目積がある。
11は香炉である。
　12～25は陶器である。12、13は肥
前産の碗で、いずれも外面に刷毛目
装飾が施されている。14、15は肥前
産の皿で、14の見込みには蛇の目釉
剥ぎが施されている。15は大皿で、
内面には刷毛目装飾が施されている。16は行平鍋、17、18は片口鉢である。19～25は擂鉢で、19、20
は肥前産、21～25は須佐唐津産である。
　26、27は土師質土器皿である。26の口縁部内外面には炭化物が付着しており、燈明皿として用いら
れたと考えられる。26、27とも底部外面には回転糸切りが施されている。28は瓦質土器の羽釜である。
　29は金属製品である。銅製の蓋で、つまみ部分には輪状の環がついている。
　30、31は石器である。30は黒曜石製の楔形石器である。31は円板状の石製品で、直径2.4㎝を測り、
中央に孔が穿たれている。
　32はカリガラス製の小玉で、引き伸ばし技法で製作されている。

２．２　　区（第682～690図）
　１は突帯文土器である。口縁端部に接する位置に刻み目を施した突帯がつく。
　２～26は弥生土器である。２～４は壺で、２は口縁上下端部にそれぞれ刻み目が施され、頸部には
粘土紐の積み上げが段状に残る。３は内面に蕨手状の貼付突帯がある。４は小型の壺で、胴部はくの
字状に屈曲する。
　５～15は前期の甕である。５～11は口縁端部に刻み目が施されたもので、頸部には６は３条、７～
９は４条、10、11は６条のヘラ描沈線が巡る。12～15は口縁端部に刻み目が認められないものである。
12の頸部には５条のヘラ描沈線が巡り、沈線間に列点文が施されている。13は口縁部が屈曲し、頸部
には５条のヘラ描沈線が巡る。14は口縁端部が逆Ｌ字状を呈し、頸部には４条のヘラ描沈線が巡る。
　16～19は中期後葉～後期の甕である。16は口縁端部を上下に拡張し、３条の凹線が巡る。また、頸
部には指頭圧痕貼付突帯が巡る。17は口縁部が内傾し、３条の凹線が巡る。口縁上下端部は拡張し、
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肩部には円形浮文がある。18は口縁部が僅かに外傾し、３条の平行沈線が巡る。口縁下端部は僅かに
下垂する。19は口縁部が僅かに外反し、４条の平行沈線が巡る。口縁下端部は僅かに下垂し、頸部に
は連続押引文が施されている。
　20～23は底部である。21の外面には赤色塗彩が施され、22は底部中央に穿孔がなされている。
　24～26は高坏である。24は坏部で、口縁部は段を有して立ち上がり、口縁端面は内傾し、僅かに窪
む。また、内外面とも赤色塗彩が施されている。25、26は脚部で、25は裾端部を上方へ拡張し、端面
には２条の凹線が巡る。また、外面には縦方向のヘラ描文が施されている。26は裾端部が外傾し、外
面には竹管文が施されている。
　27～63は土師器である。27～31は壺で、27は複合口縁の直口壺、28は小型の壺である。29、30は台
付壺で、29は複合口縁の段部が退化したものである。31は肩部で、数条の平行直線文が施されている。
　32～39は甕である。32～34は複合口縁の甕で、いずれも口縁下端部の突出は鈍い。35～39は単口縁
の甕である。35は布留系の甕で、外面には叩きが施されている。36は口縁部が僅かに外反し、37、38
は口縁部が僅かに内湾する。39は口縁部が短く外反し、胴部最大径に対して器高の低いものである。
　40は注口土器の注口部、41は小型丸底壺である。
　42～48は高坏である。42、43は口縁部が僅かに外反し、45は深い皿状、44、46～48は埦状の坏部を
もつ。42、46は内外面とも赤色塗彩が施されている。
　49～53は低脚坏である。49～51は長脚、52、53は短脚の脚部をもち、49、52は深い皿状、50は埦状、
53は浅い皿状の坏部をもつ。
　54、55は器台である。54は鼓形器台、55は小型器台の受部である。
　56、57はミニチュア土器で、56は壺形、57は臼形を呈する。58は手捏ね土器で、埦形を呈する。
　59は坏身、60は埦、61は皿で、60、61は内外面とも赤色塗彩が施されている。62は土製支脚、63は
甑の把手である。
　64～69は須恵器である。64は坏蓋で、天井部には輪状のつまみが付き、口縁部には返りを有する。
65、66は皿で、65の底部内面には磨痕が認められ、底部外面には静止糸切りが施されている。66は高
台を有し、底部外面には回転糸切りが施されている。67は高台を有する長頸壺で、頸部には１条の沈
線が巡り、胴部はくの字状に屈曲する。68は甕の口縁部で、外面には波状文が施されている。、69は
提瓶の把手で、内面には同心円状の当て具痕がある。
　70～72は青磁碗である。71は内面に劃花文が施されているが、外面は無文である。龍泉窯系青磁碗
Ⅲ-1Ｂ類である。72は外面に櫛目文、内面に花文と点描文が施されている。同安窯系青磁碗Ⅰ-１b類
である。73～75は白磁で、73、74は碗、75は水注である。73は口縁が幅広の玉縁状を呈し、白磁碗Ⅳ
類である。74は口縁端部が水平に屈曲し、白磁碗Ⅴ-４類である。
　76～82は中世須恵器の甕の胴部で、いずれも外面には格子目叩きが施されている。83は外面が黒色
処理された黒色土器皿で、底部外面には回転糸切りが施されている。
　84～98は土師質土器で、84～87は坏、88～98は皿である。90、92の底部外面には静止糸切りが施さ
れ、それ以外の底部外面には回転糸切りが施されている。94の内面には黒漆が付着している。99は瓦
質土器の碗で、高台を有する。
　100～107は金属製品である。100～102は刀子で、100は刃部、101は刃部から茎部にかけての部分、
102は茎部である。103は刀子の茎部あるいは棒状鉄製品と考えられる。104～106は鉄製の釘で、104
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は頭部が折り曲げられている。107は明治６～21年に発行された半銭である。
　108～148は石器である。108は玉髄製の管玉の未製品、109はサヌカイト製の尖頭器である。110～
112は黒曜石製の石鏃で、110、111は抉りの深い凹基式である。112は左半が欠損する。113～115は楔
形石器で、石材は113、114は黒曜石、115は玉髄である。116は黒曜石製のブランクである。117～119
は石核で、石材は117、119は玉髄、118は黒曜石である。
　120～128は石鍬で、石材はいずれも安山岩である。120は先端部、121は先端部と基部、122、123は
基部が欠損する。124は石鍬を二次的に加工したもので、円盤状を呈し、刃器として使用した可能性
がある。125は短冊形、126、127は撥形、128はしゃもじ形を呈する。129、130は石庖丁で、石材はい
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ずれも粘板岩で、右半が欠損する。129は台形状、130は半月状を呈し、129には円孔が僅かに遺存し
ている。
　131～143は砥石である。131～134は荒砥の砥石で、131は長楕円形の礫を素材としてそのまま用い、
表裏面と両側面の４面を使用している。132、133は長方形に加工しており、132は表面と左側面の２面、
133は表裏面と両側面の４面を使用している。石材は131はデイサイト、132は凝灰岩、133は花崗岩で
ある。134は中砥の砥石である。左側面と裏面が欠損するが、長方形を呈し、表面と右側面の２面を
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使用している。石材は凝灰岩である。135～143は仕上砥の砥石で、いずれも長方形に加工し、138、
143以外は表裏面と両側面の４面を使用している。断面の形状は135～137は正方形、139、140は長方形、
141～143はさらに薄い長方形を呈する。
　144～148は磨石である。144は長方形を呈し、表面に磨痕が認められる。石材は閃緑岩である。
146、147は楕円形を呈し、表裏面と両側面に磨痕が認められる。石材は146はデイサイト、147は砂岩
である。148は長楕円形を呈し、表裏面に磨痕、表面と左側面に敲打痕が認められる。石材はデイサ
イトである。
　149はカリガラス製の小玉で、引き伸ばし技法で製作されている。

３．３　　区（第691～700図）
　１、２は縄文土器で、いずれも押型文が施されている。
　３～31は弥生土器である。３～11は壺で、３は頸部に段があり、２条のヘラ描沈線が巡る。４は広
口壺の口縁部で、内面には刻み目を施した突帯がある。５は口縁端部が欠損するが、頸部外面には刻
み目を施した４条の貼付突帯が２段巡り、口縁部内面にも刻み目を施した１条の貼付突帯がある。６、
７は口縁部が欠損するが、６の頸部には８条のヘラ描沈線が巡り、竹管文が施されている。７は頸部
に５条のヘラ描沈線が巡り、その下には刺突文が施されている。８は無頸壺で、口縁部の正面には２
孔、裏面には１孔の穿孔がある。９は複合口縁の壺で、口縁部は外反し、９条の凹線が巡る。口縁下
端部の拡張は認められず、肩部には貝殻腹縁による刺突文が施されている。10、11は底部で、10の外
面はハケ調整後ミガキ調整が施され、11の外面はハケ調整が施されている。内面はいずれもハケ調整
後指押さえとナデ調整が施されている。
　12～26は甕である。12～23は前期の甕で、12～20は口縁端部に刻み目が施されたものである。頸部
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には12は２条、13、14は３条、15は４条、16～18は５条のヘラ描沈線が巡る。19は頸部には４条、胴
部には３条のヘラ描沈線が巡る。20は頸部に８条のヘラ描沈線が巡り、その下には刺突文が施されて
いる。21は口縁端部に刻み目、頸部にヘラ描沈線が認められないものである。22、23は口縁部が欠損
するが、22の頸部には３条のヘラ描沈線が巡る。
　24～26は後期の甕である。24、25は口縁部が内傾し、口縁上端部は大きく拡張し、口縁下端部は僅
かに拡張する。24は４条の平行沈線、25は１条の凹線が巡る。26は口縁部が内傾し、４条の平行沈線
が巡る。口縁上下端部は拡張する。
　27は高坏の脚部で、裾端部は外反し、２条の凹線が巡る。28～30は蓋のつまみ部で、28には円孔が
穿たれている。31は台形土器で、上面は平坦につくられ、円盤部分は外方へ突出する。
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　32～60は土師器である。32は注口土器の把手で、環状を呈する。33は直口壺で、口縁端部がやや内
湾する。34～38は甕である。34、35は口縁部が大きく外反し、36は口縁部が緩やかに外反する。37は
頸部で大きく屈曲し、口径よりも胴部最大径の方が小さいものである。
　39～42は小型丸底壺である。39～41は口縁部が外傾するもので、39、41は口縁部が長いが、40は口
縁部が短い。42は複合口縁の段部が退化したものである。
　43～45は高坏である。43は埦状の坏部、44、45は脚部である。46、47は製塩土器である。器壁は厚
く、47は口縁端部が肥厚する。48はミニチュア土器で、臼形を呈する。49、50は手捏ね土器で、49は
鉢形、50は壺形を呈する。51は把手の基部で、大陸系の鉢あるいは鍋の模倣品の口縁部に取り付く。
52、53は土製支脚で、いずれも底部は大きく窪む。54～56は甑で、54は胴部の円孔に把手基部の突出
部を嵌め込んで把手を取り付けている。55、56は把手である。57は移動式竃、58～60は管状土錘であ
る。
　61～65は須恵器である。61は坏蓋で、天井部と口縁部との境界には僅かに稜が認められる。62は坏
身で、口縁部は外傾し、高台を有する。底部外面には回転糸切りが施されている。63は皿で、口縁部
は外傾し、底部外面には回転糸切りが施されている。64は壺で、胴部はくの字状に屈曲し、外面には
刻書が認められる。底部には高台を有し、回転糸切りが施されている。65は壺胴部を円形に打ち欠い
た転用品である。66～68は鞴羽口である。　　　　
　69は青磁の輪花皿で、見込みには劃花文が施されている。龍泉窯系青磁皿Ⅰ-２類か。70～74は白
磁碗の口縁部である。いずれも幅広の玉縁状を呈し、白磁碗Ⅳ類である。74は口縁が幅広の玉縁状を
呈し、高台内部の刳りは浅く、底部内面には段や沈線は認められない。白磁碗Ⅳ-１類である。
　75～90は土師質土器である。75～81は坏で、75～77は底部外面にヘラ切りが施されている。78、79
は底部外面に回転糸切りが施され、80、81は高台を有する。82～90は皿で、82の底部外面には静止糸
切り、84～86、88～90の底部外面には回転糸切りが施されている。
　91、92は磁器皿で、いずれも肥前産である。93～95は陶器で、93は皿、94は燈明皿、95は擂鉢であ
る。
　96～102は金属製品である。96～98は刀子で、96は刃部、97、98は柄部である。99は鉄製の鏨で、
頭部はＴ字状を呈する。100は鉄製の釘で、頭部は逆Ｌ字状に折れ曲がっている。101は棒状鉄製品、
102は寛永通寶である。
　103～161は石器である。103、104は管玉で、いずれも両側から穿孔されている。石材は103は滑石、
104は玉髄である。105、106は管玉の未製品で、石材は105は滑石、106は蛇紋岩である。107は滑石製
の勾玉である。
　108～115は石鏃である。108～112は黒曜石製で、いずれも凹基式である。113～115はサヌカイト製
で、113、114は凹基式、115は平基式である。116、117は黒曜石製の楔形石器、118は黒曜石製のスク
レイパー、119、120は黒曜石製の石核、121は黒曜石製の加工痕のある剥片である。
　122～127は石鍬で、いずれも安山岩製である。122～124は先端部、125は基部を欠損する。126、
127は撥形を呈し、127は左側縁が突出する。128、129は石包丁である。128は小片で、円孔が僅かに
遺存している。129は右半が欠損するが、長方形を呈し、円孔が僅かに遺存している。石材は128は黒
色頁岩、129は安山岩である。130～132は磨製石斧で、石材は130は花崗岩、131は蛇紋岩、132はハン
レイ岩である。
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　133～151は砥石である。133～135は荒砥の砥石で、いずれも長方形に加工した素材を用いている。
　133、135は表裏面と両側面の４面を使用し、134は表裏面と左側面の３面を使用している。石材は
133、134は花崗岩、135は泥岩である。
　136～140は中砥の砥石で、いずれも長方形に加工した素材を用いている。136は薄板状に加工した
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表裏面と両側面の４面を使用している。139は上端部が被熱し、両側面は鋭利な刃物による使用痕が
認められる。140は表面と裏面の２面を使用し、右側面には敲打痕が認められる。
　141～151は仕上砥の砥石で、141～149は長方形に加工した素材を用い、断面の形状は142、143は方
形、145～147は薄い長方形、148は五角形を呈する。石材は144、145は花崗岩、149は安山岩、それ以
外は凝灰岩である。142は裏面と左側面が欠損するが、表面と右側面の２面を使用し、表面には幅
２㎜程の８条の筋状の研磨痕が認められる。149は小型の砥石で、長方形に加工した素材の表裏面及
び両側面を使用している。150、151は長楕円形状の礫をそのまま用いている。断面の形状は三角形状
を呈し、３面を使用している。
　152～155は磨石・敲石である。152、153、155は楕円形を呈し、下端部に敲打痕が認められる。154
は表面に敲打痕が認められる。石材は152、153、155はデイサイト、154は砂岩である。156～158は磨
石で、石材はいずれもデイサイトである。156は表面と左側面に磨痕、表面に敲打痕が認められる。
また、表面と左側面は被熱している。157は表裏面、158は表裏面と両側面に磨痕が認められる。
　159、160は台石で、159は表裏面、160は表裏面と右側面に磨痕が認められる。石材は159は花崗岩、
160はデイサイトである。161は凝灰岩製の碁石で、表裏面に磨痕が認められる。
　162はガリガラス製の臼玉で、引き伸ばし技法で製作されている。

４．４　　区（第701～703図）
　１～５、７は壺で、１～４は弥生土器、５、７は土師器である。１、２は口縁部が内傾し、１は肩
部外面には列点文が施されている。２は頸部外面に４条の凹線が巡り、３条単位の縦方向の格子文が
施されている。また、内外面とも赤色塗彩が施されている。３は口縁部が僅かに外反するもので、口
縁部には６条、肩部には３条の凹線が巡る。４は口縁部が外傾するもので、肩部外面には列点文が施
されている。５は口縁部がやや内傾するもので、口縁下端部は水平方向へ突出する。口縁部外面には
綾杉文、頸部外面には２段の羽状文が施されている。７は口縁部が内傾するもので、口縁下端部は水
平方向へ大きく突出する。頸部外面には櫛状工具による斜状文が施されている。
　６、８～11は甕で、６、８、９は弥生土器、10、11は土師器である。６、８、９は口縁部が内傾し、
いずれも口縁部には櫛状工具による平行沈線が施されている。また、９の胴部外面には羽状文が施さ
れ、外面と口縁部内面には赤色塗彩が行われている。10は口縁部が僅かに外傾し、口縁下端部は水平
方向へ突出する。11は庄内系の甕の底部で、突出する平底を呈する。
　12～14は注口土器の把手で、14には鋸歯文が施されている。15は複合口縁を有する弥生土器鉢で、
口縁下端部は突出する。
　16～19は高坏で、16～18は弥生土器、19は土師器である。16は胴部がクランク状に屈曲し、口縁部
は外に大きく開く。17は段を有する坏部で、段部は大きく下垂する。18は脚部で、外面には綾杉文ら
しき文様が施され、裾部には櫛状工具による平行沈線が巡る。なお、17、18は内外面とも赤色塗彩が
施されている。19は有段の高坏で、口縁部は外反し、脚部は大きく開く。
　20は弥生土器蓋である。21は土師器の鼓形器台で、接合部上下に段を有し、口径と底径に対して器
高が低い。22、23は手捏ね土器で、22は平底の坏形、23は高坏形を呈する。24は甑、25は移動式竃の
焚口部である。
　26は須恵器坏蓋で、口縁部には返りを有し、天井部には径の小さい輪状のつまみがある。
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　27は土師器坏で、体部は外傾して立ち上がり、底部外面には回転糸切りが施されている。
　28、29は陶器である。28は碗で、口縁端部が外方へつまみ出され、口唇部は窪んでいる。口縁端部
には暗緑色の釉、体部には鉄釉が施されている。29は越前焼の壺の肩部で、外面には錆釉がかかり、
スタンプ文が施されている。
　30～32は中世須恵器の甕で、31の外面には平行叩き、32の外面には格子目叩きが施されている。33
は受口状の口縁を有する土師質土器鍋である。
　34～52は石器である。34は玉髄製の管玉、35はサヌカイト製の石鏃で、凹基式である。36は黒曜石
製のブランク、37は玉髄製の玉の未製品である。
　38はデイサイト製の石鍬で、基部が欠損するが、撥形を呈する。
　39、40は薄板状に加工した素材を用いた砥石である。39は上下端部と左側縁が欠損するが、表裏面
の２面を使用している。40は上下端部が欠損するが、表裏面の２面を使用している。石材は39が頁岩、
40が緑色凝灰岩である。
　41は安山岩製の磨石・砥石で、長方形状の素材を加工している。下端部には磨痕、表裏面と左右両
側面には擦痕が認められる。また下端部、表裏面、左右両側面には被熱痕が認められる。42、43は磨
石で、いずれも表裏面に磨痕が認められる。石材は42がデイサイト、43は凝灰角礫岩で、43の表面に
は被熱痕が認められる。
　44はデイサイト製の磨石・敲石で、表裏面には磨痕、下端部には敲打痕が認められる。45はデイサ
イト製の敲石で、上端部が欠損するが、下端部には敲打痕が認められる。46、47はハンマーストーン
で、46は上下端部に敲打痕が認められる。47は上半部が欠損するが、下端部には敲打痕が認められる。
石材は46が閃緑岩、47がデイサイトである。
　48はデイサイト製の台石で、表裏面には擦痕、表面には敲打痕が認められる。49はデイサイト製の
台石・砥石である。上半部が欠損するが、長方形の素材を加工したものである。下端部、表裏面、左
右両側面には擦痕と被熱痕、裏面には敲打痕が認められる。
　50はデイサイト製の打欠石錘で、長楕円形の礫の短軸両側縁を僅かに打欠き、表裏面には磨痕が認
められる。また、表面には敲打痕が認められる。51、52はデイサイト製の石錘・敲石である。いずれ
も長楕円形の礫の短軸方向に幅広の溝を施し、51は上下端部に、52は下端部に敲打痕が認められる。

５．５　　区（第704～706図）
　１～７は弥生土器である。１は壺の肩部で、２条の貼付突帯が巡る。２、３は甕の口縁部である。
２は口縁が逆Ｌ字状を呈し、３の頸部には５条のヘラ描沈線が巡る。４～７は底部で、いずれも胎土
に粗い砂粒が混じる。
　８は白磁碗で、口縁部は小さい玉縁を持つ。白磁碗Ⅲ類か。９は陶器の皿である。
　10～13は中世須恵器の甕の肩部と胴部で、いずれも外面には格子目叩きが施され、11、13の内面に
はハケ調整が施されている。
　14は磁器で、肥前産の碗である。15～17は肥前産の陶胎染付で、15、16は碗、17は香炉である。
　18～22は陶器である。18は肥前産の碗で、外面には刷毛目装飾が施されている。19は肥前産の皿で、
見込みには砂目積がある。20は鉢で、口縁を内側に折り曲げている。21、22は擂鉢で、21は備前焼で
ある。
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　23は土師質土器皿である。24、25は棒状の土製品で、断面の形状は円形を基本とするが、裏面は弧
状に窪んでいる。また、24、25とも全面に赤色塗彩が施されている。
　26、27は金属製品である。26は鉛玉で直径1.3㎝、重量は12.5ｇ（約３匁）を測る。27は煙管の雁首
である。
　28～49は石器である。28は滑石製の臼玉、29は緑色凝灰岩製の管玉で、両側から穿孔されている。
30～35は黒曜石製の石鏃である。30は抉りの深い凹基式、32～34は抉りの浅い凹基式である。31、35
は凹基式であるが、基部両端が欠損する。36は黒曜石製の石鏃の未製品である。37は石錐、38～40、
46は楔形石器、41～43は石核で、いずれも石材は黒曜石である。44、45は加工痕のある剥片で、石材
は44が玉髄、45が黒曜石である。
　47、48は磨石で、石材はいずれもデイサイトである。47は表面と全側面に敲打痕が認められる。48
は表面と裏面に磨痕、下端部には敲打痕が認められる。49はデイサイト製の標石である。

６．６　　区（第707～715図）
　１～65は弥生土器である。１～24は壺である。１、２は口唇部が内傾するもので、その両端には拡
張は認められない。１は口唇部に２条、口縁部に５条、頸部に３条の凹線が巡る。２は口唇部に２条、
頸部に３条の凹線が巡る。３は口縁端部が丸くおさまるもので、頸部には１条の凹線が巡り、櫛状工
具による刺突文が施されている。
　４～14は口縁部が内傾するものである。４は口縁上下端部が僅かに拡張され、口唇部は僅かに窪ん
でいる。５、６は口縁上下端部が拡張されたものである。５の口縁部には４条の平行沈線が巡り、６
の口縁部には３条、頸部には６条の凹線が巡る。７～11は口縁下端部が拡張されたものである。７は
口縁部には３条、頸部には３条、８は口縁部には３条、９は頸部には４条の凹線が巡る。10は口縁部
には４条の平行沈線が巡り、頸部には櫛状工具による刺突文が２段施されている。11は口縁部には３
条の凹線、頸部には１条の沈線が巡り、頸部には刺突文が施されている。12～14は口縁部が僅かに内
傾し、口縁上下端部が拡張されたものである。12は口縁部には３条の平行沈線、頸部には４条の凹線
が巡る。13は口縁部には２条、頸部には３条の凹線が巡る。14は口縁部には４条の平行沈線が巡り、
頸部内外面にはミガキ調整が施されている。
　15～19は複合口縁を有するものである。15は口縁部が外反し、口縁部には５条の平行沈線が巡る。
口縁下端部は下垂する。16は口縁部が外傾し、13条の平行沈線が巡る。頸部には１条の貼付突帯が巡
り、突帯上には押引文が施されている。また、頸部外面には３段の羽条文が施され、肩部には１条の
波状文が巡る。17は口縁部が外傾し、５条の平行沈線が巡る。口縁下端部は僅かに下垂し、頸部外面
には刺突文が施されている。18は口縁部が外傾し、４条の平行沈線が巡る。口縁下端部の拡張は認め
られず、頸部には内外面両側から穿孔された円孔がある。また、内外面とも赤色塗彩が施されている。
19は口縁部が外傾し、口縁部内外面には波状文が施されている。
　20、21は直口壺で、20の肩部外面には刺突文が施されている。21の口縁下端には円孔が穿たれ、外
面には赤色塗彩が施されている。
　22は小壺の胴部から底部にかけての部分で、底部外面と内面はケズリ調整後、ナデ調整が行われて
いる。
　23、24は大型の壺である。23は口縁部で、口唇部には竹管文、口縁部外面には竹管文と櫛状工具に
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よる羽状文が施されている。24は肩部で、外面には６条以上の櫛状工具による沈線が２段巡り、沈線
間と沈線の上にはスタンプ文が施されている。
　25～39は甕である。25～33、39は口縁部が内傾するもので、25～27、29、31、32、39は口縁上下端
部を拡張させたもの、28は口縁上端部を拡張させたもの、30、33は口縁下端部を拡張させたものであ
る。口縁部には25、30が３条、29が４条、33が１条以上の平行沈線、26が３条、39が２条の凹線が巡
る。26と33の胴部外面には同心円状の文様がある。
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　34～38は複合口縁を有するものである。34、35は口縁部が直立し、口縁下端部は僅かに下垂する。
　34の口縁部は平行沈線が施された後、ナデ消しが行われている。35の口縁部は不明瞭であるが、４
条の平行沈線が認められる。36は口縁部が僅かに内傾し、口縁下端部は大きく下垂する。口縁部は３
条の平行沈線が施された後、ナデ消しが行われている。37は口縁部が外傾し、口縁下端部は下垂する。
口縁部には５～６条の貝殻腹縁による平行沈線が巡り、肩部外面には櫛状工具による押引き文が施さ
れている。38は口縁部が外反し、口縁下端部は水平方向へ拡張される。口縁部には８条の貝殻腹縁に
よる平行沈線が巡り、肩部外面には貝殻腹縁による刺突文が施されている。
　40、41は装飾壺の胴部で、いずれもくの字状に屈曲する。40は竹管文が３段施され、41は３条の沈
線が２段巡り、沈線間には竹管文が施されている。
　42～45は注口土器で、42～44は把手、45は注口部である。
　46～50、52、53は高坏である。46、48～50は有段の坏部で、46、48は口縁部が外反し、その端部を
外方へ拡張させている。46は口唇部が外傾し、３条の凹線が巡る。48は口唇部が内傾し、４条の平行
沈線が巡る。また、内外面とも赤色塗彩が施されている。47は口縁部が外反し、２条の凹線が巡る。
また、内外面とも赤色塗彩が施されている。49は口縁部が僅かに外反し、内外面ともミガキ調整が施
されている。50は口縁部が大きく外反し、脚裾部には３方向に円形の透かしがある。52、53は脚裾部
で、いずれも端部は外傾し、その両端を上下方へ拡張させている。52は円形の透かしがあり、裾端面
は窪んでいる。53は円形の透かしが３つあり、裾端面には３条以上の平行沈線が巡る。
　54～63は器台である。54は口縁部が僅かに内傾、裾端部は僅かに外傾し、それぞれ３条の平行沈線
が巡る。胴部には４方向に長方形状の透かしがある。55は鼓形器台で、外面には赤色塗彩が施されて
いる。56は脚部で、裾端部は僅かに外傾し、貝殻腹縁による平行沈線が巡る。胴部には４方向に長方
形状の透かしがある。57、59～61は受け部である。57は口縁部が内傾し、貝殻腹縁による４条の平行
沈線が巡る。59～61は口縁部が外反し、59はハケ状工具によるナデ調整が施され、60は櫛状工具、61
は貝殻腹縁による平行沈線が巡る。口縁下端部は、59は大きく下垂し、60、61は斜下方向へ拡張され
る。58、62、63は脚部である。58は裾端部が内傾し、６条の平行沈線が巡る。また、円形の穿孔があ
る。62、63は裾端部が外反し、62は櫛状工具、63は貝殻腹縁による平行沈線が巡る。
　65は蓋で、上部中央には穿孔が行われている。
　51、66～83は土師器である。51は高坏の坏部で、浅い皿状を呈する。
　66、68、71、72は甕で、66は口縁部が外傾し、くの字状を呈する。68は口縁部が直立気味に立ち上
がる。71は口縁部が外反し、72は口縁端部が大きく外反する。
　67は低脚坏の坏底部から脚部にかけての部分である。
　69、73は鉢である。69は体部が直立気味に立ち上がり、口縁部は僅かに内湾しながら外傾する。底
部は平底である。73は小型の鉢である。底部は平底で、口縁端部は僅かに外反する。
　70は小型丸底壺で、口縁部の器壁は厚く、頸部外面にはヘラ状工具による列点文が施されている。
　74は土師器坏で、僅かに内湾しながら外傾し、口縁端部は僅かに外反する。底部外面はヘラ切り後、
指押さえ調整が施されている。
　75～79は甑である。75～77は把手で、75は環状を呈する。78、79は口縁部で、78は外傾し、79は外
反する。
　80は土玉で、直径2.0㎝を測る。81は移動式竃の底部、82は器種は不明であるが、把手である。83
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は転用土器で、円形を呈し、中央には穿孔がなされている。
　84～101は須恵器である。84～90は坏蓋で、84、85の天井部には輪状つまみが付く。また、84のつ
まみの内側には墨書が認められる。86～90はいずれも口縁端部が丸くおさまるもので、天井部と口縁
部との境界には86は２条、87は１条の凹線が巡る。88の天井部と口縁部との境界には稜が僅かに認め
られるが、89には稜は認められない。90には鈍い稜が認められる。
　91～99は坏身で、91、92は受部を有するものである。91は口縁部が大きく内傾し、受部は水平方向
へのびる。また、底部外面にはＹ字状のヘラ記号がある。92は91よりも口縁部の立ち上がりが長く、
受部は外上方へのびる。93～96は無高台の坏身で、93～95は内湾して立ち上がり、口縁端部は僅かに
外反する。底部外面には93は回転糸切り、94はヘラ切り後、ケズリ調整、95はヘラ切り後、ナデ調整
が施されている。96は外傾気味に立ち上がり、口縁部は僅かに外反する。底部外面にはヘラ切り後、
ナデ調整が施されている。97～99は高台を有するものである。97は外傾気味に立ち上がり、底部外面
には糸切り後、ナデ調整が施されている。98は内湾して立ち上がり、底部外面にはヘラ切り後、ナデ
調整が施されている。99は僅かに外反して立ち上がり、高台端部は内側と外側に拡張され、端面は僅
かに窪んでいる。底部外面には回転糸切り後、ナデ調整が施されている。100は鉢で、外面には２条
の沈線が巡り、平行叩きが施されている。内面には当て具痕が認められる。101は甕で、外面には平
行叩きが施され、内面には同心円の当て具痕が認められる。
　102は白磁碗の口縁部で、白磁碗Ⅴ-１a類である。
　103は中世に帰属する須恵器甕で、外面には格子目叩きが施されている。
　104～109は土師質土器である。104は火鉢で、外面には２段以上のスタンプ文が施されている。
105～109は皿で、いずれも底部外面には糸切りが施されている。
　117は土錘である。穿孔は認められず、上端部には切り込みがあり、この部分に縄をかけたと考え
られる。
　110、111は磁器である。110は肥前系の皿で、底部外面は蛇の目凹形高台となっている。外面には
雪輪文、見込みには跳鯉文、高台内には二重方形枠内に渦福が描かれている。111は広東碗で、外面
には草花文が描かれている。
　112～116は金属製品である。112は寛永通寶（古寛永銭）、113、114は鉛玉、115は鉄鎌、116は鉄釘
の先端部である。
　118～155は石器である。118～124は石鏃で、118～120、122～124はサヌカイト製、121は黒曜石製
である。118は抉りの深い凹基式で、長幅比は1.6である。119は抉りが僅かに認められる凹基式で、
長幅比は1.6である。120は平基式で、長幅比は1.6である。121～123は抉りの浅い凹基式で、長幅比は
122が1.7、123が1.1、124が0.9である。119、122は表裏面が研磨されている。125は黒曜石製の石鏃の
未製品である。
　126は黒曜石製の楔形石器で、上下端部に加工痕が認められる。127、128は黒曜石製のスクレイパー
で、いずれも下端部に加工痕が認められる。129、130は黒曜石製の石核で、130の右側辺には打面調
整が認められる。
　131～135は石鍬で、131、132、135は基部が欠損するが、131、132は撥形、135は短冊形を呈する。
133は両側縁を抉り状に加工している。134は基部で、先端部が欠損する。石材は131、133が安山岩、
132、134がデイサイト、135が緑色凝灰岩である。
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　136は緑色凝灰岩製の石庖丁で、長方形を呈する。137、138は磨製石斧（太型蛤刃石斧）で、137は
基部、138は先端部である。石材は137が凝灰岩、138が閃緑岩である。
　139～141、143～147は砥石である。139は軽石製で、楕円形の素材を用い、表裏面と左右両側面の
４面を使用している。140はデイサイト製で、下端部と左側縁が欠損するが、上端部と表裏面の３面
を使用している。141は閃緑岩製で、長方形に加工した素材の表裏面と左右両側面の４面を使用して
いる。143は凝灰岩製で、長方形に加工した素材の表裏面と左右両側面の４面を使用している。また、
上端部、表裏面、左右両側面には被熱痕が認められ、煤が付着している。144は花崗岩製で、上下端
部と裏面が欠損するが、表面と左右両側面の３面を使用している。145はデイサイト製で、長方形に
加工した素材の上下端部、表裏面、左右両側面の６面を使用している。146、147は薄板状に加工した
素材を用いたもので、146は表裏面と左右両側面の４面を使用している。147は上下端部、裏面、右側
縁が欠損するが、表面には使用面、左側面には切出面が認められる。石材は146が緑色凝灰岩、147が
凝灰岩である。142は花崗岩製の台石・砥石で、上下端部が欠損するが、表裏面と左右両側面の４面
を使用している。
　148～152は磨石で、148、149は角閃石安山岩製、150～152はデイサイト製である。いずれも長楕円
形を呈し、表裏面には磨痕が認められる。また、150の裏面には被熱痕が認められる。
　153はデイサイト製の磨石・凹石で、表面が縦方向に窪む。表裏面と左右両側面には磨痕、表面に
は敲打痕が認められる。
　154、155は磨石・敲石で、154はデイサイト製、155は花崗岩製である。154は上半部が欠損するが、
下端部には敲打痕が認められる。155は表面には擦痕、上下端部には敲打痕が認められる。
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第13節　表土出土遺物

１．４　　区（第716図）
　１は土師器壺で、口縁部は外反し、大きく開く。口縁下端部は外方向へ僅かに拡張する。
　２は弥生土器甕で、口縁部は外反し、口縁下端部は僅かに下垂する。３は単口縁の土師器甕で、口
縁部は外反する。口縁部外面には櫛状工具端部による列点文が施されている。
　５は手捏ね土器で、埦形を呈する。６は土製支脚、７は移動式竃の底部である。
　８、９、11は須恵器である。８は坏身で、口縁部は内傾し、端部は丸くおさまる。受部は外上方へ
のびる。９は長頸壺の胴部で、くの字状を呈し、高台を有する。11は須恵器甕で、外面には格子目叩
きが施されている。

0 10㎝（S＝１：４）

13

11

12

9

8

10

6

5

4

7

3

2

1

　第716図　４区表土出土遺物
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　10は瀬戸の陶器皿で、見込みには印花文が施されている。
　12、13は石器である。12は安山岩製の石鍬の基部である。13は角閃石安山岩製の磨石・敲石で、上
下端部には敲打痕が認められる。

２．６　　区（第717図）
　１は黒曜石製の石鏃で、抉りの深い凹基式である。２は滑石製で、鏡の模造品か。円形を呈し、中
央には円孔が穿たれている。３は須恵器壺で、底部内面には墨状の付着物が認められ、転用硯として
用いられたものか。４は鉛玉で、直径1.2㎝、重量11.1ｇを測る。
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第717図　６区表土出土遺物
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