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土錘、 円板 表41 土錘、円板一覧①

番号 出土地点 畢(圃) 幅{圃) 庫 (圃) 置 (g) 備考 番号 出土地点 畢(圃) 幅 (圃} 庫 {圃) 量 (g) 圃考

住15 3.7 2.8 0.8 13.6 38 住34 4.7 3.8 0.9 21.1 

2 住15 3.5 2.9 0.8 12.7 9 住35 3.4 3.0 1.1 16.4 

3 住15 4.7 3.8 1.0 25.5 40 住35 3.8 3.8 0.9 15.9 

4 住15 5.2 3. 7 1.6 45.5 撞鉢口録 1 住35 4.1 2.7 1.1 15.0 

5 住16 3.0 2.2 1.0 7.9 2 住35 4.2 3.8 0.9 19.9 

6 住16 3.2 2.9 1.0 12.2 3 住35 4.6 4.0 1.0 30.3 

? 住16 3.7 3.1 0.9 14.4 4 住36 4.8 4.9 1.1 担 7 究鍋

8 住19 3.1 2.6 0.8 8.3 5 住35 5.8 4. 7 0.9 41. 8 

9 住20 3.8 3.6 0.8 17.3 6 住35 5.7 5.8 1.3 66.5 究掴

10 住20 5.0 3.7 0.7 21.1 7 住35 6.0 4.8 1.0 37.9 

住21 3.1 3.1 0.9 12.5 8 住35 7.3 4.5 1.5 79.5 

2 住21 3.5 3.4 1.0 16.4 9 住35 4.8 7.5 1.0 65.2 欠鋼

3 住21 5.3 4.2 0.8 24.9 50 住35 7.6 6.4 1.0 86.5 

4 住24 2.8 2.4 1.1 9.8 1 住35 8.5 7.3 0.9 97.6 

5 住24 2.6 2.4 1.1 9.4 2 住35 4.8 7.4 1.0 49.1 欠掴

6 住24 3.0 2.5 0.9 9.9 3 住37 3.6 3.0 0.8 10.4 

7 住24 3.7 2.4 0.8 4 住40 3.5 2.4 1.2 13.9 

8 住24 3.7 3.0 1.0 13.0 5 住4 1 3.4 2.3 1.1 13.5 

9 住目 '.2 2.9 0.8 13.4 6 住'1 3.3 2.5 1.2 14.4 

20 住2. '.3 2.5 1.0 14.5 7 住. 1 4.2 3.1 0.9 17.8 

l 住剖 4.' 4.1 1.0 22.4 8 住4 1 '.3 3.1 0.8 16.7 

2 住24 '.9 '.5 0.9 30.3 9 住41 5.0 '.1 1.1 26.5 

3 住2. 5.9 3.2 1.0 29.5 60 住41 5.2 4.3 1.9 47.1 欠損

4 住24 7.2 3.3 0.9 32.3 1 住41 6.2 5.3 0.9 47.0 

ｧ 住25 4.0 3.4 0.8 13.2 2 住41 5.9 5.8 0.9 49.8 

6 住28 '.0 3.8 1.0 20.8 3 住41 5.9 5.5 0.9 51. 6 

7 住25 4.2 4.5 1.0 26.2 4 住.1 6.7 5.2 0.9 59.9 

8 住28 4.6 3.7 1.0 26.6 5 住41 7. • 6.3 0.9 80.0 

9 住28 '.2 5.4 1.0 29.5 6 住41 7.7 6.2 0.9 79.5 

30 住28 6.5 7.9 1.8 90.5 底郎 7 佳昭 2.9 2.3 0.8 8.5 

l 住32 2.9 2.1 1.3 11. 0 8 住42 3.2 3.1 0.9 12.2 

2 住29 3.3 2.6 0.9 9. • 9 住42 3. • 3.1 0.8 12.9 

3 住32 4.2 3. • 0.7 14.6 70 住42 3. • 3.3 1.0 13.0 

4 住32 '.3 4.1 0.9 22.4 住" 3.9 3.7 1.0 20.0 

s 住33 8. • 6.6 1.3 105.0 2 住42 •• • 2.9 1.1 20.6 

6 住担 4.2 2.7 0.9 14.0 3 住.2 '.3 3.5 1.0 19.6 

7 住担 5.1 3.4 1.2 30.9 4 住42 4.5 4. • 1.0 22.6 
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土錘、円板 表42土錘、円板一覧②

香号 出土地点 星(圃) 幅(圃) 厚(圃} 重 (.) .考 書号 出土地点 皇(咽} 幅(圃) 厚(四} 量 (g) .宥

75 住.2 8.5 6.7 0.9 97.5 112 住61 3.0 2. • 1.1 10.8 

6 住'2 '.3 3.9 0.8 23.0 3 住61 3.3 2.5 1.0 10.3 

7 世'2 5.8 3.6 1.0 31. 2 4 住61 3. • 3.0 1.1 13. -4 

8 住.2 5. • 5.7 1.1 50.7 5 住.1 3.6 3. • 1.0 14.2 

9 住'3 3.6 2.8 0.8 11. 7 6 住61 3.7 3.5 0.9 17.4 

80 住.3 3.6 3.1 1.0 1... 7 住61 3.5 3.3 0.9 13.6 

1 住'3 3.9 3.8 1.0 19.4 8 住61 3.9 3.' 1.2 19.2 

2 住'3 '.1 3.2 1.0 18.7 9 住61 5.2 5.3 0.9 39.5 

3 住.3 '.1 3.3 0.9 18.1 120 住61 7.5 '.9 1.0 51. 8 

4 住'3 '.8 '.0 1.0 24.9 1 住61 6.7 6.1 0.9 50.8 

5 住'3 '.5 5.0 1.2 43. -4 欠f・ 2 住61 7.2 7.0 1.1 79.5 

6 住" 3.3 2.5 1.1 12. -4 3 住61 8.2 6.7 D.8 70.1 

7 住" '.1 2.6 0.9 15.3 4 住61 9.8 6.6 0.9 120.0 撞合

8 住" '.2 3.8 1.1 24.8 5 住62 2.5 2.7 0.9 8.0 

9 住" '.6 '.1 0.8 2'.0 6 住62 '.3 3.3 1.0 18.9 

曲 住" 5.2 3.5 1.0 25.0 7 住62 2.6 3.5 0.7 8.3 "，損

1 直" '.8 '.0 0.8 27.1 8 住62 2.6 5.2 1.1 19. • 究掴

2 佳品 3.3 2.8 1.0 11.9 9 場168 2.8 2.9 0.8 8.6 

3 住.5 5.5 '.9 1.4 50.4 130 梅田 3.5 2.8 1.1 10.6 

4 住'6 2.9 2.8 0.8 9. • 1 1111.9 3.6 2.6 0.9 11.6 

5 佳品 2.' 2.6 0.9 6.6 2 績回 3.1 3.1 1.0 12.0 

6 住.6 •. 7 2.2 0.8 11. 8 3 繍151 3.7 2.8 0.9 13. • 

7 往.6 3.8 3.7 0.9 19. 1 4 輔83 3.8 2.8 0.8 11. 6 

8 佳品 '.1 3.2 0.8 14.5 5 揖137 3.3 3.3 0.9 12.6 

9 住'6 9.0 6.3 1.2 102.3 6 噴出 '.1 2.5 0.9 12.3 

100 住47 2.9 2.7 0.9 9.7 7 壇32 3.7 3.2 0.8 12.3 

1 住47 4.5 3.4 0.9 18.9 8 揖213 4.3 3.2 0.9 18.0 

2 住47 3.2 2.7 0.9 9.8 9 揖210 4.3 3.5 1.0 18.9 

3 住48 2.5 2.8 1.0 7.8 140 樹164 4.5 3.3 0.8 16.6 

4 住48 4.7 4.0 0.8 19.9 1 揖37 4.1 3.8 0.7 14.0 

5 住48 4.2 3.9 0.9 23.1 2 111199 4.2 3.7 0.8 18.5 

6 住田 3.7 3.2 1.0 18.0 3 揖171 4.2 3.6 1.0 21. 9 

7 住50 7.1 5.3 1.1 51. 4 4 舗46 4.6 2.9 1.0 20. -4 

8 住51 4.3 2.7 0.9 16.1 5 塩崎141 5.0 3.3 1.0 22.5 

9 住59 4.7 2.7 0.8 11. 1 欠掴 6 111182 5.0 3.0 0.8 19.5 

110 住59 5.5 3.8 1.2 34.2 7 繍33 4.3 4.1 1.0 25.6 

1 住59 8.5 5.0 0.8 57.8 8 績96 6.4 4. 7 1.1 38.4 , 
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土錘、円板 表43土鍾、円板一覧③

書号 出土地点 星 (圃〉 幅 {圃) 111 (圃] 重 (g) 備考 番号 出土地点 畢 {圃} 幅 (圃} 厚 {圃} 量 (g) 個考

9 績1日 3.8 3.2 1.0 15.9 186 繍132 3.4 2.9 1.3 18.5 

150 繍164 3.6 3.3 1.0 16. B 7 績70 3.7 2.9 1.3 18.2 

1 場92 4.1 3.9 0.9 17.6 8 輔132 3.8 2.5 0.9 12.4 

2 場232 4.8 3.5 0.9 21. 3 9 輔141 3.5 2.8 1.2 14.8 

3 場32 4.6 3.7 0.8 20.3 190 壇150 4.6 2.0 1.1 13.3 

4 掴84 4.5 4.3 1.1 35.4 場34 3.4 3.6 1.0 16.2 

5 壇59 4.8 4.6 1.1 34.4 2 壇24 3.7 2.8 1.0 14.7 

6 壇日 2.6 2.3 1.3 8.5 3 墳147 3.5 3.1 1.3 17.8 

7 繍78 2.6 2.3 1.1 9.0 4 輔77 3.6 3.3 1.0 17.2 

8 輔32 2.9 2. 7 1.1 10.3 5 壇23 3.4 3.1 1.0 16.5 

9 繍92 2.9 2.6 1.1 11. 1 6 掴92 3.2 3.3 1.0 14.3 

160 繍52 3.3 2.3 0.8 8.4 7 壇202 3.5 2.1 1.0 12.8 

1 割高171 3.2 2.6 0.9 10. 1 8 揖167 3.2 3.6 1.2 18.5 

2 壇23 3.3 2.7 0.8 9.5 9 場22 3.8 3.2 1.1 19.5 

3 壇130 3.1 2.8 1.0 10.9 200 績121 4.3 3.2 1.5 24.3 

4 蝿70 3.2 2.8 1.1 11. 7 1 損153 3.7 3.3 1.5 24.9 

5 墳時 3.5 2.4 1.1 9.3 2 輔170 4.1 3.4 1.0 20.5 

6 壇40 3.7 2.6 1.2 16.5 3 場38 3.8 3.0 1.0 17.8 

7 .141 3.6 2.9 0.8 10.9 4 掴70 4.9 3.1 0.1 15.1 中央に宰孔

8 繍11 2 3.1 2. 1 1.0 10.7 5 埴92 4.1 3.6 1.0 17.8 

9 .22 3.1 2.8 0.9 8.5 6 墳18 3.1 3.5 1.1 16.8 

170 繍35 4.1 2.5 1.1 12.8 7 績56 4.4 3.0 1.1 18.8 

1 樹18 3.4 3.4 1.2 15.0 8 壇229 4.6 2.5 0.9 13.2 

2 壇23 3.6 3.0 1.0 11. 1 9 壇76 3.6 3.6 0.9 16.6 

3 境問 3.1 3.0 1.1 12.9 210 耳慣78 3.6 3.6 1.0 22.3 

4 繍1 56 3.4 3.4 0.8 12.7 1 .57 3.7 4.0 0.7 16.4 

s 樹 1 7 3.4 2.8 1.2 14.8 2 揖152 4.0 3.8 1.0 22.5 

6 調18 3.1 2. 7 0.9 13.4 3 掴149 3.9 3.9 1.0 19.4 

7 .38 3.7 2.8 1.1 13.8 4 壇193 4.4 3.4 0.9 18.0 

8 .13 3.3 3.3 1.1 16.2 5 損112 4.3 3.5 0.9 20.0 

9 埴23 3.6 3.0 0.8 13.1 6 割高92 4.0 3.2 1.2 23.0 

180 揖1国 4.4 2.6 0.9 13.2 7 績30 4.8 2.6 1.1 20.2 

l 繍24 3.5 3.3 0.1 11. 5 8 壇125 4.4 3. • 1.1 26.8 

2 繍25 3.5 3.1 0.9 12.9 9 場153 5.1 2.9 1.0 21. 8 

3 場31 3.5 3.0 1.1 16.5 220 .10. 4.7 3.6 1.0 24.0 

4 繍166 3.5 3.0 1.1 14.8 l 繊92 '.5 '.2 1.0 25.1 

5 頃198 3.6 2.8 1.0 15.4 2 .196 4.9 3.3 1.2 23.3 
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土鏡、円板 表44土錘、円板一覧④

書号 出土地点 畳(圃) 幅(圃) 庫 (圃) 置 (g) 備考 番号 出土地点 畢(..) 幅 (圃) 庫 {圃} 置 (g) 備考

223 壇126 5.3 3.9 1.0 27.9 260 E-20-7 3.1 2.6 1.0 10.1 

4 .，師 4.4 '.0 0.8 31. 0 l1E-19-4 3.1 2.6 0.7 7.4 

5 羽町 134 4.5 3.9 1.3 28.6 2IE-19-4 2.8 2.6 0.7 6.7 

6 .26 •• • 4.0 1.0 23.8 31 E-19-' 3.2 2.5 0.7 6.6 

7 揖92 4.5 4.6 0.9 28.7 410-18-5 3.0 2.5 l.l 8.9 

8 壇172 5. • 3.2 0.9 20.9 5IE-19-1 2.9 2.6 1.0 8.9 

9 割前91 6.3 3.2 0.9 30.9 6 2.9 2.6 1.0 8.8 

2叩 壇130 5.2 5.0 l.l 36.8 710-18-14 2. 7 2.9 0.9 9.2 

揖17l 5.3 4.5 1.2 37.7 810-19-14 2.9 2.8 0.9 7.7 

2 壇77 6.0 3.8 1.0 31. 8 91 E-19-' 2.9 2.8 1.2 11.6 

3 割前167 6.1 4. 7 l.l 37.6 270 E-20-10 3.2 2.6 0.8 8.5 

4 繍140 6.8 4.2 1.0 41. 6 1 3.3 2.5 0.8 9.7 

5 .23 6.6 5. • 1.2 53.5 2 3.0 2.9 0.9 9.9 

6 .64 7.4 6.5 0.9 66.5 3 r E-20-10 3.0 2.8 0.7 8. 1 

7 輔副 9. 7 8.0 0.9 107.5 4 1 E-20-7 2.8 2.9 0.8 8.0 

8IE- 19 - ~ 2.4 2. • 0.8 6.3 510-18-7 3.5 2.4 0.8 8.6 

9 I E-20-3 2.5 2.4 0.9 6.8 610-18-16 2.8 2.6 l.l 1l. 1 

240 D-19-14 2.2 2.5 0.7 4.8 7 1 0-20-9 3.1 2.5 0.8 8.0 

1 I E-19-7 2.7 2.2 0.7 5.3 81 E-21- 自 2.9 2.2 1.0 8.7 

210-17-4 2.2 2.5 0.7 5.1 9 I E-20-8 3.0 2.6 0.8 8.6 

31 E-20-10 2.5 2.6 1.2 8.9 掴0 E-20-8 2.7 2.5 0.6 7.0 

4 I 0-20-13 3.0 2.7 0.8 7.0 lIE-19-6 3.1 2.4 0.8 7.8 

5 I 0-19-15 2.8 2.6 0.8 7.3 210-19-16 2.9 2.8 0.8 8.4 

6 I E-20-2 3.0 2.7 0.8 7.5 31 E-20-6 2.7 2.9 0.7 7.8 

7IE-20-2 2.9 2.4 0.9 7.7 'IE-19-2 2.9 2.8 0.7 8.0 

81 E-20-7 2.9 2.4 0.9 7.6 51 E-20-6 3.1 2. , 0.9 9.1 

910-18-7 2.5 2. , 0.8 5.3 6 I E-19-12 3.0 2.8 0.7 7.2 

250 E-19-.. 2.4 2.5 1.0 7.9 710-18-6 3.1 2.5 0.9 10.4 

1IE-20-6 2.4 2. • 1.3 9.3 8IE-19-' 3.3 2.5 0.8 8.8 

210-19-15 2.6 2.5 0.8 6.6 910-18-7 3. • 2.9 0.7 9.6 

31 E-20-3 2.5 2.6 0.8 6.9 2田 0-18-6 3.4 2.7 0.8 8.5 

.. r 0-19-13 2.7 2. , 0.9 7.6 lIE-19-6 3.2 2.9 0.8 8.5 

5IE-19-8 2.9 2.3 0.9 6.9 2 I E-20-3 2.9 2.8 0.8 7.3 

6 I E-20-1 3.2 2.5 0.8 7.9 3IE-19-6 3.0 2.8 0.8 8.8 

7 10-19-14 2.8 2.7 1.0 9.8 .. I E-20-10 3.2 2.8 0.9 10.2 

8 I E-19-8 2.7 2. • 0.7 6.2 510-18-1 3.0 3.0 0.9 9.7 

9 E-20-6 2.6 2.3 0.8 6.9 610守 19-14 3.0 3.0 1.0 12.0 
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土錘、円板 表45 土錘、円板一覧⑤

.号 出土勉点 昼 {圃) 幅{圃} 思 (圃) 置 <gJ 0・考 番号 出土地点 畢 <~J 幅(園} 鳳 (圃} 置 <gJ .考

2町 E-21-9 3.0 2. 7 0.9 9.9 犯4 E-21-9 2.8 3.6 0.7 10.3 

8 I E-19-2 3. 7 2.5 0.8 10.7 510-19-15 4.4 2.5 0.7 10.2 

9 I 0-19-14 3.0 2.7 0.9 8.7 610-19-13 4.0 2.4 0.9 12.2 

3曲 E-19-4 3.4 2.7 0.9 11.4 7 I E-20-1 3.3 3.1 0.9 10.6 

1 1 E-20-6 3.9 2. 7 0.9 10.1 8IE-19-6 3.8 2.5 0.7 10.2 

2 1 E-20-6 3.8 2.3 0.8 11. 0 910-19-13 3.2 3.0 0.6 8.6 

3 r D-19-13 3.5 2.8 0.6 8.0 担。 E-20-12 3.7 2.5 0.7 8.8 

4IE-19-4 3.6 2.1 0.8 8.2 110-19-15 3.3 3.1 0.8 9.2 

5IE-19-1 3.8 2.6 0.9 11. 3 21 E-19-8 3.2 2.7 0.8 10.3 

61 E-19-4 3.5 2.2 1.1 11. 6 310-18-16 3.8 2.4 0.8 11.4 

71 E-20-10 3.2 2. 7 1.1 9.9 4 I E-20-7 3.5 3.2 1.0 10.9 

8IE-19-3 3.2 2.9 0.9 10. 1 5IE-19-6 3.4 3.2 0.8 10.8 

9 I E-20-6 3.2 2.8 0.8 9.4 6 I E-20-12 3.2 3.3 0.8 11.1 

310 E-21-9 3.0 2.8 0.9 9.0 7 I E-20-7 4.0 2.4 1.0 15.1 

lIE-19-7 3.6 2.7 1.1 11.5 810-19-5 3.3 2.8 0.9 11. 7 

2 1 E-19-4 3.2 2.9 1.3 12.7 9IE-19-3 3.8 2.9 0.8 11. 9 

310-18-5 3.5 2.5 0.9 10.8 持。 E-20-6 4.2 2.6 0.9 13. .. 

4 1 E-21-9 3.1 2.7 0.9 9.8 lIE-19-5 3.6 2.9 0.9 11. 8 

51 E-19-3 3.6 3.1 0.7 8.9 2 1 0-20-15 3.7 3.2 0.8 11. 3 

61 E-19-3 3.3 3.0 1.0 11. 8 31 E-20-2 3.6 2.8 1.0 11. 7 

71 E-20-6 3.2 2.9 1.0 12.6 41 E-20-10 3.9 3.1 0.8 10.2 

810-18-11 3.1 2.9 0.9 10.7 5 1 E-20-6 3.8 2.6 0.9 11. 7 

9IE-20-7 3.0 2.7 1.0 10.2 61 E-20-15 3.5 3.2 0.7 10.8 

320 E-20-7 3.1 2.7 1.0 11. .. 7 I E-20-8 3.8 2.9 0.9 11. 9 

1 I E-20-2 3.4 3.3 0.9 11.1 8 I D-19-11 3.2 3.1 0.8 11.0 

2ID-18-3 3.5 3.0 0.9 11.5 91 E-19-3 3.9 2.7 0.8 11.8 

31 E-19-8 3.7 2.4 1.2 13.7 360 E-20-6 3.8 2.8 0.8 10.8 

4 I 0-19-13 3.2 3.2 0.9 13.1 1 I E-20-3 3.6 2.8 0.9 11.6 

510-19-16 3.9 2.9 0.9 11.7 2IE-18-4 3.4 2.8 0.9 12.8 

610-18-13 3.1 2.9 0.9 11.2 31 E-20-6 3.5 3.2 0.9 13.0 

7 I D-20-14 3.2 3.1 1.3 15.1 .. I E-2Q-6 3.3 3.3 0.8 11.0 

81 D-20-14 3.4 2.9 0.8 11. 4 5 I E-2Q-7 3.5 3.2 1.0 14.4 

9ID-18-3 3.5 2.9 0.7 10.9 61 E-20-3 3.6 3.0 0.8 13.0 

目。 D-18-.. 3.2 2.8 0.9 10.4 7IE-21-9 3.7 2.6 0.7 9.1 

lIE-19-8 4.0 2.2 1.0 11.1 81 E-20-10 3.7 3.1 0.8 10.8 

2IE-19-4 3.1 2.8 1.2 12.5 91 E-19-8 3.5 3.1 0.9 14.1 

31 E-19-4 3.2 3. 1 0.8 10.5 370 D-18-16 3.4 3.2 0.7 11.0 
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土優、円板 表46土錘、円板一覧⑥

書号 出土地点 星{圃) 幅{圃) 思 {圃) 量 (g) 備考 書号 出土地点 皇(~) 帽(圃) 厚 (圃} 置 (g) .考

371 E-19-4 3.5 2.9 0.9 11.7 4闇 0-18-6 '.2 3.0 0.9 15.5 

2 I E-19-.. 3.8 2. • 0.8 9.8 91 D-18-4 '.2 2.8 1.1 17.4 

31 E-20-7 3. • 3.3 1.0 14.7 .10 E-19-8 3.8 3.3 1.0 15.9 

4 I E-20-1Q 3.8 3.1 0.8 13.9 1 r E-20-2 3.7 3.6 1.1 17.6 

5IE-19-' 3.5 3. • 0.8 10.9 2IE-19-6 4.l 3.0 0.8 13.1 

61 E-20-9 3.7 3.3 0.8 11. 7 3 I E-20-10 '.0 3.1 0.9 15.6 

7 1 E-20-11 3. • 3.1 0.8 10.0 • 1 E-20-7 3.7 3.3 0.8 14.3 

810-19-15 '.0 2.6 0.9 12.8 5IE-20-3 3.7 3.1 1.0 15.1 

9IE-20-7 3.5 3.3 0.9 12.0 61 E-20-7 3.5 3.2 1.2 18.1 

380 E-19-• '.0 3.0 1.1 14.9 71 E-21-9 3.8 3.2 1.0 16.8 

1 I E-20-1 3.6 3.0 1.0 13.9 8ID-18-2 3.7 3.6 0.9 17. • 

2ID-18-6 3.6 3.2 0.9 12 , 7 9 I E-20-3 3.7 3.5 0.7 13.9 

310-18-12 3.8 3.0 0.8 11. 8 '20 E-19-4 3.7 3.2 0.8 14.1 

4 I 0-19 • 12 ... 2.6 1.0 13.9 lIE-19-8 3.8 3. • 0.8 16.6 

510-20-13 '.0 2.8 0.9 16.0 2 1 E-20-7 3.7 3.4 0.8 15.1 

610-19-1. 3.6 3.1 1.3 15.9 3IE-19-' 3.9 3.3 0.8 13.5 

7 I F-21-11 3.5 3.2 0.8 11.8 • 1 E-20-7 '.0 2.9 0.8 12.7 

81 E-20-6 3.6 3.3 0.7 11. 5 51 E-20-3 3.3 3.7 0.8 16.2 

9IE-20-7 '.3 2.8 1.0 13.8 610-18-7 '.7 3.3 0.8 20.2 

3田 E-18-.. 3.9 3.0 0.9 14.3 7 1 E-21-9 3.7 3.0 0.7 1'.6 

11 E-20-8 3.5 3.3 0.8 12.9 8IE-19-6 4.0 3.0 1.0 16.1 

210-19-16 3.7 3.3 0.9 14.4 910-18-11 3.9 3.7 0.8 15.9 

31 0-19-10 •. 1 3.3 0.7 12.2 '30 E-20-10 3.7 3.7 0.9 16.5 

410-18-3 3.5 3.5 0.8 13.5 110-18-6 '.6 2.8 0.8 14.6 

5 I E-20-7 4.3 3.0 0.8 13.9 210-18-2 3.7 3.4 0.7 13.0 

610-18-5 3. • 3.2 1.1 18.2 3IE-20-7 3. 7 3.0 0.9 14.8 

7 a探 •• • 3.0 0.9 12.6 • 1 E-20-7 3.8 3.3 1.0 16.7 

8ID-18-3 3.6 3.3 1.1 15. .. 5IE-19-8 3.5 3.6 0.9 15.0 

910-18-3 3.5 3. • 0.9 14.0 61 E-20-6 3.6 3.5 1.0 18.1 

4叩 0-19-1' 3.2 3.8 1.0 14.9 7 1 E - 20ー 12 4.3 3.1 0.7 14.5 

1 1 E-20-3 '.5 2.9 1.0 15.1 810-18-11 4.4 3.0 0.8 15.9 

210-19-4 3. 1 3.2 0.9 12.7 9 1111撃 4.6 2.8 0.7 11. 2 

3 I E-20-7 3.9 3. • 0.7 11. 4 440 D-19-10 '.0 3. • 0.8 14.8 

• 1 0-18-3 4.1 3.1 0.7 12.6 11 E-19-4 '.2 3.3 0.9 20.5 

5 I D-19-14 3.9 3.4 0.9 17.6 2 I E-20-3 4.2 3.4 0.9 18.6 

610-18-16 3.3 3.4 1.2 16.1 3 I D-20-15 4.3 3.5 0.9 18.0 

71 E-20-15 3.8 3.2 1.0 17.1 .. I E-20-1 '.5 3.0 0.7 17.0 
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土鑑、 円板 表47土鍾、円板一覧⑦

番号 出土地点 畳(圃} 幅 (圃) 庫 (圃} 置 (g) 0・考 番号 出土地点 畢(圃) 幅{釧} . (棚) 量 (g ) 備考

445 E-19-11 4.5 3.2 0.9 19.7 482 0-18-5 3.9 3.7 0.8 17.7 

6' 0-19-13 4.1 3.1 0.9 16.0 310-18-6 4.4 3.5 0.8 17.4 

7 I E-20-8 '.0 3.9 0.9 18.8 4 10-19-11 '.3 3.7 0.8 19.1 

810-18-4 3.8 '.0 0.8 17.3 51 D-18-16 •. 7 3.5 1.0 19.9 

9 I E-20-3 '.1 2.8 1.1 17.8 6 I D-18-1 4.5 3.3 0.7 15.2 

450 0-18-6 3.7 3.4 0.8 14.3 710-19-4 4.6 2.6 1.0 17.7 

110-19-15 3.7 3.7 0.7 15.1 81 E-20-7 3.8 3.7 0.8 16.8 

2 I 0-20-13 3.7 3.4 1.0 18.5 9IE-19-4 4.3 3.6 0.7 15.4 

31 E-20-7 4.4 3.5 0.8 15.8 490 E-20-7 3.8 3.6 0.8 17.7 

41 0-19-13 4.3 3.1 1.2 22.4 1 1 E-20-7 4.9 3.0 0.9 19.2 

51 E-20-7 4.0 3.6 0.8 15.6 2IE-20-2 5.0 3.5 0.8 21. 1 

6 I E-19-4 '.0 3.7 0.8 17.1 31 E-19-16 '.5 3.9 0.8 19.5 

7 I E-20-11 4.5 3.1 0.9 18.2 4 I E-20-10 4.1 3.6 0.8 20.3 

8 I E-20-7 3. • '.3 0.8 13.9 51 E-19-13 '.2 '.1 1.1 26.7 

9 I E-20-7 '.8 3.2 0.8 17.4 6IE-19-4 4.5 3.4 0.7 17.8 

4曲 E-19-4 3. 7 3.8 1.0 17.4 7 1 E-20-6 4.8 3.8 0.9 20.4 

110-18-} '.2 3.6 0.8 17. • 8 10-20ー 14 4.5 3.7 0.8 18.2 

2 I E-19-5 •• • 4.1 1.0 19.0 9[E-19-4 5.1 3.0 0.8 19.2 

3IE-20-3 '.2 3.8 0.8 17.3 開。 0-18-10 4.1 4.0 0.8 19.1 

4IE-19-4 3.9 3.8 0.8 17.3 11 E-20-11 4.1 3.8 0.8 19.0 

510-19-2 4. • 3.5 0.8 16.4 210-19-12 4.6 4.3 0.8 20.7 

61 E-20-5 4.3 3.6 0.8 15.9 31 D-18-2 5.1 2.8 1.2 24.1 

7 I 0-18-12 '.2 3.2 0.8 14.0 4 I E-20-6 4.2 3.5 1.1 23.8 

81 E-19-12 4. • 4.2 0.8 18.4 51 E-20-6 '.5 3.8 0.8 16.3 

91 E-19-4 5.0 2. 7 0.8 16.8 6IE-19-6 4.4 3.9 0.8 19.7 

470 0-19-9 3.9 3.6 0.8 16.3 710-18-14 4.5 3.6 0.7 18.4 

110-18-4 3.9 3.8 0.7 15.4 8IE-20-1 5.0 3.9 0.8 20.6 

2IE-20-7 4.5 2.8 1.0 20.6 910-19-13 5.5 3.2 1.0 23.2 

310-18-12 4.3 3.0 0.9 18.9 510 E-20-5 5.0 3.6 0.9 26.6 

4IE-20-9 '.2 3.1 0.8 14.3 110-18-5 4.6 '.1 1.0 目.4

51 E-20-13 3.8 3.9 0.7 17.9 2対紐掛 210-18-7 5.8 3.2 0.9 24.6 

6IE-19-3 '.6 3.1 0.8 18.6 31 E-20-10 4.8 4.4 0.9 24.4 

7 I E-20-7 '.2 3.6 1.0 23.3 4IE-20-9 5.4 3.7 0.9 25.5 

8 I E-20-1 '.3 3.6 0.7 16.6 510-18-6 5.0 3.8 0.8 22.1 

91 E-20-6 '.6 3.2 0.7 16.3 6' E-20-7 4.6 '.5 0.9 22.2 

4曲 E-20-7 3.7 4.1 0.8 18.8 7IE-20-3 5.4 3. • 0.8 20.5 

110-18-2 3. 7 3.9 1.2 25.2 8 I E-20-2 5.7 3.7 1.2 34.0 
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土錘、円板 表48土錘、円板一覧⑧

書号 出土地点 昼(四) 幅{四] 庫 (酬) 量 (g) 0・考 書号 出土地点 長(圃〉 幅{圃} 庫{圃) 重 (g) 個考

91 E-20-7 4.8 4.8 0.8 23.4 日6 E-20-7 4.2 3.9 0.9 28.2 

520 0-18-4 5.0 3.9 0.8 25.7 7IE-19-4 4.7 4.0 0.9 24.3 

1 I E-20-8 5.7 4.5 1.1 31. 5 8IE-19-2 5.1 4.7 1.2 36.2 

2 I E-20-6 4.3 5.2 0.8 25.9 910-18-16 5.5 4.6 1.0 33.7 

310-19-9 4.9 4.5 0.8 24.6 日0 E-19-4 7.4 6.9 1.1 131. 

4 I 0-19-16 5.0 4.8 0.8 22.2 11 E-20-11 2.6 1.7 1.0 5.0 

5IE-20-7 4.6 4.0 0.8 26.6 210-18-16 2. • 2.1 0.9 6.8 

61 E-20-11 5.8 4.0 0.9 30.7 31 0-20-13 2.7 2.2 1.0 7.2 

71 0-18-16 5.2 4.7 1.0 29.5 4 I 0-19-16 2.4 2.1 0.8 6.5 

81 E-20-15 4.4 5.5 0.8 24.0 510-20-9 2.8 1.8 0.8 6.1 十字紐働

9IE-20-6 5.5 4.1 0.8 31.5 610-19-15 3.0 1.8 0.8 7.9 

5却 E-20-1 6.2 '.0 0.9 31. 8 710-19-15 2.7 1.8 1.3 8.1 

110-18-6 5.7 4.4 0.9 35.6 8IE-19-2 2.6 2.1 1.0 7.1 

2 1 E-20-3 6.2 5.1 0.9 35.6 910-19-16 2.6 2.2 1.0 6.0 

3IE-20-7 6. 1 4.5 0.9 34.3 570 E-20-16 2.9 2.6 1.2 10.4 

4 I D-18-13 5.7 4.8 0.8 34.5 1 I 0-20-13 3.0 2.4 1.0 8.7 

5 10-19-16 5.7 5.3 0.8 38.2 2 I 0-20-13 2.9 2.8 1.1 9.4 

61 E-20-13 5.9 5.2 0.9 40.6 3点紐掛 31 E-20-2 2.8 2. • 1.1 8.4 

7IE-19-4 4. 7 5.7 0.9 40.8 4 1 E-21-9 2.9 2.5 1.0 9.1 

81 E-20-7 7.6 4.1 0.9 36.1 510-19-16 3.1 2.2 1.0 8.6 

91 E-19-3 6.2 5.1 1.1 56.3 61 E-20-13 3.1 2.5 1.1 10.1 

540 E-20-7 6.7 4.5 0.9 43.2 7IE-20-1 3.3 2.5 1.1 9.8 

l1E-19-} 7.3 5.2 0.8 42.7 8 10-19-16 3.0 2.8 0.9 9.9 

2IE-19-1 6.4 6.2 1.1 50. • 91 E-20-6 3.5 2.2 0.8 7.9 

31 E-19-5 5.9 7.7 1.2 69.5 580 0-19-9 3.6 2.3 0.7 8.0 

4 I 0-19-13 7.9 6.7 0.9 77.6 1 1 E-20-9 2.8 2.6 1.0 9.6 2対紐機

510-18-6 3.7 3.0 1.1 18.1 210-20-15 2.9 2. 7 0.8 7.3 

61 C-18-13 3.8 3.3 0.8 25.1 310-19-13 2.8 2.5 1.1 10.8 十字紐掛

71 E-19-7 4.4 2.6 1.0 18.1 4IE-19-6 3.2 2.6 0.8 9.8 

810-20-15 4. 1 3.2 1.7 25.1 510-18-5 3.0 2.2 1.2 10.1 

9IE-19-4 4.3 3.6 0.8 17.9 6IE-20-1 2.9 2.6 1.0 10.1 

目。 0-18-6 3.9 3.3 1.0 17.7 7IE-19-2 3.1 2.4 1.2 10.3 

110-19-14 4.8 3.5 1.0 21. 9 810-18-1 3.2 2.6 0.9 9.2 

210-19-14 4.2 3.9 0.9 21. 4 91 E-20-14 3.4 2.4 1.0 10. 1 

3 I 0-19-}4 4.4 3.7 0.8 18.6 590 0-18-4 3.2 2.3 1.1 11.5 

4 I 0-19-14 '.4 3.8 0.9 21. 9 lIE-19-7 2.7 2.7 1.0 9.2 

5 10-19-14 5.2 4. 1 0.9 28.9 2 1 E-20-1 2.8 2.6 1.1 10.7 

F
h
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土錘、円板 表49土錘、円板一覧⑨

書骨 出土地点 畢(圃) 幅 {園) 庫 {圃} 重 (g) .考 番号 出土地点 畢 {園) 幅 【圃) 車{圃} 置 (g) 個考

593 E-20-14 3.6 2.5 1.1 13.4 630 D-19-13 3.1 2.5 0.9 11. 8 

410-19-16 3.2 2.5 0.8 1.3 11 C-18-15 3.8 2.2 1.1 11. 1 

51 D-18-5 2.9 2.8 0.9 8.3 2 I D-18-7 3.3 2.8 0.9 10.2 

610干 18 - 15 3.2 2.5 1.2 11. 2 3 10-18-16 3.2 2.6 1.1 11.3 

110-18-16 3.2 2.1 0.9 10.2 4 I 0-19-11 3.2 3.2 3.2 14.4 

810-18-7 3.1 2.9 1.0 10.8 510-19-13 3.6 2.8 1.0 10.6 

9 1 E-19-4 3.6 2.1 1.0 11.2 610-19-9 3.2 3.1 1.1 12.3 

6曲 E-20-11 3.1 2.1 1.0 10.9 11 E-20-16 3.1 2.6 0.8 11. 0 

110-19-16 3.3 2.5 1.1 11.9 810-19-10 3.3 2.9 0.8 10.5 

2 1 0-19-9 3.0 2.7 0.9 10.0 91 E-18-4 3.1 3.6 O. 1 10.2 

3 I E-19-4 3.1 2. 1 1.2 12.5 制。 "-19-16 3.6 3.3 1.0 12.0 

410-18-5 3.3 2. 1 1.2 12.5 1 I D-19-16 3.1 2.8 1.0 10.6 

5IE-20-6 2.8 2.8 1.2 12.3 210-18-8 3.1 2.8 1.3 13.7 

6IE-18-4 3.0 2.8 1.0 9.1 310-20-13 3.1 3.1 1.0 11.6 

1IE-18-4 3.3 2.8 0.8 9.6 4IE-19-2 3.4 3.1 0.9 11.6 

81 E-20-1 3.3 2.8 1.1 11. 1 510-19-13 3.6 2.6 1.3 15.1 

9 I D-20-9 3.3 2. 7 1.1 11. 4 61 D-19-14 3.4 2.8 0.8 10.0 

610 E-20-2 3.3 2.9 0.9 11.1 710-19-15 3.8 2.1 1.4 13.6 

1 I D-19-11 3.0 3.2 0.9 10.3 8 I E-20-5 3.6 3.0 1.0 12.9 

210-19-13 3.3 2.8 1.0 11. 3 910-18-8 3.2 3. 1 1.0 13.4 

310 -20ー 13 3.6 2.0 1.3 11. 5 650 E-20 3.5 2.1 1.0 10.5 

4IE-20-1 3.4 2.9 0.8 9.3 lIE-19-4 3.4 2.1 0.9 10.1 

51 E-20-11 4.2 2.0 1.4 11.6 210-18-8 3.3 2.1 1.1 11.5 

610-19-5 3.4 2.1 1.0 11. 6 310-19-15 3.0 3.2 1.0 12.5 

110-19-8 3.1 2.1 1.0 9.1 4 I E-20-11 3.4 2.1 0.9 9.8 

8ID-19-6 3.0 2.1 1.2 13.9 51 D-19-ll 3.1 2.6 1.0 11.1 

91 D-18-16 3.0 2.5 0.9 9.3 6 10-19-16 3.6 2.6 1.1 13.7 

620 D-19-16 3.3 2.9 1.2 14.2 71 E-19-6 3.3 2.3 0.9 10.2 

110-18-8 3.4 2.1 1.1 11. 7 810-18-1 3.5 2.6 1.0 10.8 

2 I 0-20-14 3.2 2.3 1.1 10.3 910-18-1 3.1 3.1 1.0 12.2 

31 0-19-16 3.6 2.3 1.0 10.8 曲。 D-19-15 3.2 2.8 1.2 12.9 

4IE-19-8 4.0 1.8 1.0 9.9 1 I D-19-5 3.4 3.0 1. l' 14.8 

5 I E-21-9 3.5 2.8 0.9 10.2 2IE-19-4 3.1 3.4 0.9 11. 8 

6 I E-20-12 3.2 2.1 1.1 10.7 3ID-18-6 4.0 2.6 0.8 10.1 

7 I D-19-16 3.2 2.8 1.0 9.8 4IE-19-2 3.4 2.4 1.0 12.6 

8 I E-20-11 3.3 2.1 0.9 10.0 5 I 0-20-11 3.1 3.0 1.2 1.4.5 

9 I D-18-3 3.3 2.9 0.9 11. 4 6 I D-19-12 3.3 3.0 1.0 15. -4 
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土錘、円板 表50土錘、円板一覧⑪

番号 出土地点 畢(圃) 幅(醐} 庫 (醐) 量 (g) 舗考 番号 出土地点 星 (帽) 帽(圃) 庫 (圃) 重 (g) 個宥

667 ﾇ-18-15 3.3 3.2 1.0 12.4 704 0-18-16 4.0 3.1 0.9 14.0 

810-18-8 3.7 2.5 1.1 14.4 510-18-10 3.6 3.4 1.0 1-4.8 

91 D-19-7 3.8 2. • 1.7 17. 1 610-19-11 3.5 3.0 0.9 11.3 

670 0-20-13 3. • 3.0 1.1 14.6 7IE-19-3 3.6 3.2 1.2 17.0 

110-18-3 3.3 3.0 1.0 12.4 8IE-19-3 3.6 3.2 1.0 13.8 

210-18-' 3.1 3.0 1.1 14.6 9IE-19-3 3.8 3.2 1.1 17.2 

310-19-6 3.7 3.0 1.2 15.8 710 0-18-7 3.7 3. • 0.8 13.0 

4 I 0-19-14 3.5 2.8 1.2 14. 7 1 I 0-19-16 '.3 2.4 1.1 14.2 

5IE-20-1 3.2 3.0 1.1 13.7 2IE-19-7 3.3 3.5 0.8 13.8 

6 I E-19-7 3.2 2.9 1.0 11. 9 310-19-15 3. • 3.2 1.1 15.4 

7 I E-19-2 3.3 3.0 1.4 15.8 "E-19-7 3.5 3.0 1.0 13.1 

8 I E-19-5 3. • 3.1 1.1 15.7 5 I E-20-2 3.5 3.0 1.3 15.8 

91 0-19-15 3.3 3.0 1.0 12.4 610-19-11 '.0 2. 7 1.2 15.8 

680 E-20-14 3.3 3. • 1.1 14.2 710-19-10 3.5 2.6 1.0 14.2 

1 I 0-20-15 3.4 2.6 1.3 13.0 810-18-7 '.0 3.1 1.0 13.9 

2 I 0-19-12 3.7 2.5 1.0 11. 0 910-18-2 3.5 3.3 1.1 15.9 

3 I E-19-1 3.6 3.0 1.1 14.2 720 E-19-3 3.8 2.9 1.0 13.7 

"0-18-7 3.8 2.9 1.0 12. • 110-18-7 3.5 2.8 0.9 11.9 

510-20-13 3.8 2.8 1.0 14.3 2 10-19-14 ... 2.9 1.1 18.1 

6IE-20-2 3.5 3.1 0.9 13.6 310-18-12 3.6 3.5 1.2 16.7 

7 1 E-19-6 4.0 2.3 1.1 12.7 410-19-15 3.4 3.0 1.0 14.6 

810-19-10 3.5 3.3 0.8 11. 9 510-19-15 3.8 3.3 1.2 17.1 

9 10-19-16 3.5 3.3 0.9 12.7 610-19-5 3.4 3.5 0.9 14.3 

6田 0-18-7 3.7 3.2 0.8 16.2 710-18-7 3.6 2.7 1.0 15.0 

1 I 0-18-12 3.6 3.2 0.9 13.8 810-18-1 3. 7 3.3 1.1 14.8 

2 I E-19-6 3.4 3.3 0.9 13.0 910-18-5 3.6 3.1 1.0 14.7 

31 E-20-14 3.7 3.0 0.9 12.5 730 0-19-15 4.0 3.1 0.8 14.9 

4 I 0-20-11 3.4 3. 1 1.1 14.0 110-18-6 4.0 3.2 1.3 19.9 

51 0-19-13 3.6 3.2 1.0 12.8 2 I E-20-6 4.2 2.8 0.9 12.8 

610-19-6 3.2 3. • 1.1 14.6 3IE-19-4 3.7 3.1 1.1 14.6 

71 E-20-13 3.4 3.4 1.1 16.6 410-19-13 3.8 3.1 0.7 11.3 

810-18-15 3.1 3. • 1.4 18.6 51 E-19-6 3.9 2.6 1.0 14.1 

910-20-11 3.5 3.1 1.1 14.6 610-19-15 3.6 3.0 1.0 15.4 

7凹 E-20-2 3.9 3.0 0.9 14.0 710-18-1 3.9 2.9 0.9 14.9 

lIE-18-4 3.6 2.7 1.0 12.2 8 I 0-19-12 3.2 3.0 1.1 15.3 

2IE-19-4 3.8 2.8 1.1 14.6 91E-19-} '.1 3.1 0.9 15.6 

31 D-18-10 3.6 3.1 1.0 13.0 740 0-20-13 4.5 2.5 1.1 17.0 
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土錘、円板 表51土錘、円板一覧⑪

番号 出土地点 畢(圃) 幅[四) 庫(圃) 重 (g> e・考 番号 出土地点 畢(四) 帽(柵) 庫{圃} 量 (g> 備考

741 0-19-13 3.6 3.9 1.1 17.7 2対紐掛 778 0-19-16 3.8 2.7 11. 5 20.0 

2ID-19-6 4.3 2.8 1.1 17.8 910-20-13 4.0 3.7 0.9 15.9 

3' D-19-12 3.8 3.2 1.2 18.0 780 0-17-8 4.0 3.0 0.8 13.5 

4 I E-20-6 3.9 3.2 1.1 17.3 110-19-11 4.2 2.8 1.1 18.5 

5ID-19-7 3.5 3.3 0.9 14.5 210-19-16 5.0 2.3 1.1 17.7 

61 D-19-11 3.4 3.3 1.0 18.0 310-19-9 4.2 3.4 1.2 22.2 

7ID-19-5 4.1 2.3 1.1 14.2 4 I D-18-1 4.0 3.6 1.1 18.4 

81 E-20-14 4.0 3.4 1.0 16.2 5 I D-20-13 4.0 3.2 1.0 16.4 

9 I E-20-10 3.6 3.3 1.0 17.8 6 I D-20-14 4.7 2.9 1.1 18.3 

750 D-19-11 3.6 3.5 0.9 15.0 71 D-19-16 3.6 3.5 1.0 19.1 

11 D-19-11 3.8 3. 1 0.9 13.6 8 I E-19-1 3.8 3.5 1.0 18.4 

2ID-18-} 4.5 2.2 1.1 16.8 9 I D-20-13 4.0 3.6 1.0 17.9 

3 I E-20-14 4.2 3.0 1.0 16.5 790 D-18-11 4.5 2.8 1.0 18.8 

4ID-18-7 4.0 2.8 1.1 16.3 lID-19-5 4.2 3.3 0.9 16.3 

51 D-18-5 4.4 2.8 1.0 17.8 2 I D-19-12 3.8 3.6 1.1 18.9 

6IE-20-5 4.0 3.4 1.0 16.9 3 I 0-19-16 3.9 3.5 1.0 16.0 

7 I 0-20-14 4.1 2.9 1.4 20.6 4IE-19-4 4.0 3.1 1.0 18.4 

8ID-18-8 4.1 2.8 1.0 15.4 5ID-20-9 3.9 3.4 1.0 14.9 

9 I E-20-1 4.3 3.0 0.8 15.5 6IE-19-1 4.1 3.9 1.1 19.8 

760 D-18-2 4.2 3.3 0.8 14. 7 7 I D-19-11 4.1 2.7 0.9 15.7 

11 D-19-7 3.4 3. 7 1.0 15.7 8IE-19-4 4.2 2.8 1.1 16.7 

2ID-18-7 3.6 2.8 1.0 14.4 9 I D-19-10 4.0 3.6 1.5 24.9 

31 E-20-2 3.4 3.6 0.9 14.8 回0 0-19-16 3.8 3.7 1.1 18.1 

4IE-20-5 3.7 3.4 1.0 17.3 11 E-18-4 3.9 3.5 1.0 16.9 

510-18-5 3.5 3.2 1.1 18.2 21 E-20-11 4.5 3.2 1.1 19.4 

6 I E-20-2 4.2 2.9 1.2 18.6 3IE-18-4 4.2 3.5 0.9 17.1 

710-19-2 4.0 3.5 0.9 16.1 41 D-19-15 3.9 3.6 1.0 20.7 

81 D-19-8 4.3 3.0 1.0 18.1 5IE-19-5 4.3 3.0 1.2 18.6 

9 I E-20-13 4.0 3.5 1.3 24.0 6IE-20-3 4.0 3.5 1.0 18.6 

770 E • 20-14 4.6 3.2 0.9 16.9 71 D-18-4 4.0 3.5 1.0 16.8 

110-18-5 4.0 3.3 1.1 17.3 8 1 E-20-10 5.0 2.5 0.9 15.2 

2IE-19-2 4.4 2. 7 1.1 19.9 910-19-15 4.1 3.6 0.7 15.2 

3 I D-20-13 3.9 3.2 0.8 13.7 810 E-19-2 3.8 3.2 1.0 18.1 

4ID-18-12 4.2 3.0 1.2 21. 7 lIE-20-3 3.9 4.0 1.0 20.6 

51 D-19-16 3.6 3.2 0.8 13.6 2 I D-18-7 4.3 3.4 0.9 18.0 

61 D-18-7 3.5 3.6 1.0 15.1 310-18-6 5.6 2.5 1.0 19.5 

7ID-19-5 3.5 3.5 1.3 19.4 410-18-3 4.8 3.1 1.0 21. 5 
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土錘、円板 表52土錘、円板一覧⑫

書号 出土地点 畢 (圃〕 幅{咽) 庫 (..) 重 (g ) .考 番号 出土地点 畢{圃} 幅 {圃} 厚{圃} 置 (g) .考

815 E-19-1 4.0 3.1 1.0 19.1 852 0-19-11 4.5 3.4 0.9 11.9 

6 10-19-14 4.2 4.0 1.1 22.3 31 D-18-11 4.6 4.0 0.9 21. 1 

7 I E-20-7 4.3 3.4 0.8 17.9 4IE-20-5 4.2 3.1 0.9 22.5 

81 E-19-4 4.4 2.9 1.3 23.6 5IE-19-4 4. 1 3.6 1.1 21. 2 

910-19-9 5.0 3.2 0.9 18.4 610-19-14 4.2 3.9 1.0 19. 1 

820 0-19-15 4.3 3.5 0.9 19.4 110-20-14 4.2 3.9 1.2 24.6 

1 I 0-19-16 4.4 3.1 1.2 23.3 810-19-15 4.1 3.5 1.0 21. 7 

2IE-19-4 4.0 3.3 1.0 19.4 910-17-12 4.3 3.5 0.9 20.1 

3 10-19-15 4.2 3.4 1.2 22.1 曲。 E-19-13 4.5 3.8 1.2 29.7 

4 I E-19-7 4.4 3.1 1.0 18.3 1 I 0-19-14 4.3 3.1 1.0 25.2 

5 10-19-15 4.4 3.5 1.1 19.6 21 E-19-8 4.1 3.6 1.0 20.9 

6IE-20-1 4.1 3.5 1.0 21.0 31 E-20-11 5.0 3.2 1.1 24.0 

7 I E-20-5 3.8 4.4 1.2 24.5 4IE-20-1 5.0 3.6 1.2 30.3 

810-19-15 4.2 4.1 0.9 18.0 51 F-21-11 4.5 3.8 0.8 20.0 

910-19-13 4.6 3.8 1.0 20.4 610-19-15 5.0 2.6 1.2 22.2 

830 E-20-3 3.5 3.1 1.0 11.6 11 E-20-5 4.6 3.0 1.3 26.1 

110-18-6 4.6 3.2 0.9 20.2 810-19-10 4.5 4.1 1.3 21.1 

2IE-19-3 4.0 3.3 1.0 20.1 91 E-20-1 4.5 4.2 1.0 25.9 

310-18-1 4.2 3.6 0.1 16.6 810 0-19-12 4.9 3.5 0.9 22.3 

4 I 0-20-13 3.1 3.8 1.3 24.0 110-19-16 4.9 3.4 1.2 25.4 

51 E-20-11 4.9 3.2 1.3 28.9 210-19-1 4.9 3.1 0.9 20.9 

610-19-16 4.4 3.9 0.9 21. 0 310-19-15 4.5 3.2 1.0 19.6 

110-19-5 4.4 3.1 1.2 21. 4 4 I 0-19-13 4.5 3.1 1.0 24.2 

810-19-15 4.3 3.4 1.1 21. 0 51 E-20-12 5.0 3.1 1.4 21.1 

910-19-16 4.3 3.1 1.1 21. 5 61 E-20-13 4.5 3.9 1.0 24.9 

840 0-19-11 4.5 3.6 0.9 21. 0 1IE-19-3 5.2 2.9 1.1 23.5 

11 E-20-3 4.4 3.6 1.1 21. 8 8 I 0-20-13 5.1 3.3 1.0 剖 5

2 I E-20-6 4.3 2.9 1.3 21. 8 910-20-13 4.3 4.2 0.9 21. 7 

3 I 0-19-11 4.0 3.4 1.0 11.9 国0 E-19-1 4.8 3.8 1.2 24. 1 

410-20-14 3.1 3.9 0.9 18.5 110-19-5 4.6 4.2 1.1 26.0 

5 10-19-16 4.1 3.0 0.8 11.5 2剖紐鍋 210-18-16 4.8 4.0 1.0 22.6 

610-18-3 4.4 3.2 0.9 18.2 310-19-15 5.2 3.4 1.0 23.1 

7 I E-20-8 3.9 3.8 1.1 23.2 410-18-6 4.2 3.8 0.8 20.1 

8 I 0-19-14 4.0 3.2 1.2 21. 1 510-18-2 4.3 4.5 0.9 20.5 

91 E-20-11 3.1 4.8 1.2 24.4 610-19-10 4.8 3.6 1.2 26.4 

師。 0-18-8 4.1 3.6 1.4 28.3 1IE-18-4 4.6 3.3 0.9 18.9 

110-19-9 4.0 3.4 1.0 19.3 81 E-20-11 4.6 4.0 0.9 21. 7 
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土銭、 円板 表53 土錘、 円板一覧⑬

書号 出土地点 皇(冊) 幅(四} 庫 (圃) 軍 (g) 0・考 番号 出土地点 昼{鋼) 幅(酬} 庫 (酬) 重 (g ) 備考

91 0-19-16 4.5 4.2 0.9 23.9 926 0-18-7 6.0 4.8 1.2 41. 9 

8田 D-20-13 4.3 4.0 l.l 28.4 7ID-19-15 5.3 4.6 1.2 37.1 

1 I E-20-11 5.4 2.9 1.3 27.0 8 I D-19-16 5.0 4. 7 l.l 36.6 

2 I D-19-16 5.2 3.2 1.2 24.6 9ID-19-6 5.0 5.2 l.l 30.8 

31 E-20-12 3.8 4.3 1.7 36.1 930 D-17-4 5.5 4.8 1.0 37.1 

4 I E-19-8 4.9 3.9 0.8 21. 4 1 I D-19-5 5.1 5.3 1.4 44.3 

51 E-20-3 4.6 3.4 1.0 23.6 2 I D-19-12 5.9 5.0 1.0 39.7 

6 I E-20-11 4.8 4.1 0.9 22.6 3 D-18-12 5.5 4.4 1.0 34.3 

7ID-18-3 4.5 3.9 1.2 28.9 410-19-10 5.4 5.3 l.l 39.5 

810-19-11 4.9 4.3 1.0 28.2 510-19-6 5.6 4.4 1.2 40.9 

91 E-20-10 6.2 3.0 1.2 25.3 610 - 19一 日 5.3 4.5 1.0 33.1 

9田 E-2Q-IQ 4.8 4.2 0.9 28.4 7ID-19-12 6.0 4.5 0.9 34.0 

lIE-20-7 5.3 4.4 1.0 32.9 81E-19-8 6.3 4.1 1.0 36.8 

2 I D-19-15 5.4 3.8 l.l 26.3 910-19-6 6.6 3.9 1.3 43.8 量面著 し 〈 ・11

3 I E-20-11 4.5 4.4 1.2 27.0 担。 E -却-13 4.4 .8 1.0 38.1 

410-18-7 5.8 3.1 1.0 24.4 1 I D-19-12 .3 &7 1.0 47.0 

5 I D-18-10 7.4 3.0 l.l 35.4 2 I E -由一 7 5.8 5.3 l.l 47.3 

6 I D-19-7 5.0 5.0 0.8 27.0 31 0-18-8 5.2 5.9 1.2 47.8 

71 D-19-15 5.2 4.1 0.9 26.1 41 D-18-4 7.5 4.5 1.0 47.9 

81 D-19-9 4.9 3.8 l.l 29. 1 51 0-18-3 .1 5.5 1.0 組2

9 t 0-19-12 5.0 5. 1 l.l 36.0 61 0ー却- 9 &8 5.0 1.2 45. 9 

910 0-18-5 5.0 4.6 1.4 36.6 7 I E-19-2 5.6 5.6 1.3 位5

1 I D-19-11 4. 7 4.5 l.l 29.6 +字紐後 81 0-18-7 7.8 5.5 1.0 61. 7 

210-19-14 4.9 3.5 1.0 30.0 9 I D-18-11 7.0 5.8 1.2 57.9 

31 E - 20一日 5.1 3.1 l.l 26.1 袋調。 D-19-11 9.0 5.6 l.l 凪2

4 I E-20-3 5.5 4.4 l.l 32.0 1 I 0-19-16 7.8 5.7 1.3 凪3

5 I 0-19-13 4.6 4.8 l.l 28.5 21 0一却- 9 &9 5.5 1.3 町 3

6IE-20-12 4.0 4.8 1.3 33.7 31 E-19-6 &9 &0 1.0 且9

7IE-19-1 4.9 3.7 1.3 34.4 410-18-7 5.9 5.5 1.0 41.8 

8 10-19-12 5.4 3.5 1.0 30.0 5 I D-18-7 7.6 4.0 l.l 41. 2 

91 E-19-IO 4.8 4.4 l.l 33.0 61 0-19-6 7.4 5.2 Q8 51. 6 

由。 E-18-1 5.5 3.8 1.2 34.2 71 0-18-7 7.4 7.2 Q9 75. 5 

11 E-19-4 5.3 4.2 1.0 28.3 81 0-19-5 7.0 &4 l.l 72.3 

210-19-5 4.9 4.3 l.l 32.3 91 0-18-4 &2 6.0 1.2 且1

310-19-16 5.5 3.7 0.9 28.6 袋調。 0-19-12 9.1 &5 l.l lla3 

410-18-3 4. 7 5.3 1.2 37.5 11 E-19-5 &0 7.5 1.2 101. 7 

510-18-16 5.0 4.4 l.l 35.4 2 I D-18-7 9.0 &8 Ll l凪 6
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土鍾、円板 表54土優、円板一覧⑭

香号 出土地点 長〔倒) 幅{圃〕 厚{四) 重 (g) 構考 番号 出土地者 畳(00) 幅(圃} 思 {四} 重(g ) 圃考

袋沼 0-19-12 &9 �3 1.4 122. 7 1αxl 儲1 &7 13 Q9 17.6 

4 住居 1.8 1.0 4.3 ここからF甑 l 繍n 17 14 1.1 lRO 

5 住描 u 0.7 4.0 2 現86 4.2 17 1.0 凪2

6 場取曲 u Q7 4.6 3 醜31 4.4 19 1.2 国 9

7 住31 2.2 1.0 &8 4 住田 4.3 1.2 担8

8 植臼 2.5 0.9 7.0 5 揖拙 &0 Q8 思2

9 位置 2.7 。 7 � 6 自7 &7 1.2 4R6 中盤穿孔

!170 自6 2.8 1.0 &3 7 担19 10 &7 孔櫨l. 7

1 担49 2.6 Q7 al 8 出3 4.5 1.0 19.4 孔掛 3

2 蝿78 2.8 0.9 9.0 9 場且曲、 182 &9 0.7 17.4 子l~.3

3 樟伍 &0 0.9 10.0 1010 E-却- 6 1.7 Q9 且 7

4 場~1 2.9 1.0 10.4 11 E-19-2 1.7 Q8 11 

5 壇'!I 12 1.0 11.0 2 E一回一11 1.9 0.7 12 

6 場!3 &3 2.8 1.0 11. 2 周酎7劃同み 31 E-19-3 1.8 Q8 17 

7 境目 &0 1.0 lQ 7 周酎1曹脚み 41 D-18-16 2.0 且 7 4.1 

8 掴阻E 11 0.8 9.6 周曹団同み 51 E一部-11 1.9 Q8 主8

9 輯4 13 2.8 1.0 10.7 61 D-�-15 2.0 Q6 14 

寝泊。 壇23 14 10 0.8 11.3 7 担45 u Q8 4.5 

l 住16 13 0.9 11.7 8¥ E-19-6 u Q7 14 

2 性週 15 Q8 112 9 I D-00-13 2.4 2.0 Q7 o 

3 臨3 13 Q9 11.5 iα犯 E-19-16 2.3 Q8 4.7 

4 境抱 14 &0 Q9 lU 1 I E -田- 2 u Q8 ~8 

5 岨41 15 2.8 1.1 14.3 21 E一回-13 2.3 0.7 4.9 

6 llI10 13 2.9 1.1 12. 2 31 E一泊- 6 2.4 0.7 ~5 

7 埋阻お 13 1.2 l�6 4 I E-19-4 2.3 1.0 �3 

8 住42 15 1.0 1~5 5IE-19-1 2.4 0.8 ~5 

9 壇認 18 12 1.1 lR8 6 場阻6泊 2.4 Q9 7.5 

袋犯 掴58 18 2.8 0.9 14.4 71 D-18-3 2.3 0.6 4.7 

1 住金6 10 1.3 1~2 8 1 E一回- 7 2.5 2.2 且 9 � 

2 楓却 16 2.8 1.2 15.8 91 E-19-6 2.4 Q9 � 

3 担阻田 17 10 0.9 112 lα到。 E一回一 13 2.6 。 7 ~5 

4 担31 14 1.1 l� 11 Eー叩 3 2.4 1.0 7.7 

5 境問 18 10 0.8 112 21 0-18-7 2.3 0.7 4.3 

6 也1 18 13 Q9 14.3 周町四回み 31 E-19-5 2.4 0.8 �9 

7 臨時 4.2 10 1.0 1~2 4 I E一回一 2 2.6 。 7 �2 

8 住努1 16 1.1 21. 0 51 E-19-3 2.5 且8 �3 

9 場a74 15 1.1 19.1 61 E-19-4 2.5 0.7 ~5 
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土錘、円板 表55土錘、 円板一覧⑮

香号 出土地点 畢 {圃} 幅 (副 . <圃} 置 (g) 構考 密号 出土地点 皇 (剖 幅 {圃) 庫 (圃} 量 (g) 値考

1国7 0-18-2 2.5 0.8 5.9 1074 E-19-3 a9 Q9 11.8 

81 0-18-7 u 1.0 7.6 51 E一却- 5 10 1.0 1.9 

91 0-19-15 .5 Q8 5.7 61 E一回一 7 .8 0.9 9.6 

1曲。 0-18-5 2.6 Q7 7.4 7 I E -却-11 2.9 Q8 9.5 

1 E-却- 3 .7 0.8 7.4 81 E一曲- 6 2.8 Q9 10.8 

21 0-18-1 .5 0.8 5.9 91 0-19-9 .9 1.1 lQ9 

31 0-18-2 .3 0.8 5.9 1~犯 0-18-16 11 .8 0.9 lQ 1 

410-18-7 a7 Q8 5.8 1 E-19-11 2.9 1.1 lQ 7 

51 E-却- 7 2.5 Q9 &0 21 E-田- 8 13 Q7 9.0 

61 0-田-13 as 0.8 7.1 31 E-19-4 10 Q8 1Q5 

7 I 0-17-8 .7 Q8 7.8 41 Eー由一10 .9 1.2 14.1 

8 I 0-19-15 .5 Q8 5.3 51 E -却-11 13 1.0 12.3 

91 E-田- 8 .6 Q8 5.8 61 E一回- 9 19 .7 1.1 114 

lぽ;0 E-却- 6 2.7 Q9 &5 7 1 E一回一 3 13 且8 12.4 

1 E -却- 5 2.7 Q8 &1 81 E-19-2 14 且8 1U 

21 E-19-5 .4 1.0 &3 91 0-18-3 16 0.8 1.2 

31 E-19-8 a3 0.8 7.1 日間 0-18-6 4.0 12 1.0 16. 7 

410-18-6 .6 Q9 7.2 11 D-18-2 4.1 l6 1.0 la1 

51 0-18-3 .8 Q5 5.6 2 I D-18-6 4.0 Q9 17.5 

61 0-18-2 .6 Q7 5.1 31 E -却- 7 17 Q9 15. 2 

7 I 0-18-7 as 0.9 &3 4 I E-却- 9 16 Q8 10 

8 I 0-19-10 .8 0.9 &1 51 E一回一U 18 1.0 1a6 

91 0-19-15 .8 1.0 aO 61 E一却- 6 u 0.8 1&0 

1ぽ幻 0-18-6 .9 1.0 9.2 71 E一回一 7 4.8 l8 1.2 昆4

1 0-18-7 2.5 Q9 7.3 810-ro-13 4.8 Q8 215 

21 0-18-8 2.7 0.8 7.9 9 I 0-19-15 1.7 Q7 .6 

3 E-田-12 2.6 1.1 &5 11叩 E -拍-11 1.8 且 8 2.8 

4 I E-19-1 2.9 0.9 &8 11 E -却- 6 2.0 且 39 4.1 

51 E-19-8 lO .5 Q9 1Q5 2 I 0-19-15 .2 Q9 4.9 

61 E-19-7 .7 1.1 a9 310-ro-13 u Q9 4.6 

71 E-却-3 l2 .6 Q8 10.1 4 I 0-19-10 .0 1.0 5.0 

81 E一却- ， .7 0.9 &5 51 0-18-5 .3 Q9 5.' 

9 I 0-18-1 11 a7 0.9 9.8 610-19-16 .3 1.0 5.8 

1070 0-18-17 .8 0.9 &7 7 I 0-19-11 .5 1.0 7.3 

1 0-19-16 .8 Q9 9.0 8 I 0-18-10 •• Q9 5.8 

2 I E-田- 7 lO 乱 7 &1 9 I 0-18-7 .2 0.9 5.5 

3 E-却ー12 2.8 0.9 9.5 1110 0-18-6 2.4 o. 9 5.7 
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土錘、円板 表56土錘、円板一覧⑮

香号 出土地点 畢(.・) 幅(剖 庫(圃} 重 (g) 備考 番号 出土地点 畳(叫 幅[圃} 思(輔) 量(g) 値考

1111 E-19-5 l2 1.1 5.8 1148 0-19-14 '2 1.0 1,2 

2 1 E一由一 1 ~5 Q8 広 8 91 E一回-6 '2 u 1.2 14.8 

3 E-20-l1 2.5 1.3 &6 11田 D-19-15 '7 u 1.0 1~2 

4 I D-19-16 2.6 0.9 5.6 1 I D-19-10 '3 Q8 9.4 

51 E-却ー11 2.6 0.9 &6 21 E-19-1 4.0 2.3 。 9 11.5 

61 0-19-13 2.6 1.0 &6 31 D-19-12 '3 2.9 1.1 114 

71 F-19-4 2.9 0.9 &6 41 D-18-3 '3 1.0 14.3 

8 I D-19-15 2.5 1.1 9.7 51 E-回目 g 15 且 9 15.6 

91 0-四一14 2.9 1.0 &8 61 0-18-8 '5 1.0 lH 

11却 表謀 ~8 1.0 9.0 7 E -田ー14 19 10 1.0 1&0 

1 D-19-13 10 1.0 10.9 81 E一回一10 18 ~9 Q7 11.6 

2 I D-19-12 ~6 1.0 &2 9 I D-00-14 '9 ~5 1.3 17.3 

3 E-19-12 ~9 ~6 0.9 &4 11曲 D-19-14 ,9 ~8 1.0 lU 

41 E-釦-3 '1 2.7 0.8 7.8 1 D-19-1O 且4 '0 1.0 1&9 

51 0-田 14 '1 且8 9.0 210-19-16 ,9 '3 1.1 1&8 

61 E-田-5 乱 2 1.0 11. 6 31 E-19-' 16 1.3 21.2 

7 I E-田-3 ~9 ~5 1.0 &3 4 I D-田-9 '6 1.1 2&2 

8 1 0-19-14 ~9 0.9 lQ3 5 I D-00-14 4.2 ,8 Q8 1&5 

9 I D-19-14 ~9 Q9 1Q5 6 I D-20-13 4.0 Q9 17.8 

1130 D-18-4 ,0 1.1 11.8 7 I D-18-6 '6 1.1 17.9 

l D-19-11 '0 Q9 &5 81 0->)-14 '8 ,2 Q8 12.9 

2 D-19-13 '0 Q6 7.6 91 E一回-8 '6 1.3 1&9 

31 E一回-5 13 0.7 9.3 11叩 綱引O 15 0.9 1'6 

4 I D-18-11 ,2 0.9 10.0 l 0-19-10 17 1.0 14.9 

5 I D-19-16 2.7 1.3 lQ3 2 I D-19-14 13 1.4 1&0 

6 I D-19-14 '2 0.9 10.7 310-18-1 13 1.2 15. 7 

7 E->) 主 1 1.0 13.0 41 E-甜-3 13 1.1 15.1 

81 E-田ー 7 '0 1.2 1'5 51 E-却-6 ,9 1.3 お 7

91 0-18-7 乱 3 1.1 14.4 61 0-18-7 4.1 旦 3 1.0 19.2 

1岨 E-19-3 14 1.0 15. 2 7 I D-18-6 14 1.1 17.9 

11 0-18-8 '0 1.0 12.8 8 I D-19-11 4.2 13 且8 15. 5 

2 I E-田ー自 '6 '0 1.1 15.3 91 E一回一 2 4.1 0.9 1&9 

3 出8 &9 II 1.0 15.5 11田 D-19-11 17 1.7 25.5 

4 E-田-10 15 0.9 11.3 1 0-却一14 '8 1.0 血4

5IE-19-8 13 1.4 2Ql 2 I D -19-14 4.3 1.5 25.7 

61 0-18-6 主 4 1.0 17.5 31 E-却- 1 4.1 1.0 剖 0

7 1 E一泊-7 14 1.0 14.1 4' D -19-15 4‘ 8 14 1.0 ~8 
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土錘、円板 表57土錘、円板一覧⑪

香骨 出土地点 轟{圃) 幅 {剖 厚 (圃} 量 匂} 情者 香号 出土裁措 星{剖 幅 {圃} 厚 (圃) 量 (g) 園時

1185 0-19-16 4.8 &9 Q9 21.8 1222 0-19-7 7.0 1.5 4Q5 乳昌弘 8

61 E-19-1 4.0 1.1 22.4 31 D-19-7 11 1.0 la 1 中造事孔

71 0-却-13 &9 1.2 25.5 4 I 0-19-12 主2 1.4 1~6 ゆ途穿孔

81 Dー叩- 9 a7 1.1 22.5 5 I 0-19-15 a6 1.1 1M 中途穿乳

91 D-18-6 4.9 &6 0.9 血9 61 E一団- 9 ag Q9 17.8 中途穿孔

11田 0-18-4 4.5 4.0 。 7 17.3 

1 E-18-15 4.1 1.1 21.3 

21 E -却- 9 4.5 Q8 21. 6 

31 D一回ー13 4.5 1.1 Z1.7 

41 D-却-14 4.6 Q8 泣7

5 I 0-19-11 4.2 1.0 21.7 

61 D-19-5 4.0 Q8 19.3 

71 D-19-7 4.6 1.4 包4

81 D-19-5 4.2 1.0 2&4 

9 1 D-19-12 4.8 1.1 相 5

1:m D-19-11 4.6 0.8 2&7 

11 0-18-4 ~O 1.0 34.8 

210-17-4 ~3 4.1 1.0 且5

31 E-21-9 ~7 17 Q9 針。

4 E-田→3 ~4 4.4 1.1 38.1 

51 D-19-16 且8 1.1 47.6 

61 Dー却- 9 ~5 0.9 34.1 

71 D-却ー13 5.8 1.7 7~6 

81 D-田-13 7.2 1.4 1且8

91 D-19-12 8.4 7.3 1.5 119.5 

1210 C-17-15 &l 1.0 9.3 孔也 l

1 0-19-12 旦 2 Q8 7.6 型車11.2

2 I 0-19-14 as Q8 11.0 子llIO.8

31 D-田-9 4.3 0.8 18. 6 司昼1.1

4 C-17-14 ~6 0.9 3al 調B且 4

51 C-17-15 ~3 1.1 見9 司昼J.5

61 D-19-12 ~9 Q9 凪8 高怨江 4

71 D一回-. 9 4.5 Q8 11.4 引出血 5

81 Dー却-13 4.4 0.8 12.1 引畠1. 0

91 Dー由一10 4.9 Q7 11. 2 孔唖1. 0

1220 D-19-6 ~4 且 9 1~9 孔也 i

11 0-19-1 ~7 1.0 21.5 孔撞邑9
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石器

石餓 石餓は欠損品、未製品を含めると 2∞点以上出土し、そのうちの約 130 点を図示した。石厳は住

(図23ケ-24 1)居祉、土墳からも出土したが、ほとんどは包含層から出土しており、その分布を示したものが図235

である。他の石器も示しである。これによると石鍬と他の石器との聞で分布密度の関連性はあまり

認められず、また土器との関連も密接ではないが、石鉱は中期後半の土器分布と近い傾向を示す。

図は遺構、包含層出土の石餓をまとめて小さい順に 1-115、また不整形、未製品を 116-131に示

した。

石錐

(図24 1)

石斧

石錐は 3 点出土した。そのうち l 点(132) は刃部先端を欠損する。 132は奈良平安時代の住居祉

他 2 点は包含層から出土した。

石斧は欠損品を入れると約150点出土し、そのうち約90点を取り上げた。本遺跡出土の石斧は磨

(図242-248)製が多く、 その中には半打半磨もあり、純粋に打製といえる石斧は 1 点(19ののみである。石斧

の分布は石鍍に対して、中期前半の土器分布と近い傾向を示すが、石斧が出土した遺構は中期後半

に多い。図は遺構、包含層出土の石斧をまとめて小さい順に、石錐から続く通し番号で13シー218に

示した。

へラ状石器 へラ状石器は石匙に似るが、少しし:長長い柄部とへラ状の刃部からなる石器で、他にあまり類例がな

(図2μ48~‘、、.‘-2

し、そのうち27点を取り上げた。石器は遺構からも数点出土しているが、包含層からのものが多い。

掻器類 掻器類の中には上述のヘラ状石器 (246-249)、いわゆるノッチ (254-255)、掻器 (25砂町257、

(図250) 25ト260)、石匙(おのがある。

両極石器 両極石器(ピエスエスキーユ)は 4 点 (25か-253) 出土した。いずれも包含層から出土したもの

(図250) である。

磨製石器 磨製石器は三角形の片平な形状をしていて、全面に磨きをかけてある石器で、特に上下の鋭角部

(図250) を尖らしてあって、ここを使ったものと思われる。

磨石、敵石 磨石、敵石はここでは特に分けない。この中で262-270は磨援部を面取りするように磨つであり、

(図251-252) 角を有する形状で、これも他で類例を見ない。 27ト277は周囲を磨り、中央両面に浅い凹みがある

普通の磨石である。

石皿

(図253)

石皿は破片、欠損品が 4 点出土した。 このうち281-282は土績から出土したもので、特に282は

凹みが深く、中部的な特徴を有している。
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凹石 凹石は小さい摺り鉢状の穴を有した石で、 283は不整形の円筒状をしていて、上下両面に凹みを

(図253) 有する。

大石偉 大石棒は長さ 1mにも及ぶものであるが、お4は切断された大石棒と恩われるが、このような形

(図253) での例は他にもいくつか見られ、元々この程度のものとして整形された可能性もある。

軽石 軽石は遺構、包含層から30点近く出土し、そのうち主なもの10点を取り上げた。軽石の中には孔

(図254) のあるもの 3 点、石冠状 2 点、磨り減ったもの、凹みのあるもの、棒状など、さまざまなものがあ

り、それぞれの形状で用途が異なったのか不明であるため、ここにまとめた。

石核、原石 石核、原石は黒曜石、チャートなどがあり、石鎌を作るための目的事l片をとったものと恩われる。

(図255) 29シ-297は黒曜石で、サイコロ状をしていて各面から剥片を剥離している。また258の石匙は299か

ら剥隠した剥片で作った石器である。 300-301は原石剥片で、これから石織を作る小剥片をとろう

としたか、直接石器を作ろうとしたものであろうと恩われ、土墳から出土したものである。
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石器 表 58 石器一覧①

番号 器圃 出土地点 長{皿) 帽{個) IJ (圃) 重 (g) 刃角{・} 先端角(" ) 石材 薗考

1 石植 0-20-13 1.1 1.4 0.2 0.2 94 鳳曙石

2 石. 0-19-15 1.4 1.3 0.4 0.4 80 鳳曜石

3 石鍍 0-18-7 1.7 1.0 0.3 0.3 49 111.曜石 蝿置Il

4 石鍍 0-19-5 1.4 1.1 0.3 0.4 68 11\咽石

5 石厳 0-20-14 1.2 1.4 0.3 0.3 67 チ.ート

6 石餓 0-20-13 1.5 1.2 0.6 0.8 80 思圃石

7 石厳 0-18-1 1.3 1.3 0.4 0.5 72 石英

8 石餓 0-19-9 1.7 1.3 0.5 0.7 70 111.唖石

9 石鍛 0-18-5 1.6 1.3 0.5 0.8 78 鳳哩石

10 石厳 0-20-14 1.8 1.4 0.5 0.9 64 安山岩

1 E・臨 E-19-4 1.6 1.7 0.4 0.6 74 チ.ート

2 石厳 E-19-6 1.8 1.5 o. , 0.7 51 チ.ート

3 石銀 0-19-12 1.8 1.5 0.4 0.9 69 鳳瞳石

4 石餓 0-18-2 1.7 1.4 0.3 0.6 72 鳳咽石

s 石餓 0-19-10 1.7 1.4 0.4 0.6 56 11\咽石 基8ß究掴

6 石蹟 C-17-10 1.5 1.3 0.5 0.6 72 鳳曙石

7 石餓 E-18-2 1.8 1.3 0.5 1.0 57 属喧石

8 石厳 壇帥 1.9 1.1 0.4 0.5 40 鳳曙石

9 石繊 0-19-6 2.1 1.2 0.3 0.6 29 チ .ー ト 先繍究掴

20 石織 0-19-9 2.3 1.2 0.5 1.1 54 チャ ート

石鍛 E-20-7 1.9 1.6 0.3 0.8 60 チ ャ ート

2 石銀 揖171 1.9 1.4 0.4 0.8 72 鳳哩石

3 石餓 繍131 2.1 1.3 0.6 1.6 60 鳳哩石

4 石厳 0-18-5 1.9 1.7 0.4 0.7 62 鳳喧石

s 石雌 0-17-4 1.9 1.5 0.7 1.1 50 鳳咽石

6 石餓 0-19-14 2.0 1.2 0.5 0.8 59 黒曜石

7 石厳 0-19-14 2.0 1.7 0.5 1.1 45 鳳咽石

8 石餓 住48 1.9 1.6 0.4 0.9 62 チ.ート

9 石檀 0-18-3 2.2 1.4 0.4 0.8 68 チ.ート

30 石櫨 0-20-9 1.7 1.6 0.4 0.7 56 鳳曙石

l 石盤 E-19-7 1.7 1.5 0.4 0.7 78 思咽石

2 01院 0-19-12 1.8 1.6 0.4 0.9 64 鳳岨石

3 石銭 0-18-3 1.7 1.8 0.4 0.9 76 思・石 .・・e

4 石敏 0-19-13 2.1 1.3 0.6 1.0 43 思曙石

5 石櫨 0-18-8 1.9 1.8 0.4 1.0 78 鳳曙石

6 石鍍 場132 2.1 1.4 0.6 1.2 61 鳳噌石 鋸..

7 石敏 0-18-2 1.7 1.5 0.4 1.0 66 鳳咽石
」
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石器 表 59 石器一覧②

書号 器橿 出土鎗点 A(岨} 幅{圃} 庫(・) • (g) 刃角{・ 1 先喝角{・} 石材 .考

胡 石餓 0-20-13 2.0 1.5 0.5 1.0 60 鳳哩石 -・睡

9 石敏 0-18-3 2.2 1.6 0.5 1.5 69 鳳喧石

40 石盤 0-19-15 2.1 1.5 0.5 1.1 65 鳳咽石

石餓 0-18-6 2.2 1.7 0.4 0.9 54 皿曙石 鋸a・.

2 石厳 0-19-13 1.9 1.6 0.4 1.0 62 11哩石

3 石厳 E-20-5 2.4 1.3 0.3 0.8 48 チ.ート

9 石厳 0-18-3 2.5 1.5 0.3 1.0 61 鳳曙石

5 右犠 0-18-3 2.0 1.7 0.5 1.2 75 チャート 健省録

6 石a匝 0-19-15 2.0 1.7 0.5 1.3 68 チャート

7 石. 0-19-6 2.1 1.7 0.3 0.8 56 チキート

8 石薗 C-17-14 1.8 1.6 0.3 0.9 70 チャート

9 石餓 D-19-7 2.2 1.6 0.4 0.7 32 E岩

50 石崎 0-19-15 2.4 1.5 0.4 1.0 57 鳳曙石 脚究鋼

l 石盤 0-18-9 2.3 1.6 0.6 1.6 49 鳳咽石

2 石・E 0-19-6 2.3 1.5 0.4 1.0 54 鳳咽石

3 石崎 D-18-6 1.9 1.7 0.5 1.0 66 11曙石

9 石蹟 0 - 18一日 2.2 1.6 0.4 1.1 61 蝿曙石 .歯揖

5 石盤 住41 2.4 1.7 0.4 1.1 59 厳灰岩 脚究掴

6 '151匝 0-19-12 2.2 1.7 0.7 2.0 50 チャート

7 石盤 E-19-14 2.2 1.8 0.3 1.0 53 チ.ート

8 石植 E-20-2 2.5 1.5 0.4 1.1 39 チ.ート

9 E櫨 0-18-16 2.0 1.7 0.3 0.7 42 チ.ート

回 石盤 C-17-1-4 2.3 1.6 0.4 1.1 42 チ.ート 醐究掴

1 石餓 住 6 2.5 1.6 0.4 1.1 39 安山岩

2 石崎 D-17-4 2.4 1.3 0.3 1.0 49 鳳曙石 闘史掴

3 石瞳 .26 1.8 1.9 0.5 1.0 106 鳳咽石 -・・E

9 石瞳 E-19-2 2.0 1.6 0.5 1.5 61 鳳咽石 先端欠掴

5 石. E-20-3 2.1 1.8 0.6 1.3 65 鳳哩石 脚究掴

6 石盤 園田 2.8 1.3 0.4 1.2 45 皿咽石

7 石雌 0-19-13 2.4 1.7 0.4 1.4 63 11唖石

8 石雄 E-19-4 2.5 1.5 0.4 1.4 49 チ+ート

9 石岨 C-17-15 2.5 1.7 0.4 1.4 48 霊山岩 脚矢蝿

70 石銀 0-18-8 2.2 1.9 0.5 1.3 67 鳳喧石 闘史掴

l 石雄 E-20-7 2.3 2.2 0.4 1.7 75 鳳喧石 先端究掴

2 石櫨 C-17-15 2.4 1.9 0.5 1.9 62 チャート

3 石餓 D-18-6 2.3 1.8 0.6 1.8 81 鳳喧石 館前録

4 石餓 E-19-12 2.6 1.9 0.5 1.7 45 11咽石 脚欠鋼
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石器 表 60 石器一覧③

番号 器種 出土地点 畳(~) 幅(珊) 厚(四) 重 (g) 刃角(' ) 先端角(・) 石材 備考

75 石雄 E-19-8 2.9 1.6 0.6 1.6 46 黒曜石 蜘究f目

6 石敏 D-18-16 2.7 1.7 0.7 1.9 59 思曜石 脚究jft

7 石鍍 D-18-5 2. 7 1.7 0.6 2.0 57 黒曜石 脚究t目

8 石慾 D-19-7 2.8 1.4 0.4 1.5 45 チャート 脚究揖

9 石鎌 D-19-1 2.9 1.7 0.4 1.3 36 チャ ート

80 石鎌 鷹町 2.7 1.6 0.3 1.1 33 チャ ー ト 躍歯躍

1 石態 E-19-4 3.0 1.5 0.5 1.4 36 チャー卜

2 石臨 D-19-6 2.4 2.3 0.4 1.5 60 チャー卜

3 石雄 D-18-3 3.0 1.6 0.4 1.6 34 チャート

4 石繊 住42 2.9 1.7 0.6 1.8 44 黒曜石

5 石敏 E-20-6 2.4 2.2 0.6 2.3 83 黒曜石 据歯睡

6 石厳 D-19-7 2. 7 2.3 0.5 2.3 78 思咽石

7 石銀 住21 2.2 2.4 0.6 1.9 105 黒噸石 躍歯縁

8 石i!I 住55 2.8 2.0 0.7 2.1 62 黒曜石 鋸街縁

9 石瞳 住50 2.6 2.1 0.5 1.6 65 黒曜石 鋸飽障、脚究f園

90 石織 住16 1.9 2.3 0.6 2.0 黒曜石 先端欠慣

l 石鎌 D-18-3 2.6 2.1 0.7 2.5 60 黒曜石 揖歯録

2 石鍛 住20 2.8 1.8 0.6 1.9 63 黒曜石

3 石繊 E-20-10 2.9 1.9 0.6 2.1 55 黒曜石

4 石敏 住46 3.1 1.4 0.6 2.5 52 黒曜石 ファシ?ト有り

5 石餓 D-I9:• 12 2.9 2.0 0.6 2.3 55 黒曜石 睡歯障

6 石厳 佳品 3.0 2.2 0.7 2.6 56 鼎曜E 躍飽揖、脚究jfl

7 石鎌 D-19-11 3.0 2.0 0.3 1.5 50 チャ ート

8 石鍍 D - 19一日 3.3 2.0 0.4 1.8 43 線岨石 揖備縁

9 石繊 E十 19- 2 3.6 1.7 0.6 2.0 32 黒曜石 鋸歯揖

100 石銭 住20 3.2 1.9 0.6 2.7 チャート 鋸歯録、先端欠掴

1 石鍬 E • 20- 6 3.4 1.8 0.5 2.0 47 属鴫石 躍箇録、脚欠繍

2 石鍬 繍80 3.1 2.1 0.7 2.9 58 黒曜石 錯簡縁、脚欠損

3 石繊 D-19-6 3.5 2.3 0.3 2.1 50 チャー卜

4 石臨 E-19-6 3.1 2.5 0.7 4.2 黒曜石 艦飽緑、先端欠慣

5 石餓 D-19-9 3.7 2.3 0.4 2.7 62 黒曜石 鋸歯緑

6 石盤 住19 3.7 2.4 0.5 2.7 52 黒曜石 据歯録

7 石瞳 D-18-16 4.0 1.6 0.4 2.3 51 チャート 眠歯量

8 石餓 10-19-16 4.0 1.6 0.4 2.1 52 チャート

9 石鍛 C-17-14 3.2 2.5 0.6 3.0 51 黒曜石 鋸鍋緑、先端欠損

110 石織 D-19-13 2.8 2.4 0.7 3.4 黒曜石 鋸歯録、先端究慣

l 石畿 D • 18- 3 3.2 2.1 0.4 2.0 59 黒噸石 緩衝緑
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石器 表 61 石器一覧④

番号 程覆 出土地点 星(四} 幅(酬) 厚(四) 量 (g) 刃角(・) 先場角[・} 石材 備事号

112 石I!I 0-18-6 2.8 2.3 0.6 3.0 黒曜石 鋸酋緑、先場究11

3 石厳 0-19-5 3.0 2.3 0.6 2.3 57 鳳噌石 iI!爾録、

4 石倉院 0-19-12 4.6 1.6 0.8 3.7 38 風噌石 鋸歯録、脚究憎

5 石銭 0-18-7 5.8 2.7 0.9 6.2 45 胤咽石 鋸歯縁

6 石悠 0-19-15 3.8 2.2 0.6 4. I 54 鳳咽石

7 E描 住41 4. 1 l.l 0.7 2.6 班肱岩(毘質) 主幹欠

8 石畿 ドー 18 - 7 2. I 1.5 0.4 1.3 63 チ.-ト
、

9 石厳 0-19-14 2.3 1.6 0.6 1.5 63 胤咽石

120 石甑 0-20-13 2.0 1.7 0.8 2.0 71 凝灰岩

石鍬 0-19-11 2.5 2.0 0.9 3.4 66 チャート

2 石繊 繍 1 37 2.3 1.7 0.7 2.3 72 チャート

3 石S匝 住40 2.6 1.7 0.7 2.4 36 チ.ート

4 石I!I 0-19-5 2.7 2.0 0.4 1.8 57 チャート

5 石餓 E-20-1 3.0 l.l 0.6 1.7 57 蝿唖石

6 石繊 住41 2.3 1.4 0.4 1.3 64 チャート

7 石薗 住49 1.7 1.6 0.5 1.3 75 胤噌石

8 石繊 世田 1.5 2.0 0.5 1.9 』脱帽石 先端欠掴

9 石鍍 0-18-3 2.9 2.2 1.2 6.9 61 茸山岩

130 石雄 住43 3.6 2.5 l.l 7.5 46 チキート 来店品

1 石櫨 住41 3.2 2.3 0.7 5.7 チャート 未成品

2 石錐 住 3 1.3 2.2 0.4 0.6 黒咽石 先端欠損

3 石錐 0-19-16 3.5 1.5 0.4 1.5 42 安山岩

4 石維 0-19-12 2.6 1.0 0.5 1.5 52 鳳曙石

5 石斧 住42 5.3 1.2 0.5 5.3 61 輔龍石 基Bi! 0-18-7 

6 石斧 0-19-9 3.2 1.6 0.6 4.6 73 級担石 基師x慣

7 石斧 0-18-7 4.2 1.8 0.7 7.7 輔理石 刃師欠損

8 石斧 0-18-8 5.0 2.0 0.8 12.9 79 陣毘石

9 石斧 0-18-16 5.3 1.6 0.7 9.9 54 障理石

140 石斧 住22 4.7 2.2 0.8 14.7 79 幅置石 2基郁欠?員

石斧 輔お 5.6 1.7 l.l 14.6 53 掃担石

2 石斧 住21 5.5 2. I 0.9 18.2 40 障理石

3 石斧 0-19-13 4.2 2.5 l.l 17.5 57 時据石

4 石斧 0-19-11 2.7 2.5 0.7 8.0 67 時寵石 3感慨欠損

5 石斧 0-20-}4 2.4 2.2 0.7 4.6 副 砂岩 基錦矢樋

6 石斧 E-20-7 6.1 2.4 0.9 21. 1 73 輯置石

7 石斧 0-18-3 5.6 2.0 1.4 18.9 制 蛇紋岩 1JIi館究繍

8 石斧 E-20-7 3.7 2.0 0.7 8.8 71 輔揖石 J監部究揖

J 
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石器 表 62 石器 一覧 ⑤

番号 器橿 出土地点 星(四) 幅{闇) .(四} 量 (g> 刃角(・} 先鋤角(・} 石材 備考

9 石斧 績70 5.9 2.9 1.0 21. 0 81 チャート

180 石斧 D-18-8 6.2 2.8 1.2 35.5 81 蛇紋岩

1 石斧 揖144 6. I 2.5 1.0 22.2 50 輔毘石

2 石斧 E-20-1l 8.0 2.0 1.0 23.6 69 障理石

3 石斧 D-18-16 7.0 2.3 1.4 40.0 70 障理石

4 石斧 住41 5.9 3.4 1.4 43.2 53 障担石

5 石斧 住10 6.6 3.4 1.6 61. 5 56 時毘石

6 石斧 D-19-1I 8.4 2.8 1.9 78.0 69 閃帽岩

7 石斧 E-19-4 5.6 3.9 J.7 49.1 63 障担石

8 石斧 住4 1 6.5 3.2 1.4 42.1 85 時拒石 基部欠損

9 石斧 D-20-15 5. I 2.8 1.1 30.2 掃距石 刃郎欠損

150 石斧 D-18-3 4.2 2.8 1.8 34.3 78 輔昆石 基部究鍋

l 石斧 住41 7. I 4.5 1.8 110.6 蛇紋岩 刃都究慣

2 石斧 D-18-5 5.5 2.8 1.8 38.5 67 砂岩 革鯨欠掴

3 石斧 0-19-11 4.6 3.8 1.1 29.1 60 陪据石 量密E究損

4 石斧 0.-20-14 5.2 3.9 1.0 33.0 63 輯車石 基郷究鍋

5 石斧 E-19-2 5.5 3.9 1.9 56.0 51 障理店 養郁究揖

6 石斧 住16 5.9 3.3 1.4 51. 9 障理石 刃飾欠損

7 石斧 場42 8.0 3.0 1.4 47.2 60 輔拒石 刃鶴欠鍋

8 石斧 D-19-16 6.2 3.4 J.7 70.8 85 輔寵石

9 石斧 D-20-14 7.4 3.6 1.5 50.0 54 蛇紋岩

170 石斧 D-18-12 6.8 3. I 1.3 41. 8 56 輯罷石 刃省高究樋

1 石斧 住21 7.3 3.3 0.9 40.8 揖拒石 刃歯車究樋

2 石斧 E-19-4 6.8 3.5 1.8 66.0 72 瞳岩石

3 石斧 住19 5.6 4.1 1.4 44.4 66 砂岩 基省事欠掴

4 石斧 D-20-15 5.2 5.3 1.7 55.4- 74 幅拒石 基榔究鋼

5 石斧 D-19-12 5.2 4. 7 1.6 56.9 52 被灰岩 釜81!究鍋

6 石斧 0-19-6 8.9 3.2 1.6 66.4- 69 睡拒石

7 石斧 E • 20- 2 9.0 3.2 1.0 52.0 日 掃色砂石

8 石斧 住47 7.9 3.9 1.7 65.0 80 安山岩系

9 石斧 壇23 7.5 3.8 J.7 60.1 59 シルト岩

180 石斧 D-18-4 7.7 4.3 1.8 90.2 帽色砂岩 刃飾究揖

l 石斧 住47 8.6 3.6 1.5 80. I 62 砂岩 刃部究樋

2 石斧 割高199 6.0 4. I J.7 58.1 76 砂岩

3 石斧 繍曲 6.8 3.8 1.2 44.5 62 凝灰岩

4 石斧 住41 6.9 5.3 2.1 98.0 73 続灰岩

5 石斧 E-20-13 9.0 3.8 2.0 89.5 61 縦庇岩
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石器 表 63 石器一覧⑥

番号 揖唖 出土地点 星(圃) 幅(圃) 庫 (帽) 重 (g ) 刃角(・ } 先端角(' ) 石材 .考

166 石斧 0-20-10 6.2 '.9 2.5 136.5 6. 閃揖岩 葺偲究嫡

7 石斧 E-19-1 6.8 '.6 1.9 72.5 6.7 安山岩 基部究損

8 石斧 0-19-16 7.1 '.6 1.7 10'.0 蛇肱岩 刃III!究掴

9 石斧 鏑10' 7.0 •• • 2.1 106.5 6' 砂岩 間究掴

190 石;，; 0-18-7 6.7 •. 7 2.6 130.5 68 砂岩 基・5欠損

l 石斧 E-20-7 8.1 '.7 2.1 118.0 69 睡灰岩

2 0;'; 0-18-2 9.7 4.8 2.2 158.5 6. 輔毘石

3 石斧 0-18-2 9.0 '.6 1.9 110.5 62 霊山岩

4 石斧 E-20-1 9.3 5.2 2.7 178.0 68 踊毘石

5 石斧 E-18-4 8. • •. 7 2.2 112.0 66 - 責山岩

6 石斧 E-20-1 10.3 •• • 1.9 85.5 " 
ホル ン 7ι ルス

7 石斧 E-20-2 10.2 5.0 2.1 178.5 69 安山岩

8 石斧 E-20-15 10.0 5.8 2.1 139.5 59 ホル ， 7 且ルス 刃・8究掴

9 石斧 E-20-3 9.5 •. 7 3.1 157.5 砂岩 刃郷究鋼

2田 石斧 住42 10.0 5.9 2.0 143.5 砂岩 刃鶴究掴

1 石斧 揖39 10.3 5.1 1.8 140.0 51 障担石

2 石斧 0-18-12 8.0 4.8 2.7 183.0 59 砂岩 lllll!欠婦

3 石斧 0-20-14 8.3 4.7 2.7 156.5 61 障理石 lllll!欠損

4 石斧 E-20-1 8.4 4.5 2.7 180.5 66 閃輔岩 II郁欠掴

5 石斧 0-18-16 9.0 5.9 2.' 172.0 50 ホル ン 7. ，レス

6 石斧 揖23 9.1 5.5 3.0 剖2.0 国 安山岩

7 石斧 D-18-1 7.8 5.8 3.6 252.0 64 砂岩 基III!欠損

8 石;，; 0-18-16 10.5 '.4 3.0 203.0 60 砂岩

9 石斧 E-20-7 8.' 5.3 3.1 170.5 67 踊灰岩 基栂欠損

210 石斧 往35 10.1 5.3 3.8 剖2.0 砂岩 刃・8究損

l 石斧 住25 10.3 5.0 2.9 254.5 砂省 刃傷欠掴

2 石斧 0-19-12 11.7 5.6 2.0 179.0 60 砂岩

3 石斧 揖31 9.7 5.2 2. • 188.5 砂岩 刃薗究圃

4 石斧 0-18-8 10.3 5.0 2.7 232.0 凝灰岩 刃鶴欠鍋

5 石斧 0-19-16 9.7 5.6 2.6 担8.5 57 揖昆石 基邸究掴

6 石斧 E-20-3 13.3 5.5 2.3 228.0 6. 砂岩

7 石斧 0-18-8 12.2 '.1 2.8 217.0 68 砂岩

8 石斧 E-19-7 12.7 5.0 3.0 300.0 71 凝灰岩

9 へラ状石器 0-18-7 3.2 2.2 0.9 6.1 67 鳳咽石

220 ，、， jえ石膏 0-19-16 3.3 2.9 0.9 7.9 54 鳳噌石

l へラ輯石田 0-18-9 3.8 3.2 0.9 9.7 70 宜山省

2 ヘラ状石田 0-19-6 5.0 3.3 l.l 14.0 70 置山省
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石器 表 64 石器一覧⑦

番号 器種 出土地点 長(四} 幅(醐) 厚{闇} 重 (g) 刃角(・) l\o嶋角(・ ) 石材 輔考

223 ヘラ状石器 D-19-12 4.9 3.5 1.1 21. 5 73 安山岩

4 ヘラ状石器 0-19-9 4.7 3.0 1.1 13.5 43 安山岩

S ヘラ状石器 D-18-7 5.3 2.9 1.2 19.0 62 安山岩

6 ヘラ状石器 0-19-10 3.7 2.9 1.5 13.8 安山岩 刃部欠損

7 ヘラ状石器 繍23 4.3 4.2 1. 1 20.6 92 チキート 刃節左半分磨様顕著

8 ヘラ拭石器 0-18-12 5.0 3.9 1.7 28.3 68 チ. ー ト

9 ヘラ状石器 住40 4.0 3.5 1.0 12.0 51 チャ ー ト

2羽 ヘラ状石器 D-19-6 5.8 3.4 1.0 22.2 48 霊山岩

1 ヘラ状石器 D-18-5 5.3 3.2 1.3 16.7 61 安山岩

2 ヘラ状石器 E-20-1l 3.5 4.2 0.9 15.3 62 安山岩 基部究損

3 ヘラ状石器 E-2Q-l1 4.5 3.5 1.2 19.5 安山岩 刃鰯欠掴

4 へラ状石器 0-19-10 5.1 4.9 1.3 24.6 66 安山岩

5 ヘラ状石器 住24 5.5 3.4 1.3 20.4 49 チャ ー ト

6 ヘラ状石器 績140 5.6 3.4 1.4 31. 2 41 チャート

7 ヘラ状石器 E-19-8 6.7 3.3 1.6 35.7 75 安山岩

8 ヘラ杭石器 揖199 7.4 4.0 1.2 40.7 安山岩

9 ヘラ状石器 繍23 6.9 2.9 0.8 22.0 77 時坦片岩

240 ヘラ状石器 0-19-16 7.4 3.4 1.3 39.1 57 安山岩

1 ヘラ状石器 0-18-11 5.8 5.0 1.4 30.2 46 阻面安山岩

2 ヘラ状石器 E-2Q-ll 4.5 4.7 1.8 32.2 72 安山岩

3 ヘラ状石器 E-2Q.-1 7.1 4.1 1.5 36.4 87 安山岩 刃部右半分磨滅顕著

4 ヘラ状石器 0-18-2 7.1 4.7 1.7 51. 0 75 安山岩 刃部右半分磨滅顕著

5 ヘラ状石器 0-18-8 8.7 6.0 1.8 79.5 50 安山岩

6 ヘラ状石器 0-19-5 4.0 3.6 1.0 13.0 51 安山岩

7 へラ状石器 0-19-12 4.3 3.0 0.8 12.6 52 障担石 249と同一個体

8 ヘラ状石器 住41 4. 7 3.7 1.0 18.1 閣 凝灰岩

9 へラ吠石器 0-19-6 5.6 4. 1 0.9 28.3 72 幅理石

250 両極石器 E-20-1 2.9 2.2 0.9 6.4 88 チャート

1 両極石器 0-19-9 3.4 2.6 1.0 8.1 55 流棋岩

2 両極石器 D-20-10 4.7 4.0 1.5 32.0 74 安山岩

3 両極石器 D-19-11 4.9 5.0 1.5 39.8 日 前紋宕

4 湿器 0-18-16 2.1 2.4 0.8 3.4 73 黒曜石

5 掻器 住24 1.9 2.6 1.0 5.3 101 黒噸石

6 樋器 繍165 3.9 2.9 1.9 20.8 80 チャート

7 錨器 場167 3.4 3.7 1.7 25.3 96 チャート
ノ

8 石匙 0-19-7 2.4 3.7 0.9 8.4 81 関陣岩系 299、石核と同ー個体

9 掻器 E - 19 • 3 2.8 2.6 1.2 10.0 95 石英
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石器 表 65 石器一覧⑧ でミ

番号 器種 出土地点 長{四) 幅{四) .(聞} 重 (g) 刃角[・) 先端角 (0 ) 石材 備考

260 揖器 E-20-2 3.5 5.9 0.7 19.9 国

1 磨製石器 0-17-8 6.0 3.6 0.6 16.0 

2 磨石 住16 5.0 3.4 132.0 チャート

3 磨石 E-19-7 5.4 3.1 lil.O 砂岩

4 磨石 D-19-10 5.8 4.3 198.0 砂岩

5 磨石 D-19-10 7.1 4. 1 262.0 凝灰岩

6 磨石 D-18-12 6.6 4.0 2.8 118.0 砂岩
1 

7 .石 D-18-4 7.2 4.2 4.6 197.0 チャート

8 磨石 住49 5.5 4.6 5.0 メノウ

9 磨石 D-19-14 5.7 3.6 118.0 チャート

270 磨石 D-18-8 5.1 5.3 182.0 砂岩

l 際石 繍87 5.2 4.3 2.6 86.0 メノウ

2 磨石 10-19-15 5.4 4.8 168.0 安山岩

3 磨石 D-19-12 7.0 6.5 3.6 231. 0 砂岩

4 軍事石 住25 6.4 7.8 4.5 269.0 砂岩

5 麿石 壇196 9.2 7.2 3.6 361. 0 砂岩

6 磨石 D-17-3 10.7 9.5 4.8 721.0 細砂岩

7 磨石 0-18-12 13.1 8.9 5.0 814.0 個砂岩

8 磨石 住40 10.3 7.3 4.3 450.0 安山岩

9 石皿 D-18-8 12.8 11. 0 4.6 831. 0 安山岩

280 石皿 D-19-7 11. 2 9.5 5.0 590.0 安山岩

1 石皿 場165 20. " 11. 8 3.8 1664.0 へンマ岩

2 石田 繍234 27.7< 30.3 12.3 12700.0 安山岩 裏面凹多散有り

3 凹石 住41 12.6 10.0 2161. 0 安山岩

4 大石楊 住41 四 2 17.9 8日0.0 花園岩

5 軽石 住25 5.2 3.3 2.3 10.8 軽石 孔佳0.7

6 軽石 嫌88 8.2 5.7 2.3 23. 1 軽石 孔桂0.5

7 礎石 繍94 12. " 6.2 6.6 50.6 経石 孔怪0.6

8 軽石 場141 7.1 5.9 4.6 19. 1 軽石

9 軽石 場210 8. 1 6.2 5.1 68.0 軽石

290 軽石 D-18-2 5.1 1.6 4.9 11.5 軽石

1 軽石 住28 10. " 8.2 2.4 24.6 軽石

2 軽石 E-20-2 8.3 5.6 4.8 44.5 軽石 凹み有り

3 軽石 E-19-7 6.9 4.2 3.1 13.0 軽石

4 軽石 0-18-2 16.7 6.2 目8.0 軽石

5 石篠 住15 2.3 3.0 1.9 13.2 鳳曜石

6 石核 D-18-3 2.8 3.2 2.7 26.9 11\曜石
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石器 表 66 石器一覧⑨

番号 器哩 出土地点 畢{圃) 幅(鋼) . (圃} 置 (g) 刃角 (・ 1 ~舗角{・ ) 石材 備考

297 石槙 揖53 3.5 5.6 3.8 89.0 皿咽石

8 石植 D-19-12 3.6 4.2 u 22.2 チ.ート

9 石被 住剖 7.9 6.1 5.1 271.5 閃幅岩系 2国と同一個体

由。 制片 E-20-7 8.5 5.3 2.0 82.5 皿咽石

l 制片 壇78 3.9 5.0 2.0 39.0 鳳咽石
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装飾品

豊富飾品は、垂飾と耳飾が出土した。垂飾はR状耳飾を半割l した形のもの 4点、硬玉大珠様のもの l 点、コハク

玉 l 点があり、耳飾は土製環状のもの l 点である。以下、個々の説明をする。

1. 出土地点 Dー 19ー 16、 長・幅・厚 4. 3x3. 3xO. 5岨孔径 0.4個、重量 12.0g 

石材: 滑石、 備考 : 孔付近に孔跡と切れ込み有り、表面光沢良

2. 出土地点 E-20ー 11、 長 ・ 幅 ・ 厚 5. 5x3.8xO. 6岨、孔径 0.3園、 賃量。 20.2g

石材 滑石、 備考 表面光沢良

3. 出土地点 171号土墳、 長・幅・厚 4. 6x2. 5xO. 7咽、孔径 0.4咽、 重量 12.6g 

石材 滑石、 備考 : 表面光沢良

4. 出土地点 D-20ー 15、 長・幅・厚・ 4. 6x2. 8xO. 6咽、孔径 重量 11.2g 

石材 : 滑石、 備考 : 上訴欠損

5. 出土地点 D-18-3 、 長・幅・厚 ・ 5.3 x 2.3x 1. 0咽、孔径 0.4園、 重量 2 1. 6g 

石材 硬玉、 備考 ヒスイではないがヒスイ系の石材

6. 出土地点 50号土墳、 長・幅・厚 3. 6x3. OX2. 7個、孔径 0.3個、 重量 l1.2g 

石材 コハ夕、 備考 ・

7. 出土地点 Dー 18- 3 、 径・厚 2.4 X 1. 8岨、 孔径 ・ 0. 7園、重量 7. 旬、

色調 褐、 焼成 良、胎土 0 ・ F ・ B 少

備考 滑車状
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貝製品

員製品は、貝輪と員刃の計 3 点が出土したのみである。貝殻は住居祉、土墳の一部からプロック状に出土した

が、その中からの骨角器の検出はなく、員製品も 6 点しか検出されなかったことから、これらの保存状況が悪かっ

たか、本来製作が少なかったか不明である。貝殻、骨角などについてはこの後の動物遺存体で述べ、ここでは図

257の 3 点について説明する。

L 員輸 出土地点 187号土墳 径 ・ 厚 8. 2xO.4-0. 7岨、内径 5.1個、 重量 28.0g

艮種 イタポガキ、 備考 半分欠損、全体的に良〈磨かれ、保存良好

2 員刃 出土地点 24号住居社 長・幅。 6. lx7. 2園、 刃長 6.7個、重量 41. 3g 

貝種 チョウセンハマグリ、左殻、 備考 右側一部欠領、刃部調整粗い

3. 員刃 出土地点 42号住居祉、 長・幅 5. 6x6. 8咽、 刃長 6.8園、重量 28.2g

員種: チョウセンハマグリ、左破、 備考 右側欠損、刃部調整担い

動物遺存体

動物遺存体は、住居社、土墳から出土した員殻が大半を占め、そのプロ ックの中に少しの魚類、鴫乳類、鳥類

の骨角が検出されたぐらいである。本遺跡では調査した区域内では貝塚のように遺構外での貝般等の出土はなく

未調査区でも貝殻の露出はなく、遺構の数から比較すると員殻の出土量は多くない。以下、遺構ごとに出土した

動物遺存体の種名を多い順に記す。

15号住居祉 サギガイ(大部分) 24号住居祉 クポガイ

チョウセンハマグリ マガキ

ウミニナ オカシジミ

フトへナタリ

18号住居祉 サギガイ シカ角

ダンベイキサゴ

ハマグリ 25号住居祉 ヤマトシジミ

ヤマトシジミ ダンベイキサゴ

ウミニナ サギガイ

ハマグリ

24号住居祉 ダンベイキサゴ チョウセンハマグリ

サギガイ アサリ

ハマグリ シオフキ

チ，ゥセンハマグリ コタマガイ

ヤマトシジミ イポニシ

イポニシ マガキ

-379ー



、

図257 員輪、 貝刃 (Y，)

- 380 ー

ぺ 、
/、 い

, 

ﾕl 
ρ í' 1 

vパノ\一一 J
ll 入、入ー//

、、

2 



、

25号住居祉 Jマイ 171号土墳 ダンベイキサゴ

ヤマトシジミ

35号住居社 ヤマト シジ ミ サギガイ

サギガイ チ・ウセンハマグリ

チ，ウセンハマグリ ハマグリ

ハマグリ シオ 7 キ

シカ骨(焼けている) ウミニナ

アサリ

42号住居祉 ダンベイキサゴ マガキ

チョウセ ンハマグリ サラガイ

ハマグリ シカ骨・角

サギガイ

ヤマトシジミ 187号土墳 サギガイ

コタマガイ チ.ゥセンハマグリ

オキシジミ マガキ

アカガイ イガイ

アサリ シオフキ

サラガイ 7サリ

シカ骨・角 鳥骨(小)

鳥骨(小)

魚骨(タイ類) 21(}号土績 サギガイ

備考、 1 ・ 2 貝周に種類の差はない ダンペイキサゴ

ハマグリ

61号住居祉 サギガイ(大部分) チョウセンハマグリ

ハマグリ シカ骨

マガキ

ダンベイキサゴ 212号土墳 ダンペイキサゴ

ヤマト シ ジミ

21号土墳 サギガイ サギガイ

ハマグリ

22号土填 サギガイ カワニナ

アサリ

ω号土績 ダンベイキサゴ(大節分)

サギガイ 229号土墳 サギガイ

ダンベイキサゴ

156号土績 サギガイ ハマグリ

ハマグリ イガイ

ダンベイキサゴ
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B.北長山野遺跡

遺構について

本遺跡は、台地の開析が進んで尾根状の地形を呈し、平111面が少なくなっていて、各時代を通して遺構の数は

希薄である。縄文時代においても、住居祉が l 軒、土績は散在して検出されたのみで、まとまりはなかった。時

期的にも住居祉が後期、土墳はほとんど出土遺物がなく不明なものが多い。以下、遺構の説明をする。

住居社

14号住居祉 時期 後期中葉、 位置 D- 13-16、 形態 円形、 規模 5. 1m 

(図260) 深さ 0.3m、 床面 少し凹凸がある

柱穴 7 個、深さ O. 2-0. 6m 水糸レベル 35. 30m 

土層 1 、撹乱、 2 、表土、 3 、明褐色土(ローム粒多く混じる〕、 4 、褐色土(ローム粒多

く混じる)、 5 、茶褐色土(ローム粒多く混じる)

遺物 土器 (5 -6 ) 

備考 . 東側台地斜面で流失、また風倒木による揖乱あり

土填

土績は22個検出され、そのうち縄文時代のものは20個である。その半分は西側の方で確認調査時に検出、調査

したもので、東側の土墳とも性格的異っている。以下、西側の方から順に説明する。

l号土境

(図261)

2号土墳

(図261)

3号土繍

(図261)

時期 不明、 位置 K-6-3 、 形態: 長円形、溝状、規模 3.3XO.4m 

深さ 0.6皿、 水糸レベル 41. OOm、土層 1、褐色土(ローム粒混じる)、 2 、茶

褐色土(ローム粒少し混じる)、 3 、暗褐色土(ローム粒少し混じる)、 4 、暗褐色土

遺物 なし、 備考

時期 後期中葉、 位置 L-6 -4 、 形態: 長円形、構状、規模 3. 4XO. 3m 

深さ 0.6m、 水糸レベル 41. 10m、土層 l 、褐色土(ローム粒混じる)、 2 、

茶褐色土(ローム大粒混じる)、 3 、暗褐色土(ローム粒混じる)、 4 、黒褐色土(粘質)

遺物 土器 (8 ) 備考

時期 不明、 位置 L-7 -2 、 形態 長方形、 規模 2.2X 1. 1m

深さ1. 8m、 水糸レベル : 41. 30m、土層 1 、暗褐色土 (ローム粒、黒土粒少し

混じる)、 2 、暗褐色士、 3 、茶褐色土〔ローム大粒多く混じる)、 4 、茶褐色土(ローム粒多く

混じる 〕、 5 、暗褐色土(ローム粒少しj混じる)、 6 、茶褐色土(ローム中粒多く混じる)、 7 、

茶褐色土(ローム大粒少し混じる〕、 8 、褐色土、 9 、暗茶褐色土(ローム粒多く混じる)

遺物 なし、 備考
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4 号土壊

(図261)

5 号土壌

(図26 1)

6 号土墳

(図261)

7 号土壌

(図261)

8 号土墳

(図26 1)

9 号土繍

(図261)

11号土墳

(図262)

12号土墳

(図262)

時期 不明、 位置 L- 8 -15、 形態. 長円形、溝状、規模 2. 9xO. 3m 

深さ 0.7m、 水糸レベル 40.60m、土層 1、茶褐色土、 2 、暗褐色土、 3 、褐

色土(ローム粒混じる)、 4 、暗褐色土〔ローム少し混じる)、 5 、褐色土、 6 、黒褐色土

遺物 : なし、 備考

時期。 後期中葉、

深さ 0. 85m、

2 、黒褐色土

位置 ・ M-9 ー 1 、 形態: 長円形、溝状、規模。 3. 2XO. 4m、

水糸レベル 40.40m、土層 l 、茶褐色土(ローム粒多く混じる)、

遺物 ・ 土器(7)、 備考

時期ー 不明、 位置 M-9-1 、 形態: 長円形、溝状、規模 : 2. 6xO. 3m、

深さ 0.25m、 水糸レベル : 40. 10m、土層. l 、茶褐色土(ローム位少し混じる)

遺物 なし、 備考:

時期 不明、 位置 。 H-9-9 、 形態 隅丸長方形、 規績 . 1. 75X 1. 0m 、

深さ : 2.1m、 水糸レベル ・ 40.70m、土層 l 、褐色土、 2 、暗褐色土、 3 、明褐

色土、 4 、暗褐色土(粘質)、 5 、暗褐色土(ローム粒多く混じる)

遺物 なし、 備考

時期 不明、 位置 J-8-7 、 形態 ・ 長方形、 規模 2.0 X 1. 1m

深さ。 2.0皿、 水糸レベル 40.50m、 土層・ 1 、暗褐色土、 2 、暗褐色土(ローム

粒少し混じる)、 3 、暗褐色土(ローム粒混じる)、 4 、褐色土(粘質)、 5 、明褐色土(ローム混じる)

位置 K-9-3 、 形態 長方形、 規模 2.3X1.0m 時期 . 不明、

深さ 1. 6m、 水糸レベル 40.50m、土層 1 、暗褐色土、 2 、褐色土、 3 、茶褐

色土、 4 、褐色土 (ローム粒多〈混じる)、 5 、 黒褐色士、 6 、茶褐色土(ローム粒混じる)、 7 、

暗褐色土〔ローム粒混じる)、 8 、明褐色土(ローム大粒多く混じる)

遺物 なし、 備考 底面両端に0.3m 高い段がある

時期 不明、 位置 J- 1O-10、 形態 長円形、溝状、規膿 2. 6xO. 3m 

深さ 0. 9皿、 水糸レベル ー 41.∞m、土層 1 、褐色土、 2 、茶褐色土、 3 、褐色

土(ローム粒多く混じる)、 4 、茶褐色土(ローム粒多く混じる)

遺物 なし、 備考 ー

時期・ 不明、 位置 1-11-10、 形態 円形、 規模 。1.3x 1. 1m 

深さ O. ト0.4m、 水糸レベル 38.90m、土層 l 、粘土、 2 、暗褐色土、 3 、暗褐色

土(粘土少し混じる)

遺物 なし、 備考
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13号土横

(図262)

(粘

14号土墳

(図262)

15号土壊

(図262)

16号土填

(図262)

17号土横

(図262)

18号土填

(図262)

19号土横

(図262)

時期 : 不明、 位置 F-12-3 、 形態 ・ 円形、 規槙 O. 9xO. 8m 

深さ 0.3m、 水糸レベル 37. 20m、土層 ・ l 、黒褐色土(粘質)、 2 、褐色土

質)、 3、黒色土(粘質)

遺物 なし、 備考

時期: 不明、

深さ 1. 0m、

位置。 Eー 12- 3 、形態 円形、

水糸レベル 35. 30皿、備考 :

規模1. 15m 

時期 不明、 位置 E-12-4 、形態 : 円形、 規槙 1.3X1.1m 

深さ 1. 2m、 水糸レベル 34.00m、土層 l 、賄届色土(ローム粒混じり、粘質)、

2、黒色土(ローム粒混じり、粘質)、 3 、褐色士、 4 、黒褐色土(ローム粒混じる)、 5 、黒褐

色土、 6 、暗褐色土(ローム粒多く混じる)、 7 、褐色土(ローム粒多く混じる)、 8 、褐色土

(ローム大粒多く混じる)、 9 、明褐色土、 10、黒色土(粘質〕

遺物 : なし、 備考

時期 : 不明、 位置 Dー 12ー 16、 形態 : 隅丸長方形、 規膿1.5xO. 8m 

深さ 0. 45m、 水糸レベル 32. 30m、土層、黒色土(粘質)、 2 、黒色士、 3 、

黒褐色土、 4 、明褐色土、 5 、灰褐色土 (粘質)、 6 、明褐色土(ローム粒多く混じる)、 7 、暗

褐色土(ローム粒多く混じる)、 8 、賞褐色土、 9 、褐色土、 10、黒褐色土(ローム粒混じる)、

11、黄褐色土(ローム粒多く混じる)

遺物 なし、 備考

時期 不明、 位置 Dー 12ー 12、 形態: 楕円形、 規膿 1. 3xO. 95m 

深さ 0.2m、 水糸レベル 32. 20m、土層 l 、暗褐色土、 2 、褐色土、 3 、黒褐

色土、 4 、明褐色土、 5 、黄褐色土(ローム小~大位多く混じる)

遺物 なし、 備考

時期 不明、 位置 E-31- 1 、 形態 : 楕円形、 規模 2.2x1.0m 

深さ 0.2-0. 3m、 水糸レベル 35. 10m、土層 l 、褐色土(焼土、ローム粧混じる)、

2 、暗褐色土(ローム粒混じる)、 3 、褐色土(ローム大艦多く混じる)

遺物 。 なし、 備考 底面に深さ 0.1角~0.2m の小穴がある。

時期 不明、 位置 E-13- 5 、形態 円形、 規模 O. 95xO. 8m 

深さ 0.25m、 水糸レベル 35.40m、土層 1 、黒色土(木炭粒多く混じる〕、 2 、

褐色土、 3 、貧褐色土(ローム小~大粒多く混じる)

遺物 : なし、 備考

-384 



20号土境

(図262)

時期 不明、 位置。 Eー 13- 6 、 形態 円形、 規模 1. 05m 

深さ 0.8m、 水糸レベル 35.40m、土層 1 、暗褐色土(ローム粒混じり、粘質)、

2、褐色土(ローム粒混じり、粘質)、 3 、茶褐色土(ローム粒混じる)、 4 、 5 、褐色土(ロ ー

ムプロ ック)、 6 、黒色土(ローム粒混じり、粘質)、 7 、明褐色土(ロ ーム小~大粒多く混じる)

遺物 なし、 備考

21号土壌

(図262)

時期・ 不明、

深さ・ 2. 3m、

遺物 なし、

位置 Dー 13ー 10、 形態

水糸レベル 35. 30m 

備考

円形、 規模1.5X 1. 25m 

遺物について

北長山野遺跡では、出土した縄文時代の遺物は土器片がわずかで、そのほとんどは表土及びE層からで、遺構

からの出土は 4 点であった。出土した土器片の時期は早期と後期、晩期で、東長山野遺跡で大量に出土した中期

は北長山野遺跡では全く見られない。出土した土器片の中から 11点を図 263 に示し、個々の説明は表に記した。

11点の中で 1-2 が早期、 3-10が後期、 11が晩期の土器である。

器土 表 67 北長山野縄文土器一覧

番号 出土地点 器陪 口睡眠 文様 ロ畠 胴怪 直径 器高 色調 焼匝 胎土 備考

lIE-12-3 深鉢 a長銀 褐 良 s 

2 " " 無 " " 

311-9-1 " 誼状 沈輔、条線 灰褐 " " 

4IK-7-4 " " 褐 " " 

5 撞14 " 条輔、 LR 噂 。略禍 , 
" 

同個体

6 " " " 、 " " " " 

7 場 5 " RL周目 褐 M M 

8 横 2 " " 3.8 赤褐 " " 

9IK-7-3 鉢 沈線、" 暗赤褐 " " 

10ID-12-12 深鉢 " 赤禍 " " 

1111-9-1 " L 憎悪 " " " 
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図259 北長山野縄文時代遺構分布②東亜IJ(){，帥)
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3 .奈良・平安時代以降

A. 東長山野遺跡

遺構について

ここでは、奈良・平安時代及び、それ以降のものについても一括して述べることにする。

本遺跡における奈良・平安時代の遺構は、住居祉が15軒検出され、北に向かつて緩やかな斜面を描く台地状の、

調査区域の西北面に 6軒、中央部よりやや南寄りに 9軒が館、め られた。 そして同じ南寄りの場所に掘立柱建物祉

が 2棟検出されている。 また、蔵骨器を有する火事事基も 1 基検出された。 その他には、近代の炭焼窯が16基検出

された。

住居祉

本遺跡の奈良・平安時代の住居祉は15軒あり、調査区域の南寄りに 9軒が、少しl能れた西北面に 6軒が、適度

な間隔をもって分布する。 掘り込みはしっかりして、カマドの天井部分が残存するのもい く つかあり、全体に遺

存度は、比較的よい方である。 出土遺物等からみて、本遺跡の住居祉は 8世紀前半の集落と恩われる。

住居社番号は、縄文時代の住居祉と通し番号のため番号がとんでいたり、時査時に住居祉としていたものが後

に取り消したため欠番になったものもあるが、以下番号順に述べる。

l 号住居祉

(図265)

2号住居祉

(図266)

時期 : 8 世紀後半 位置 D-18-13 形態 ー 方形 規模 ・ 2.8m 

深さ ー 0.4m 方位 N-790 -E 床面 全体的に平坦で堅い

柱穴 H園.深さ0.05m 周溝 深さ O.06mで全周する

カマド ・ 1. 0 X O.75m、 燃焼部はあま り焼けていない 水糸レベル 36.50m 

土層 1 暗褐色土 (ローム粒が混じる ) 2. 黒褐色土 (ローム粒が混じる ) 3. 黒褐色土

(ローム粒少し混じる ) 4. 褐色土 (ローム粒多く混じる ) 5. 暗褐色土 ( ローム粒、粘土粒、

焼土が混じる ) 6. 暗褐色土 (粘土、焼土多 く混じる ) 7 . 暗褐色土 (焼土大粒が混じる ) 8 

暗褐色土(粘土、焼土少し混じる ) 9. 暗褐色土(粘土多く、焼土少し混じる ) 10. 暗褐色土

(焼土、粘土が混じる ) 11 暗茶褐色土 (ローム粒多く、焼土少し混じる )

遺物 。 土師聾(1 ) が覆土中で出土

備考 柱穴は本住居祉に伴う ものではないかもしれない

時期 8世紀前半 位置 D-18-9 形態 方形 規犠 3.8m 

深さ 0.I-o.3m 方位 N-330 -w 床面 全体的に平坦で堅い

柱穴 . 主柱 4 個、深さ O. シ...().6m、支柱 l 個 周溝 . 深さ O.lmで全周する

カマド : 1. OxO. 8m、燃焼部はあまり焼けていない 水糸レベル 36. 10m 

土層 1.暗褐色土(ローム粒少し混じる ) 2. 暗褐色土 (ローム小粒少し混じる ) 3 暗褐色

土 (ローム小粒少し混じる、堅い ) 4. 暗褐色土 (ローム大粒少し混じる ) 5. 明褐色土 ( ロー

ム粒多 く 混じる ) 6. 暗褐色土 (ローム粒、粘土少し混じる) 7. 暗褐色土 (粘土、焼土小粒及
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3 号住居祉

(図267)

4 号住居祉

(図268)

5号住居祉

(図269)

び大粒少し混じる) 8. 暗褐色土(粘土、焼土多く混じる) 9. 暗褐色土(ローム小粒、中粒少

し、黒褐色土少し混じる、堅い) 10. 暗剣胞土(ローム粒多く混じる、堅い) 11 暗褐色土

(ローム粒多く混じる、堅い)

遺物 土師聾 (2 )が覆土中、(3)が床面上で出土

備考・

時期・ 8世紀前半 位置 ・ D-18- 6 形態:方形 規模 4. 2X4. 3m 

深さ O. シ--o.5m 方位 N-490 -w 床面 全体的に平坦で堅い

柱穴。 主柱 4個、深さ 0. 4叶.7m、支柱 1 個 周溝。 深さ0.0ト，0. 1mで全周する

カマド : 1. 1 XO.8m、燃焼部はあまり焼けていない、天井部残存 水糸レベルー 35. 50m

土層1.明褐色土(ローム粒少し混じる) 2. 黒褐色土(ロ ーム粒少し、黒褐色土多く混じ

る) 3 暗褐色土(ロームプロ ッ夕、木炭少し混じる、堅い) 4. 明褐色土(ローム粒多く混じ

る、壁崩落土) 5. 暗褐色土 ( ロ ーム粒少し混じる、堅い) 6. 暗褐色土(粘土、焼土粒、 ロ ー

ムプロ ック少し混じる) 7. 暗褐色土(粘土プロ ック少し、焼土粒焼土プロ ック多く混じる) 8. 

暗褐色土(粘土粒少し、焼土粒、焼土プロック多く混じる) 9 . 暗褐色土 (粘土粒、焼土プロ ッ

ク少し、焼土粒、灰多く混じる) 10. 黒褐色土(堅い)

遺物・ 土師杯(4)、土師翌日)が覆土中で出土

備考

時期 ・ 不明 位置 E-18-8 形態: 長方形 規模. 2.3X1.7m 

深さ 0.4m 方位・ N-150 -w 床面白 全体的に平坦で堅い

柱穴・ なし 周溝 深さO.lmで全周する

カマド・ O. 7XO. 9m、燃焼部はあまり焼けていない、天井部残存 水糸レベル 37. 40m

土層1.暗褐色土(ローム粒が混じる) 2 褐色土(ローム粒が混じる) 3. 断固色土(ロ ー

ム粒多く混じる) 4 褐色土(ローム粒多く混じる) 5 . 暗褐色土(ローム粒、 ロームプロ ック

多く混じる、堅い) 6 茶褐色土 ( ローム粒、 ロ ームプロ ック多く混じる) 7. 暗褐色土(ロー

ム粒少 し、黒褐色土多く混じる) 8 暗褐色土(ローム粒、粘土粒少し混じる) 9. 白褐色土

(粘土粒多く混じる、カマド天井部崩落土) 10. 暗褐色土(粘土粒、焼土プロ ック少し、焼土粒、

灰多〈混じる )11 暗褐色土(粘土粒、焼土粒、灰多く混じる) 12. 暗褐色土(焼土粒少し、粘

土粒多く混じる) 13. 暗褐色土(ロ ーム粒、 ロームプロ ックが混じる)

遺物 土器片が出土

備考

時期 ・ 8世紀前半 位置 : D-17-4 形態: 方形 規模 3.4X3.5m 

深さ・ 0.3-<l.4m 方位 ; N一回。 w 床面 : 全体的に平坦で堅い

柱穴 . 1個、深さ0.2m 周溝 ・ 深さ 0.05-0. 1mで全周する

カマド : 1. 05X O.9m、燃焼部はよく焼けている 水糸レベル 35.40m

土層。1.暗褐色土(ローム粒、黒褐色土が混じる) 2. 明褐色土(ロ ーム粒多く、ロ ームプ
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ロッ夕、黒褐色土少し混じる) 3 暗褐色土(ローム粒、黒褐色土多く混じる) 4. 暗褐色土

(ローム粒、黒褐色土が混じる、堅い) 5. 明褐色土(ローム粒多く、黒褐色土少し混じる) 6. 

明褐色土〔ローム粒多く混じる) 7. 暗黄褐色土(ローム粒、ロームプロック多く混じる) 8. 

暗褐色土(粘土粒少し混じる) 9. 暗褐色土(粘土粒、粘土プロック、焼土粒少し混じる) 10. 

暗褐色土(粘土粒、焼土粒が混じる) 11.暗褐色土(粘土粒少し、焼土粒、灰多く混じる ) 12. 

暗褐色土(焼土粒、粘土粒、粘土プロック少し混じる) 13. 暗褐色土(焼土粒少し、粘土プロッ

ク多く混じる) 14. 暗褐色土(粘土粒、焼土粒、焼土プロッ夕、黒褐色粘土多く混じる ) 15. 暗

褐色土(粘土粒、焼土粒多く混じる) 16. 暗褐色土(粘土粒多く混じる)

遺物 土師聾 (6)、土師甑(7)、土師聾片 (9) が覆土中、須恵平瓶 (8) が床面上で出土

備考

6号住居社 時期 8世紀後半-9世紀ヲ 位置 Dー 18ー 1 形態 方形

(図幻0) 規模 2. 2x2. 6m 深さ・ 0-0. 1m 

床面ー 中央部は堅〈比較的平坦

方位 N-320 ーE

柱穴なし

カ7 ド O. 5XO. 5m、右ソデー部分を残すのみ 水糸レベル 35.00m 

土層 1.黒褐色土(焼土粒少し混じる) 2 暗褐色土(焼土粒、褐色粘土粒多く混じる) 3. 

暗褐色土(粘土粒、ロームプロック少し混じる) 4. 暗褐色土(ローム粒、ロームプロック多く

混じる、堅い)

遺物 土師質須恵大要(11)、土師費片(13) が覆土中、土師杯(10)、土師聾(12)、紡錘車

(14) がカマド内で出土

備考 住居社全体の遺存度が悪い

8号住居祉 時期 8世紀前半 位置。 Eー 19ー 14 形態・方形 規模 3. 6X3. 5m 

(図幻1) 深さ O. 2-0. 3m 方位 N-410 -w 床面 全体的に平坦で堅い

柱穴 なし 周溝 深さ 0.05-0. 1mで全周する

カマド1.OXO. 8m、燃焼部はあまり焼けていない 水糸レベル 38.80m 

土層 1 表土 2 黒色土 3. 黒褐色土(ローム粒多〈、ロームプロック少し混じる) 4. 

暗褐色土(ローム粒多く、ロームプロック少し混じる) 5 暗褐色土(ローム粒、ロームプロッ

ク多く混じる) 6. 褐色土(ローム粒、ロームプロック多く混じる) 7. 暗褐色土 (ローム粒多

く、ロームプロック少し混じる、堅い) 8. 褐色土(ローム粒多く、ロームプロック少し混じる)

9. 暗褐色土(縄文包含層) 10. 茶褐色土(漸移層) 11 暗褐色土(ローム粒、砂、粘土、焼土

多く混じる) 12 赤褐色土 (ローム粒、砂、木炭粒、焼土多 く混じる) 13 黒褐色土(焼土粒少

し混じる) 14 暗褐色土 (ローム粒多く、焼土少し混じる)

遺物 土師聾(15) が床面で出土

備考。

9号住居祉 時期。 8世紀前半 位置。 E-19ー 14 形態。 方形 規模 5.0m 

(図幻2) 深さ 0.4-0.5m 方位 Nー 190 -w 床面 全体的に平坦で堅い
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l(}号住居祉

(図幻3)

U号住居祉

(図幻4)

柱穴 ・ 主柱 4個、深さ 0.6-o. 7m、支柱 1 個 カマド1. 4X 1. 1m 水糸レベル 37.40m 

土層 。 1.暗褐色土 ( ロ ーム粒、ロームプロ ッ 夕、黒褐色土少し混じる ) 2 暗褐色土(ロー

ムプロ ッ ク少し、黒褐色土多く混じる ) 3. 暗茶褐色土 (ローム粒、ロームプロ ッ ク多く混じる、

堅い) 4. 暗褐色土(ローム粒少し、黒褐色土多く混じる) 5 . 暗褐色土(ローム粒、ロームプ

ロ ッ夕 、焼土粒、木炭粒少し混じる ) 6. 暗褐色土(焼土佐多 く 、木炭粒少し混じる ) 7. 暗茶

褐色土 (ローム粒多く、ロームプロ ッ ク少し混じる ) 8. 暗褐色土(粘土粒多く、粘土プロック

少し混じる ) 9 暗褐色土 (粘土粒、焼土粒少し混じる ) 10. 暗褐色土 (焼土粒、木炭粒多く、

焼土プロ ッ ク少し混じる ) 11.暗褐色土 (粘土粒、焼土粒、焼土プロ ッ ク少し混じる ) 12. 暗褐

色土(灰、焼土プロック多く混じる) 13. 暗褐色土 (粘土粒、木炭粒少し混じる) 14. 暗褐色土

(粘土プロ ッ 夕、焼土プロ ッ ク少し混じる ) 15. 黒褐色土 (粘土粒、焼土粒、木炭粒多く混じる)

16. 暗褐色土(粘土粒、ロームプロ ッ ク少し混じる ) 17. 暗褐色土 (粘土粒多く、焼土粒少し混

じる ) 18 暗褐色土 (粘土粒、焼土粒、焼土プロ ッ ク少し混じる ) 19. 暗褐色土 (焼土粒少し混

じる )

遺物 . 土師杯(16)、土師聾(17-19)、土玉 (20 ) が覆土中で出土

備考 . 拡張された住居祉らしく、鉱張前の周溝と思われる一部分を確認、破線は拡張前の推定

プラ Y

時期 8世紀前半 位置 。 Eー 19ー 12 形態 : 方形 規模 4. OX3. 9m 

深さ 0.2-0.5m 方位。 N- 7 0 -w 床面 : 全体的に竪〈、一部掘り込みあり

柱穴 ・ 主柱 4 個、深さ O. 7叶.8m、支柱 1個周溝 ー 深さ0.0シ-0. 1mで全周する

カマド: 0.8 X 1. 0m、燃焼節はよく焼けている 水糸レベル 37.50m

土層 1 表土 2 黒色土 3. 暗褐色土(ローム粒多〈、ロ ームプロ ッ ク少し混じる) 4. 

暗褐色土 ( ロ ーム粒、ロームプロ ッ ク多 く 混じる ) 5. 黒褐色土 (ローム粒、ロームプロ ッ ク少

し混じる、堅い ) 6. 暗褐色土 (ローム粒、ロームプロ ッ ク、粘土粒少し混じる ) 7 暗褐色土

(ローム粒、ロームプロ ック少し混じる、堅い) 8. 明褐色土 (ローム粒、ロームプロ ッ ク多く

混じる ) 9. 暗褐色土 (漸移層) 10. 暗褐色土 (粘土粒多 く 、焼土少し混じる ) 1 1. 淡褐色土

(粘土プロック多く混じる) 12. 淡褐色土(焼土粒、焼土、灰多く混じる ) 13. 焼土 14. 赤褐

色土 (焼土粒、焼土プロ ック多 く 混じる ) 15. 淡褐色土(粘土、灰が混じる)

遺物 。 土師椀 (21)、土師甑 (22)、砥石 (23) が覆土中で出土

備考

時期 ・ 8 世紀前半 位置 : D-18-9 形態 方形 規模 2.3X2.7m 

深さ ・ 0.2内-<J.3m 方位 。 N-350 -w 床面 全体的に平坦で堅い

柱穴 l個、深さ 0.2m 周溝 深さ O. 郎-0. 1mで全周する

カマド ・ 0.8 XO.7m、燃焼部はよく焼けている 水糸レベル 35.70m

土層 1.暗褐色土 (ローム粒多 く 、ロームプロ ッ ク少し混じる ) 2. 暗褐色土 (ローム粒、

ロームプロック多く混じる) 3. 暗褐色土(ロ ーム粒少し混じる) 4 . 黒褐色土 (ローム粒少し

混じる ) 5 . 暗褐色土 (ローム粒多く混じる ) 6. 暗褐色土 (粘土粒、焼土粒、焼土プロ ッ ク少
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12号住居祉

(図幻5)

し混じる) 7 暗褐色土(焼土粒、焼土プロ ッ夕、灰多く混じる) 8. 暗褐色土(粘土粒多く、

焼土粒少し混じる) 9. 暗褐色土(粘土粒、焼土枝多く、焼土プロ ッ夕、ターJレ化した粘土プロ ッ

ク少し混じる)

遺物 土師高杯 (24) がカマド内で出土

備考 壁面のピット 2個は本住居祉に伴うかどうか不明

時期 不明 位置 E-20-5 形態. 方形 規模。 3.8x3.7m 

深さ・ 0. 2-心. 5m 方位 N-10' -w 床面 全体的に平坦で堅い

柱穴・ なし 周溝 深さ 0. 1mで全周する

カ7 ド: O. 9xO. 8m、天井部残存 水糸レベル 36.60m

土層 1. 暗褐色土(ローム粒、 ロ ームプロック少し混じる) 2. 暗褐色土(ロ ーム粒少し、

ロ ームプロ ック多く混じる) 3 晴褐色土(ローム粒、 ロームプロ ッ夕、黒色土少し混じる) 4. 

暗茶褐色土(ロ ーム粒、 ロ ームプロック多く混じる) 5 . 暗褐色土(ローム粒、 ロームプロ ック

少し混じる、堅い) 6 暗褐色土(ローム粒、 ロ ームプロ ック少し、木炭粒多く混じる) 7 . 暗

茶褐色土(ロ ーム粒、 ロームプロ ックが混じる) 8 . 褐色土 (粘土プロ ック多く混じる) 9. 褐

色土(粘土粒多く、焼土粒少し混じる) 10. 暗褐色土(焼土粒少し、粘土粒、粘土プロ ックが混

じる) 1 1. 褐色土(粘土粒、粘土プロ ック少し、焼土粒多く混じる) 12. 暗褐色土 (粘土粒少し、

焼土粒、木炭多く混じる) 13. 暗褐色土 ( ローム粒、 ロ ームプロ ッ夕、粘土粒少し混じる) 14. 

暗褐色土(粘土粒、焼土粒少し混じる) 15. 暗褐色土(粘土粒多く、 ロ ームプロ ッ夕、焼土粒少

し混じる)

遺物. 土師聾 (25) が覆土中で出土

備考.

52号住居枇 時期 8世紀前半 位置 F- 19ー 1 形態・ 方形 規模 4.1X4.3m

(図276)

53号住居祉

(図幻7)

深さ O. 2-0. 3m 方位 N-63' -w 床面 全体的に平坦で堅い

柱穴 主柱 4個、深さ O. 5-0. 7m、支柱 1 個周溝 深さ 0. 05mで全周する

カマド 1.3X1.0m 水糸レベル 39.40m 土層 1.暗褐色土(ローム粒多く、 ローム

プロ ック少し混じる) 2. 暗褐色土(ローム粒多く、焼土少し混じる) 3. 暗褐色土(ローム粒

多く、粘土、焼土少し混じる) 4. 暗褐色土(ロ ーム粒、焼土少し混じる) 5. 淡褐色土(粘土

多く混じる、堅い) 6 淡褐色土(粘土多く、焼土少し混じる) 7. 赤褐色土(焼土、粘土多く

木炭少し混じる) 8 . 黒褐色土(焼土、粘土多く混じる) 9. 暗褐色土(ローム粒多く、焼土少

混じる) 10. 淡褐色土(ローム粒、粘土多く混じる) 11.淡褐色土(粘土、焼土多く混じる)

遺物 土師聾 (26)、手担土器 (27、 28) が覆土中で出土

備考・

時期 8世紀前半 位置: F-18-4 形態・ 方形 規模: 4.7m 

深さ O. 3-0. 5m 方位: N-45' -w 床面 全体的に平坦で堅い

柱穴. 主往 4個、深さ O. シ-0.8m、支柱 1 個周溝。 深さ0. 05-0. 1mで全周する
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カマド 1. 4 X 1. 2m、燃焼部はよく焼けている水糸レベル ・ 39.80m

土層 1.暗褐色土(ローム粒、ロームプロック多く、木炭、焼土、粘土少し混じる) 2. 暗

褐色土(ローム位、ロ Fムプロック多く、木炭、粘土少し混じる) 3. 黒褐色土〈ローム位多く、

ロームプロ ック少し混じる ) 4 . 暗褐色土(ローム粒、ロームプロック多く混じる) 5. 褐色土

(粘土多く、ロームプロ ック少し混じる) 6. 黒褐色土(ローム粒、ロームプロック少し混じる)

7. 黒褐色土(ローム粒少し混じる) 8. 灰褐色土(粘土多く混じる) 9 . 赤褐色土 (粘土、焼

土多く混じる) 10. 赤褐色土(焼土、粘土、ローム粒多く混じる) 11.赤褐色土 (焼土、粘土多

く、ローム粒少し混じる) 12 褐色土(粘土、焼土多く混じる) 13. 灰褐色土 (粘土、焼土多く

混じる) 14. 焼土

遺物 ー 土師杯 (2ト30)、 土師聾 (31-32) が覆土中で出土

備考 壁面の小ピット 3個は本住居祉に伴うかどうか不明

55号住居社 時期 8世紀前半 位置・ Fー 19 - 5 形態 ・ 方形 規模・ 4. 9x4. 6m 

(図278) 深さ 0.3-G.5m 方位 N-360 -w 床面 全体的に平坦で堅い

柱穴 主柱 4個、深さ 0.3-G.5m、支柱 1 個周溝 深さ0.1-G.15mで全周する

カマド : 1. 5xO. 9m燃焼部はよく焼けている 水糸レベル 40. 20m 

土層 1.暗褐色土 (ローム粒多 く、 ロームプロ ッ夕、粘土、焼土少し混じる) 2. 暗褐色土

(ローム粒、ロームプロ ック多く、粘土少し混じる ) 3 . 黒褐色土 (ローム位、ロームプロ ック

少し混じる) 4. 黒褐色土 ( ロームプロ ック少し混じる) 5. 縄色土(ローム粒、粘土多く、ロー

ムプロ ッ夕 、焼土少し混じる) 6. 褐色土(粘土多く、焼土少し混じる) 7 焼土 8. 暗褐色

土(粘土多く、焼土、ロームプロ ック少し混じる ) 9. 褐色土 (粘土、ローム粒多く混じる)

遺物 : 土器片、鉄津が出土

備考 :

56号住居祉 時期 ・ 8世紀前半 位置 F-19-9 形態 方形 規模。 4. 3m 

(図幻9) 深さ O. 5-0. 7m 方位 。 N-l~ -w 床面白 全体的に平坦で堅い

柱穴 主柱 4 個、深さ0.4m、支柱 1 個 周溝 深さ 0.0トO.lmで全周する

カマド 1. 0 X l.lm、燃焼部はよく焼けている 水糸レベル 40.40m

土居 ・ 1.黒色土 (ローム粒少し混じる) 2 . 暗褐色土(ローム粧多く混じる) 3 暗褐色土

(ローム粒多 く、 ロームプロ ッ ク少し混じる) 4. 暗褐色土(ローム粒多く、ロームプロッ夕、

粘土少し混じる) 5. 暗褐色土(ローム粒、ロームプロ ック が混じる) 6 暗褐色土(砂、ロー

ム粒、木炭少し混じる) 7. 灰褐色土(砂、粘土多く混じる) 8 . 暗赤褐色土(砂、焼土が混じ

る) 9. 黒褐色土(砂が混じる) 10. 赤褐色土 (焼土多く混じる) 11.暗褐色土(砂、ローム粒

少し混じる) 12. 暗赤褐色土(焼土が混じる)

遺物. なし

備考
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堀立柱建物社

本遺跡での堀立柱建物祉は 2棟あり、調査区域の一番標高の高い場所を占めている。 2 棟がL字状に並び、遺

物は出土していないが、住居祉等との配置から見て住居祉と同じ時期に存立していたと恩われる。

1 号堀立柱 時期 8世紀前半 位置 F-18-11 形態 3悶 X 2 間 規模 6. 5X4. 2m 

(図280) 方位 N-380 -w 柱穴 円形、径O. ト1. 0、m 深さ 0. 0ト1. 0m 水糸レベル 40.50m 

土居1.暗褐色土(ローム粒が混じる) 2. 黒褐色土(ローム粒、ロームプロック少し混じ

る) 3. 暗褐色土(ローム粒多く混じる) 4. 黒褐色土(ローム粒多く、ロームプロ ッ ク少し混

じる) 5 暗褐色土 (ローぷ粒多く、ロームプロック少し混じる)

2号堀立柱

(図280)

火葬基

遺物.なし

備考南側柱穴 3 個は鍋り方が重複している。 一部の柱穴底部に柱痕を残す

時期・ 8世紀前半 位置 Fー 18ー 12 形態。 3 間 X 2 間 規模・ 5.5X4.0m 

方位 N-590 
-E 柱穴 円形、径O. シ..，(). 7、深さ 0. 5-0.8m 水糸レベル 40. 30m 

土層 1.暗褐色土(ローム粒が混じる) 2 . 黒褐色土(ローム粒、ロームプロック少し混じ

る) 4 黒褐色土(ローム粒多く、ロームプロック少し混じる) 5. 暗褐色土(ローム粒多く、

ロームプロック少し混じる ) 6. 黒褐色土(ローム粒多く混じる)

遺物。 なし

備考 一部の柱穴底部に柱痕を残す

本遺跡では平安時代の火葬墓が 1 基検出された。この火葬墓は土師器を蔵骨器としたもので、表土除去時に上

半分が重機によって移動してしまった。 蔵骨器の中には灰と共に骨片が納められ、方形に掘られた墳の中央部に

埋置されていた。

火葬墓 時期 ー 平安時代 位置 F-19-14 形態 方形 規模 0.8m

(図281) 深さ0.15m 水糸レベル ・ 40. 30m 

土層 1.木炭 2. 砂 3 暗褐色土(砂、木炭が混じる、堅い)

遺物 。 土師葦 (33)、土師聾 (34) が出土

備考。 土師聾の内部には骨片と灰が入っており、聾の周りには木炭か敷き詰められている
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炭焼窯

本遺跡では16基の近代の炭焼窯が検出された。 分布の仕方は台地の西側と東側の縁辺部で、少しゆるやかな斜

面部に位置する。形態は、 16基のうち 3 基は琵琶形のもので、残りの13基は方形あるいは長方形のものである 。

以下、個々の炭焼窯についてのべる。

1 号炭焼窯 時期 ・ 近代 位置 Dー 17- 3 形態 琵琶形 規模 5. 3x2. 7m 

(図282) 深さ O. 1角...().3m 方位 N-810 -w 水糸レベル 35.40m

土層。1.赤褐色土(天井部崩落粘土) 2. 暗褐色土(粘土プロッ夕、木炭が混じる) 3. 木

炭 4. 暗褐色土 5. 暗褐色土(木炭、焼けた粘土プロックが少し混じる) 6 暗褐色土(焼

けた粘土粒が混じる、堅い) 7. 暗褐色土 (木炭が混じる、フカフカ)

遺物 なし

備考 焚き口の両脇に石を据えてある。底面の大部分に粉化した木炭が敷き詰めた状態

2号炭焼窯 時期。 近代 位置。 Dー 17ー 16 形態 ・ 琵琶形 規模 5.1X2.4m 

(図282) 深さ ・ O.05-0.4m 方位 N-700 -E 水糸レベル 36.5m 

土層 1 赤褐色土(木炭多く混じる、焼けて硬化) 2 赤褐色土(ローム粒、木炭多く混じ

る) 3 赤褐色土(焼土、木炭多く混じる) 4 . 褐色土(堅い) 5. 褐色土(焼土、木炭多く混

じる ) 6. 暗褐色土 (木炭多く、焼土、 ローム プロ ッ ク少し混じる)

遺物 : なし

備考 :

3 号炭焼窯 時期 ・ 近代 位置 E-20-6 形態 ・ 琵琶形 規模 3. 2x2. 7m 

(図283) 深さ O.3~O.4m 方位 N-420 -w 水糸レベル ー 35.80m 

4 号炭焼窯

(図283)

5 号炭焼窯

(図お3)

土層。1.砂 2. 黒褐色土 3. 砂(焼けている、側壁) 4. 砂(焼けている、天井崩落土)

5. 木炭(細かい) 6. 黒色砂 (側壁崩落土)

遺物 。 なし

備考 前庭部はトレンチで切られている

時期 近代 位置 E-18-1 形態: 長方形 規模 2.1X1.4m 

深さ・ O.I~.2m 水糸レベル 36.70m 

土層 1.暗褐色土(木炭、焼土粒少し混じる)

遺物。 なし

備考 底面中央部にO.lmの方形の凹みがある

時期 : 近代 位置 . E-18-5 形態 長方形 規模 2.0X1.4m 

深さ : か-<l.lm 水糸レベル 37. 10m 

土層 1.暗褐色土(木炭多く、焼土少し混じる)

遺物 なし
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備考 底面に深さO.lmの溝あり

6号炭焼窯 時期 近代 位置 Eー 19ー 16 形態 方形 規模 1.4X1.5m 

(図283)

7 号炭焼窯

(図283)

深さ 0.3--o.4m 水糸レベル 38. 20m 

土層1.黒褐色土(木炭多く混じる) 2 暗褐色土(木炭、ローム粒、ロームプロック少し

混じる) 3. 黒褐色土(木炭多く、焼土粒少し混じる)

遺物 なし

備考

時期 近代 位置。 cー 16ー 16 形態. 長方形 規模 2.3X1.8m 

深さ O. 4-0. 6m 水糸レベル・ 33.90m 

土層。1.黒色土(ローム粒、木炭少し混じる) 2 暗褐色土(ロームプロックが混じる) 3 

褐色土(ロームプロック少し混じる) 6. 黒褐色土(木炭、ロームプロック多く混じる)

遺物。 なし

備考 底面に深さ O.lmの溝あり

8号炭焼窯 時期 近代 位置 Dー 17ー l 形態・ 長方形 規模 1.8X1.3m 

(図お4)

9 号炭焼窯

(図捌)

10号炭焼窯

(図お4)

深さ 0.4--o.5m 水糸レベル 34. 10m 

土層 1 黒褐色土(ローム位多く、木炭、焼土少し混じる) 2 暗褐色土(ローム粒、ロー

ムプロック多く混じる) 3. 黒褐色土(ロ}ムプロック多く、木炭少し混じる) 4. 暗褐色土

(ロームプロ ッ夕、木炭多く混じる)

遺物: なし

備考. 底面に深さ O.lmの溝あり

時期 近代 位置 E-18-14 形態 長方形 規模1. 6X 1. 0m

深さ ー O. 2-0. 3m 水糸レベル・ 37.50m 

土層 1.暗褐色土 ( ローム粒多く、焼土、木炭少し混じる) 2. 黒褐色土(ローム粒、木炭

少し混じる) 3. 暗褐色土(ローム粒多く、木炭少し混じる) 4 暗褐色土(ローム粒多く混じ

る) 5 暗褐色土(ローム粒が混じる)

遺物ー なし

備考 底面中央部に深さ O.lmの溝あり

時期 近代 位置 F- 19- 2 形態 方形 規模1. 4m

深さ・ 0.3m 水糸レベル・ 40.50m 

土層1.暗褐色土(ローム粒多く、木炭少し混じる) 2. 黒褐色土(木炭が混じる) 3 暗

褐色土(ローム粒、木炭少し混じる) 4. 黒褐色土(木炭多く混じる)

遺物 . なし

備考:
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11号炭焼窯

(図お4)

12号炭焼窯

(図お4)

13号炭焼黛

(図捌)

14号炭焼窯

(図お4)

時期 : 近代 位置 F-19-6 形態 方形 規模 1. 3m 

深さ・ 0.2-0. 25m 水糸レベル 40.50m

土属。1.暗褐色土 (ローム粒、木炭少し混じる ) 2. 黒褐色土 (ローム粒少し、木炭多く混

じる) 3. 暗褐色土(ローム粒多く、木炭少し混じる) 4. 黒褐色土(木炭多く混じる)

遺物 なし

備考 ・

時期 ・ 近代 位置 Fー19- 3 形態 方形 規模1. 5 X 1. 3m

深さ 0.2-イO.3m 水糸レベル 39. 20m 

土層 1 黒褐色土(木炭粒少し混じる) 2. 黒色土(木炭粒多く混じる) 3. 木炭粒

遺物. なし

備考 :

時期: 近代 位置 F-19- 4 形態 方形 規模 1.4m 

深さ 0.0シー0.15m 水糸レベル: お. 30m 

土層 1.黒褐色土(木炭粒少し混じる) 2. 木炭粒 3. 赤褐色土(焼けて堅い)

遺物 なし

備考

時期 近代 位置 F-19-11 形態 : 方形 規模1.2m 

0.2m 水糸レベル 39.50m 深さ

土層 。 1.黒褐色土 (木炭粒少し混じる) 2 赤褐色土(焼土、木炭粒少し混じる) 3 黒色

土(木炭多く混じる) 4. 暗褐色土 (ローム粒少し混じる)

遺物 なし

備考

15号炭焼黛 時期. 近代 位置 F-19-11 形態.方形 規模。1. 3X 1. 4m

(図お4) 深さ ー 0.15m 水糸レベル 39.70m 土層 1.黒褐色土 (木炭小粒少し混じる)

16号炭焼窯

(図お4)

2. 黒褐色土(木炭少し混じる) 3. 黒色土(木炭粒、焼土混じる)

遺物 : なし

備考:

時期 近代 位置 F-19-10 形態. 長方形

深さ 0.2-o.5m 水糸レベル 39.80m

規模 1.9X1.5m 

土層 1.暗褐色土(ローム小粒少し混じる) 2. 褐色土(ローム粒多く混じる) 3. 暗褐色

土(木炭粒、ローム粒が混じる) 4. 赤褐色土(焼けて堅い) 5 黒褐色土(木炭多く混じる)

遺物 . なし

備考 底面に深さ 0.05mの溝あり
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遺物について

本遺跡から出土した奈良・平安時代の遺物は、土師の杯、椀、高杯、裏、甑、手握、須恵の高台付杯、平瓶、

聾片、そして砥石、土玉、石製模造勾玉等であるが、完形品は数える程で、破片を含めても決して多くはない。

しかも、遺構内の出土遺物に関していえば殆んどが覆土中であり、あと包含層からの出土である。 実演l遺物以外

には土器片、鉄棒、軽石等が出土した。以下、遺構番号順に下表でのベる。
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東 表 68 出土遺物一覧 ①

番号 出土地点 器軍 圃聖 口径 胴軍 直謹 器高 色調 焼成 飴土 欄考

1 住 1 土師盟 ヨ コ ナデ、へラケズ リ 19. g' 赤縄 良 s 

2 住 2 土師畳 ヨコナデ、ヘラケズリ 17.7 赤褐 良 s 

3 住 2 土師聾 ヨコナデ、へラケズリ 13.8 13.9 6.0 16.9 褐 良 s 外虚面一次焼

4 住 3 土師怖
ヨコナデ、へラケズリ

14.0 4.3 赤』県縄 良 s 内内面面班黒点帽、
後ヨコナデ

5 住 3 土師畳 ヨコナデ、ヘラケズリ 18.1 19.2 黒褐 良 s 

6 住 5 土師聾 ヨコナデ、へラケズリ 目。 機明褐 良 s 

7 住 5 土師甑 ヨ コ ナデ、へラケズリ 四 6 22.6 11.6 赤縄 良 s 内面煤付着

8 住 5 須恵平絹 ロク ロ 14.7 6.3 杯 良 s 肩に日開徹

9 住 5 土師聾片 ハケ目 淡褐 良 F. B 内面白

10 住 6 土師杯 ロ止クロ ヘラケズリ底ズ部リ
静糸切り後ヘラケ 14.5 6.1 4.9 鳳褐 良 S 

11 住 6 土師質須軍大量 ヨコナデ、 タタ キ 目 43.4 茶褐 tミ s 

12 住 6 土師費 ヨコ ナデ、へラケズリ 18.8 杯褐 良 s 

13 住 6 土師竃片 タタ キ 目 鳳樋 良 s 

14 住 6 土媛ヲ 淡禍 良 s 土を利師杯用底部

15 住 8 土師聾
ヨコナヂ、へラミガキ 、

15.8 14.1 7.0 16.8 縄 良 s へラケズリ

16 住 9 土師事不 ヨ コナデ、へラケズリ 14.7 4.9 褐 良 s 内ガ面キヘラ ミ

17 住 9 土師型 ヨ コ ナデ、 へラケズリ 15.4 15.5 茶褐 良 s 

18 住 9 土師畳 ヨ コナデ、へラケズリ 18.6 褐 良 s 

19 佳 9 土師!l 街ヘ頭ラ町ケ讐ズ後リ ヨコナデ、 12.4 赤褐 良 s 

20 住 9 土玉 1.3 1.1 黒 良 E 孔撞，0.3

21 住10 土師輔 ヨ コ ナデ、 へラミガキ 18.4 10.0 9.6 灰禍 良 s 

22 住10 土師甑 ヨ コ ナデ、 へラケズリ 26.4 23.1 褐 良 s 内面煤付着

23 住10 砥石 長1 0 巾 2.2 厚1. 5 淡貧 揖紋岩 孔0. 3哩xQ.7 

24 住11 土師高杯 へラケズリ、ヨコ ナ デ 10.1 赤禍 良 s 

25 住12 土師畳 へラケズ ')、 6.4 茶縄 良 s 外成面 次構

26 住52 土師聾 ヨコナデ、へラケズリ 17.1 褐 良 s 

27 住52 土師手担 6.8 3.5 5.8 明縄 良 S 

28 住52 土師手直 7.8 3.5 7.0 明縄 良 s 

29 住53 土師係
へラケズリ ヘラ当直、

18.8 3.7 赤褐 良 s 底口辺部墨瞳付刺着、内面ヘラミガキ

30 住53 土師杯
ヨ コ ナデ、へラケズリ、

14.6 縄 良 S 内面へラミガキ

31 住日 土師畳 ヨ コ ナデ、へラケズリ、 10.4 暗褐 良 s 

32 住53 土師費 へラケズリ 8.4 赤褐 良 S 内面風化

33 火葬菖 土師壷 ロ クロ、内面ヘラミ ガキ 2.2 褐 良 S 

34 火務墓 土師型 ヨ コナデ、タタ キ 自の後
15.6 13.2 赤茶 良 S ヘラケズ

35 E-19-6 土師停
ヨ コ ナ デ、ヘラミガキ 、

11.8 3.0 暗禍 良 s 内面へ ラ ミガキ

36 D-18-15 土師杯 ヨコナ デ、ガへラケズリ
後へラミ キ 12.5 3.7 赤縄 良 s 内ガ面キヘラミ

町 D-19-10 土師杯 へラケズリ 12.6 4.8 ヨ事褐 良 S 
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東 表 68 出土遺物一覧②

書号 出土勉点 器形 調聾 ロ恒 胴形 底径 器高 色調 焼成 胎土 個考

38 E-19-6 土師杯 ロクロ 17.2 赤帽 良 s .内外暗面文ヘラ

39 E-19-12 土師係
ヨコナデ、へラケズ'}、

14.4 暗禍 良 s 
内面へラミガキ

40 E-19-15 須恵董 ロクロ 16.4 灰 良 s 自然軸少 し

41 E-19-2 須恵高台付杯 ロクロ 15.4 10.6 4.3 灰 良 s 

42 D-20-1 土師杯 ロク口、低郁回転へラ聞 7.8 褐 良 s 

43 勾玉 長3.7 巾1. 6 厚0.5 孔0.2 滑石 石劃檀遺品

、
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B.北長山野遺跡

遺構について

本遺跡で検出された奈良・平安時代の遺構は、住居祉が15軒、土墳が 2基、それと中世の堀立柱建物社 5 棟、

近代の炭焼窯 3基である。 細長い丘陵の少しなだらかな尾根部分に形成される本遺跡で、今回検出された殆んど

の遺構が北側先端部に集中している。 住居祉は、 3 ヵ所で立て替えや鉱張が行われており、時間的に幅のある住

居祉群である。 本遺跡では、上記の遺構以外にも多数のピ ッ トが検出されているが、性格は不明である。

住居祉

本遺跡での住居祉は15軒検出されており、本遺跡北側寄りの部分に集中している。 そのうち 2号と 16号、 9 号

と 10号、 11号と 12号がそれぞれ重複、立て替えがされている。

以下、番号順にのべるが、 14号は整理の段階で検討の結果、欠番になっている。

1 号住居祉

(図289)

2 住居祉

(図290)

期
さ
穴

時
深
住

8世紀後半 位置 D-14-5 形態 方形 規模 4. 2x5. Om 

O. 25-0. 5m 方位 N-720 -w 床面 全体的に平坦で堅い

l 個、深さ0.25m 周溝 深さ 0.05-0. 1mで東側を除 く 3 面を周る

カマド1. 2 X 1. 2m、遺存度悪〈焚口部のみ残存 水糸レベル・ 35.40m

土層 1.黒褐色土(ローム小粒多く、木炭少し混じる ) 2. 黒色土 (ローム小粒多く、木炭

多く混じる ) 3 赤褐色土 (ローム小粒多く混じる ) 4. 暗茶褐色土 (ローム粒多 く 、ロームプ

ロ ック少し混じる ) 5. 明褐色土 (ローム粒、ロームプロック多く混じる、堅い) 6. 黄檀色土

(ロームプロ ッ クを多 く 混じる ) 7 茶褐色土 〔ローム粒、ロームプロ ッ ク多 く 、焼土粒少し混

じる ) 8 暗茶褐色土 (ローム粧、ロームプロ ッ ク多 く 、焼土粒少し混じる ) 9. &音茶褐色土

(粘土粒多く混じる ) 10. 暗茶褐色土 (ローム粒、ロームプロ ック多く混じる ) 11 暗茶褐色土

(粘土粒が混じる ) 12. 暗褐色土 (ローム粒、ロームプロ ッ ク多く、黒褐色土少し混じる ) 13. 

茶褐色土 (ローム粒、ロームプロ ック多く混じる )

造物 土師杯( 1 )、土師聾 ( 2-4 )、須恵費片 ( 5 ) が覆土中で出土

備考.

時期 8世紀前半 位置 Dー14- 5 形態 方形 規模 2.7X2.5m 

深さ O. ト0.6m 方位 N-200 -E 床面ー平坦で堅い 柱穴 なし

周溝・西側に一部認められる カ7 ド O. 9XO. 9m、遺存度悪い

水糸レベル 35.50m 土層 1.黒褐色土 (ローム小佐多く混じる ) 2 . 黒色土 (ローム小

粒多 く 混じる ) 3. 褐色土 (ローム小粒、焼土粒多 く 混じる ) 4 . 焼土 5. 黒褐色土 (焼土粒

多く混じる) 6. 黒色土 〔木炭多 く 混じる ) 7. 黄褐色土(ローム粒、ロームプロ ッ ク多く混じ

る ) 8. 賞撞色 (ロームプロ ッ ク多 く 混じる ) 9. 暗茶褐色土 (粘土粒、焼土粒、木炭少し混じ

る ) 10. 暗褐色土 (木炭多く、焼土粒が混じる ) 11.暗茶褐色土 (粘土粒、焼土粒少し混じる)

遺物 : 土師杯 ( 6 -11 )、土師甑 (12)、須恵聾片(13)、転用硯(14) が覆土中で出土

備考 16号住居祉と重複する
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3 号住居祉 時期 不明 位置・ Dー 14- 5 形態・ 方形? 規模 3.5X1.8m 

(図291) 深さ 0.5m 方位 N-34
0 

-E 床面 比較的に平坦である

4号住居祉

(図292)

柱穴 なし

水糸レベル 35.00m 

遺物 土器片が出土

カマド。 北壁面に煙道の張り出し部分のみ残存

備考: 西側部分は22号土墳に切られ、東南部分は斜面で流失している

時期 8世紀ヲ 位置 D-13ー 16 形態 方形 規模 4. OX4. 7m 

深さ O. 2-0. 35m 方位 N-320 -E 床面。 全体的に平坦で堅い

柱穴。 1個、深さ0.2m 周溝。 深さ0.05-0. 1mで全周する

カマド 1. 05X 1. 15m 水糸レベル 35.50m 

土層 1.盤色土(ロ ーム小粒、木炭多く混じる) 2. 明褐色土(ローム中粒多く、木炭少し

混じる) 3 . 黄褐色土(ロ ームプロック多く混じる) 4. 黄積色土(ロームプロック多く混じる、

堅い) 5 明黄褐色土(ロームプロック多く混じる) 6. 褐色土(ロ ーム小粒多く混じる) 7. 茶

褐色土(ローム粒、ロームプロック多く、粘土粒少し混じる) 8. 暗褐色土(ローム粒、ローム

プロッ夕、焼士、灰多く、粘土少し混じる) 9. 暗褐色土(焼土粒多く、焼土プロ ック少し混じ

る) 10 暗褐色土(焼土粒多く、粘土粒少し混じる) 11.培褐色土(焼土粒、焼土プロッ夕、黒

色土少し混じる) 12. 暗茶褐色土(粘土粒少し、ローム粒、ロ ームプロック多く混じる)

遺物 君主恵聾片(15-16) が床面で、転用硯(17 ) が覆土中出土

備考

5号住居社 時期 8世紀後半 位置 Dー 13ー 10 形態。 方形 規模 3. 3X4. Om 

(図293)

6 号住居祉

(図294)

深さ 0. 2-o. 4m 方位 N-620 -w 床面・ 全体的に平坦で堅い

柱穴 ・ l個、深さ 0. 17m 周溝・ 深さ 0.05-0. 1mで全周する

カマド O. 9XO. 9m、遺存度悪い 水糸レベル・ 35. 30m 

土層 1.橿色土(ローム中粒多く、木炭が混じる) 2. 明赤褐色土(ローム大粒多く混じる〉

3. 黄褐色土(ロ ーム小粒多く混じる) 4. 黄櫨色土(ローム粒多く混じる) 5. 茶褐色土(粘

土粒少し混じる) 6. 灰褐色土(粘土粒多く混じる ) 7 . 暗褐色土(粘土粒、木炭粒少し、焼土

粒多く混じる) 8. 暗褐色土(焼土粒、灰多く混じる) 9 暗茶褐色土(粘土粒、焼土粒少し混

じる) 10 暗褐色土(粘土粒多く混じる)

遺物 土師杯(18)、須恵聾片 (22) が床面上、土師聾 (20) 須恵聾片 (21)が周溝内で、土

師杯(19) が覆土中で出土

備考

時期 . 不明 位置 D-13-7 

深さ ・

柱穴

。内-0. 1m 方位・ N-210 -E 

2 個、深さ0.35-0.4m

カマド ー O. 45XO. 6m、遺存度悪い
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形態 長方形 規模 6. 9X4. 2m 

床面 平坦で軟弱、トレンチで一部破壇

周溝 . 破填部分除き深さ 0.05mで全周する

水糸レベル 35.40m 



土居 1.暗褐色土 (焼土位、焼土プロ ッ夕、灰多く混じる〉

遺物 : なし

備考:

7号住居祉 時期 8世紀前半 位置 E-13-2 形態:方形 規模 2.6x3.1m 

(図295) 深さ O. 1-1l. 15m 方位 N-42。一E 床面: 比較的平坦で軟弱

8号住居祉

(図295)

カマド :0.7XO.8m、火床部のみ残存 水糸レベル 35.40m 

土層 1.黒色土(ローム粒少し混じる) 2. 明褐色土(ローム粒、ロームプロ γ ク多く混じ

る) 3. 黄褐色土(ローム小粒多く混じる) 6. 暗褐色土(粘土粒、焼土粒が混じる) 7. 黒褐

色土(黒色土、焼土粒少し混じる) 8. 暗褐色土(粘土粒、焼土粒、焼土プロッ夕、灰多く混じ

る)

遺物: 土器片が出土

備考 8号住と重複している。床面の 3個のピットは本住居祉に伴うかどうか不明

時期 8世紀後半 位置 : E-13-2 形態 方形 規模 ー 3.2 X 3.1m

深さ 0.05-0. 1m 方位: N-380 -E 床面. 比較的平坦である

水糸レベル: 35.40m 土居・ 1.黒色土(ローム粒少し混じる ) 4. 

褐色土(ロ ーム小粒多く混じる) 5. 明賞褐色土(ロームプロ ック多く混じる、堅い)

遺物 土器片、鉄棒が出土

備考 : 床面の 3個のピ ッ トは本住居祉に伴うものかどうか不明。南東側の焼土はカマド火床部

の可能性あり

9号住居祉 時期 9世紀前半 位置 E-13-5 形態:方形 規模 3.8X4.4m 

(図29ト297) 深さ 0.2-1l.45m 方位 Nー700 -E 床面: 比較的平坦で軟弱

柱穴 1 個、深さ 0.2m 周溝 部分的に深さ 0.05mで検出

カ7 ド :0.85XO.7m、遺存度悪く火床部と煙道一部を残すのみ 水糸レベル 35.60m

土層 1.黒色土(ローム小粒多 く混じる) 2. 黒褐色土(ローム小粒、木炭粒多く混じる)

3. 褐色土(ローム小粒多く混じる) 4. 明褐色土(ローム小粒少し混じる) 6. 賞犠色土(ロー

ムプロックが混じる) 7. 暗褐色土 (粘土粒、焼土粒少し混じる ) 8. 暗褐色土(粘土粒少し、

焼土佐、焼土プロック多く混じる) 9 暗褐色土(粘土粒、焼土粒、焼土プロック少し混じる)

10. 暗茶褐色土 (焼土粒、 ロームプロ ッ ク少し混じる、火床部構築土? ) 

遺物ー 土師'!I (25)、須恵、建片 (26) がカマド内、土師杯 (23)、土師杯片 (24) が覆土中で出土

備考 南壁際のピットは本住居祉のものかどうか不明、 l()号住居祉の上に 9 号住居祉が構築さ

れている。

l()号住居祉 時期 9世紀前半 位置ー E-13-5 形態;方形 規模 3. Ox3. 3m 

(図296-297) 深さ 0.4シ-0.55m 方位 N-550 -E 床面 少し凸凹があるが堅い

柱穴. なし 周溝 南側は深さ 0.05mで半周するが、北側は一部のみ
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11号住居祉

(図298)

12号住居祉

(図298)

カマド O. 8xO. 75m、遺存度悪く火床部と右ソデ部のみ残る 水糸レベルー 35.60m

土層 5. 褐色土(ローム小粒多く混じる) 6. 黄檀色土(ロームプロックが混じる)カマド

1.暗灰褐色土 (粘土粒多く混じる) 2. 暗褐色土(粘土粒、焼土粒多く、焼土プロック少し混

じる) 3. 暗茶褐色土(焼土粒、ロームプロック少し混じる) 4. 暗褐色土@社粒多く混じる)

遺物。 土師杯(幻-29、 35)、土師墾 (36) がカマド内、土師杯 (31-33)、土師椀 (30)、土師蔓

37) が床面上で、土師杯片 (34)、土師彊 (38) が覆土中で出土

備考 西壁寄り中央の小ピットは木痕の可能性あり

時期 8-9世紀 位置ー E-12ー 12 形態・ 方形 規模 3.2x2.8m

深さ O. 2-D. 3m 方位 N-83' -E 床面 撹乱部を除き比較的平坦である

柱穴 1個、深さ 0.08m 周溝 深さ 0.05mでとぎれとぎれで周る

カマド 火床部のみ残存し、その掘り込み部深さ 0.27m内に暗褐色土(焼土粒多く、粘土粒、焼

土プロッ夕、木炭粒少し混じる)が認められた 水糸レベル 36.60m 

土層 5. 暗褐色土(ローム小粒少し混じる) 6. 褐色土(木開立多く混じる) 7. 黄樫色土

(ローム粒、ロームプロ ック多く混じる)

遺物。 土器片出土

備考。 床面より 8-12叩上面に木炭が分布する。 11号住居祉の床上面に12号住居祉が構築され

ている。

時期 8-9世紀 位置 E-12-12 形態 方形 規模 3.8X3.9m

深さ 0.15-0.2m 方位 N-116' -E 床面。 比較的平坦、軟弱である

柱穴 1個、深さ0.35m 周溝 深さ 0.05-0. 1mでほぼ全周する

カ 7 ド遺存は悪く、煙道部、火床部共に軟弱である 水糸レベノレ 36.60m 

土層 1 黒褐色土(ロ ーム粒、焼土粒多く混じる) 2 黒褐色土(ローム小粒、焼土粒多く

混じる) 3. 明褐色土(ローム粒、焼土粒、木炭多く混じる) 4 褐色土(ローム小粒多く混じ

る) 8 樺色土(ローム粒、ロームプロック多く混じる) 9. 暗褐色土(粘土粒、黒色土が混じ

る) 10 暗茶褐色土 (粘土粒、焼土粒、木炭少し混じる) 11.暗茶褐色土 (粘土粒、 焼土粒、焼

土ブロック少し混じる) 12 暗茶褐色土 (粘土粒、焼土プロ ック少し、焼土粒が混じる) 13. 暗

茶褐色土(焼土粒多く、粘土粒、焼土プロック少し混じる) 14 暗褐色土(粘土粒、焼土プロッ

ク少し、焼土粒が混じる) 15. 暗褐色土(焼土粒、焼土プロ ック多く混じる) 16 暗黄褐色土

(ローム粒多く、焼土粒少し混じる)

遺物 土師杯 (3ト43、 45) がカ 7 ド内で、土師杯 (44、 4ト52、 56-57)、土師聾 (53-54、

58)、土師甑 (55)、紡錘車 (59) が覆土中で出土

備考 11号住居祉より新しい

13号住居祉 時期 7世紀末-8世紀前半 位置 Eー 12- 7 形態。 方形

(図299) 規模 2. 9x2. 5m 深さ・ O. 1-0. 15m 方位・ N-36' -E 

床面 全体的に平坦で軟弱である 柱穴 2個、深さ 0.17-0.25m

-430 ー



15号住居祉

(図300)

周溝・ ところどころに検出

カマド ・ 遺存度悪〈右ソデ部のみわずかに残る。 火床部掘り込みなし 水糸 レベル 35.70m

土層1.暗褐色土 (ローム小粒多く 混じる ) 2. 焼土 3. 黄褐色土 (ローム枝、ロームプ

ロ ッ ク多く混じる、堅い) 4. 褐色土 (ローム小粒多く混じる ) 5. 暗褐色土 (粘土粒、焼土粒、

焼土プロック少し混じる ) 6. 暗褐色土 (粘土粒多く、焼土粒少し混じる ) 7. 黒褐色土 (木炭

粒、焼土粒が混じる)

遺物 土師高杯 (60)、須恵聾片 (61)が覆土中で出土

備考

時期 8世紀 位置 ・ H-12-2 形態 : 方形 規模 ー 2.5X2.7m 

深さ O.2-<l.3m 方位 。 N-140 -E 床面 。 全体的平坦で堅い

柱穴 1 個、深さ 0. 13m 周溝 深さ 0.05mで全周する

カマド 0.8 X O. 9m、壁面より外側へ方形に掘り込んで構築しである 水糸レベル 40.80m

土属 。 1 暗褐色土 {ローム中粒多 く 混じる ) 2 . 褐色土 (ローム粒、ロームプロ ッ ク多く、

焼土粒少し混じる ) 3. 黒褐色土 ( ローム小粒多〈混じる) 4 黄橿色土 (ロームプロ ッ ク多く

混じる) 5. 黄褐色土 (ローム小粒多 く 混じる) 6. 燈色土(ローム粒、ロームプロ ッ ク多 く 混

じる ) 7 暗茶褐色土(ローム粒多く、粘土粒少し混じる) 8. 暗茶褐色土 ( ローム粒多く、焼

土粒、粘土粒少し混じる ) 9. 暗褐色土 (粘土粒、焼土プロ ッ ク少し混じる ) 10. 灰褐色土 (焼

土佐少し、粘土粒多く混じる ) 11.暗褐色土 (焼土粒、ロームプロ ッ ク少し混じる ) 12. 暗黄褐

色土 (ローム粒、粘土粒多く、焼土粒少し混 じ る )

遺物 土師杯 (船、土師聾 (7ト71 ) がカマ ド内で、土師杯 (63、 66-67 )、土師聾 (72)ヰ師

甑 (75) が床面上、土師事不 (62、 6ト65、 69 )、土師聾 (73-74)が覆土中で出土

備考

16号住居祉 時期 9世紀後半 位置 D-14-5 形態 方形 規模 2. 4X2. 05m 

(図290) 深さ ー 0. 2叶.3m 方位 N-350 -E 床面 平坦で堅い 柱穴: なし

カマド煙道部が若干焼けて硬化するのみ 水糸レベル 35.50m 

遺物 :

備考 ・ 2 号住居祉と重複しており、床面は同レベルであるが、本住居祉が 2号住居祉のカマド

右ソ デを切っている。 2 号住居祉出土遺物の内、土師杯(10) と転用硯(14) は本住居祉に伴う

ものかもしれない
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土績

北長山野遺備で1:1: 22:基の土墳が検出されているが、そのうち奈良・平安時代以降と思われるもの 2基について

下記にのべる。

10号住居祉

(図鈎1)

時期 9世紀後半 位置 K-9-4 形態・長方形 規僕 2. 4X 1.筋E

深さ O. 3-0.8m 水糸レベル 40.80皿

遺物: 土師高台付杯 (16) が床面上で、土師杯(11)が橿土中で出土

備考 :

22号住居社 時期: 不明 位置・ D-14-5 形錨・ 楠円形 規慎 3.2X I. 45m

(図301) 深さ 1. 1-1.6血

遺物: なし

備考 3号住居祉を切っている

水糸レベル: お.∞m
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泡立柱建物社

堀立柱遭物祉は、本遺跡の北側に集中して 5練が検出されているが、 2-3号は長軸が東西方向に、 4-5号

は長紬が北東から南西方向に向き、それぞれが 2棟ずつ並行して位置する。 1 号に関しては未調査区域にかかる

為、形態及び長軸方向は不明である。 以下番号順にのベる。

1 号掘立柱 時期。 中世 位置・ Dー 13- 3 形態 ・ 4 間×ヲ 規模 7.2 X ラm

(図羽2、 304) 柱穴 円形、径0.7-0. 8m、深さ 0.2叶. 35m 水糸レベル 35. 10m 

遺物 : なし

備考 : 朱調査区域にかかる為、形態、規模が不明

2号掘立往 時期 中世 位置・ D-13-7 形態 4間X 2 間 規模 9. 6X6. Qm 

(図302、 304 ) 方位 N-87" -w 柱穴 円形、径O. ト1. 3m、深さ0.2ト0. 45m水糸レベル 35. 40m

遺物. なし

備考 南側に並行して 4柱穴があり、本遺構の廟部分か ?

3号掘立往 時期 ・ 中世 位置 D-13-11 形態 3 間X 3 間 規模 9. 3X4. 6m 

(図302、 304) 方位

遺物 ・

備考 ・

N-870 -w 柱穴 : 円形、径0. 6-0.9m、深さ O. 2-0. 55m 水糸レベル 35. 50m

なし

一部の柱穴底部に柱痕を残す

4号掘立柱 時期 ・ 中世 位置 。 Dー 13ー 14 形態 ・ 3 間 X 3 間 規模 ・ 5.8 X 4.1m

(図303、 304) 方位 N-300 -E 柱穴・ 円形、径0. 5ト0.72m、深さ 2.ト'4. 5m水糸レベル 35.50m

土周 1.黒褐色土(ローム粒少し混じる ) 2. 褐色土 (ローム枚、ロームプロ ッ ク少し混じ

る) 3 . 明褐色土 (ローム粒、ロームプロ ッ ク多く混じる)

遺物 ・ なし

備考

5号鋸立柱 時期 . 中世 位置 E-13-1 形態 ・ 2 間X 2 間 規模・ 6. 1 x 4.0m

(図30ト304) 方位 N- 310 ーE 柱穴 円形、径O.ト0.8m、深さ 0.1ト0.42m 水糸レベルー 35. 30m 

遺物 : なし

備考 :
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炭焼策

本遺跡の西側地区に 1 基、東側地区の北寄りに 2基の炭焼黛が検出されている。 l 基には底部に溝が掘られた

もの、他の 2'"は小規横な方形のものである。 3基とも近代のものと恩われる。

1号炭焼黛

(図305)

2炭焼黛

(図305)

3 号炭焼黛

(図305)

時期 近代 位置 K-9-4 形態 長方形 規模 ・ 2.4X1.3m 

深さ O.6-0. 95m 水糸レベル・ 40.30m 

土層1.黒褐色土 2. 茶褐色土(ローム粒、ロームプロック少し混じる) 3. 暗茶褐色土

(ローム粒、ロームプロッ夕、黒褐色土が混じる) 4. 暗黄褐色土(ローム粒、ロームプロック

多く混じる) 5. 暗剣胞土(ローム粒、ロームプロ ック少し混じる) 6 . 木炭 7. 暗褐色土

(ローム粒多く、木炭混じる)

遺物 : なし

備考 : 底面に深さO.lmの放射状溝あり

時期 . 近代 位置。 D-13-11 形態 方形 規模・ 1m 

深さ O.22m 水糸レベル 35.50m

土層 1.黄褐色土(ローム小粒多く混じる) 2 黒褐色土(ローム小粒多く混じる) 3. 明

後色土(ローム小粒多く混じる) 4. 樫色土(ローム粒、ロームプロック多く混じる) 5. 明褐

色土 (ローム粒、ロームプロ ック多く混じる) 6. 木炭

遺物 . なし

備考・ 3号堀立柱の柱穴と重複している

時期 ・ 近代 位置 ・ D-13-15 形態 ・ 方形 規模・ 1. 6x1. 55m 

深さ・ O.4m 水糸レベル・ 35.40m 

土層・ 1.褐色土(ロームプロック多く混じる) 2. 黒褐色土(木炭、ローム粒少し混じる)

3. 暗褐色土(ローム小粒多〈混じる ) 4. 褐色土(ローム粒、ロームプロック多く混じる) 5. 

焼土(木炭多く混じる) 6. 木炭

遺物 . なし

備考 :
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図305 炭焼窯()也)

遺物について

本遺跡から出土した奈良・平安時代の遺物は、土師の係、高台付杯、護、甑、須恵の聾片、そして紡錘車があ

る。又、昼書土器地主 4 点と転用硯が 2点出土している。重複している住居出場畑所あるので、各遺構に対する

遺物の帰属関係を確実にすることが困鍵であった。実測遺物以外には、内黒杯片を含む土器片、鉄棒等が出土し

ている。以下、遺構番号順に下表でのベる。
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~t 表 70 出土遺物一覧①

番号 出土地点 器形 園整 口径 腕形 鹿径 棒高 色調 焼成 胎土 備考

1 住 1 土師杯 ロクロ、低部ケ鯵ズ止糸切
後手持ヘラ リ

7.2 後褐 良 s 

2 住 1 土師畳 ヨコナデ、へラケズリ 17.4 17.6 貧褐 良 s 

3 住 1 土師霊 ヨコナデ、へラケズ'} 21. 4 明褐 良 S 

4 住 l 土師費 ヨコナヂ、へラケズリ 21. 5 赤褐 良 s 

5 住 1 須車聾 平弧行文タタタタキキ目目 、 内面重 黒灰 良 s 

6 住 2 土師杯 ヘ面ラケズリ
内ヘラミガキ 12.7 7.0 3.5 淡禍 良 s 内ル外付面着 タ

? 住 2 土師怖 へラケズリ 12.3 7.5 4.0 淡褐 良 s 

8 住 2 土師杯 へラケズリ 11.8 7.0 3.9 灰褐 良 s 

9 住 2 土師綜 へラケズリ 7.0 淡縄 良 s 庄盟主郎ヘラ当

10 住 2 土師杯 底ロ部タロ ヘ切ラ後ケズリ
回転糸 ヘラケズリ 13.2 6.0 3.8 赤褐 良 s 畢「原.家J ' 

11 住 2 土師綜 ロタロ、ズ底榔回転糸切
へラケリ 11. 7 7.4 4.3 暗縄 良 S 内ル外付面着 タ

12 住 2 土師甑 ヨコナデ、へラケズリ 25.7 暗褐 良 s 

13 住 2 須恵. 平と行タタキ目ろ 、
ころどこ ナデ 黒灰 良 S、 F

14 住 2 転用匝 鳳禍 良 s 富里聾の底

15 住 4 須車置 平内面行軍タ弧タ文キ目タ、タキ自 思 良 s 内ル外付面着 タ

16 住 4 須恵聾 平行タ タキ目 暗庇 良 E 

17 佳 4 伝用匝 後灰 良 s 彊部懇片畳の闘

18 住 5 土師再
ロ クロ底部?

11. 9 7.8 3.7 明禍 良 s 切後手持ヘラケズリ

19 住 5 土師杯 ロクロ、 E節回ズ転糸切
後手持ヘラケ リ 8.2 褐 良 s 

20 住 5 土師聾 ヘラケズリ 23.4 10.6 暗褐 良 s 

21 住 5 須恵畳 平弧行文タタタタ キキ目目 、 内面量 鳳灰 良 s 

n 佳 5 理車車 平行タタキ目 暗禍 良 s 

23 住 9 土師杯 ロ転クロ、切ヘラケズリ底部
回糸後ヘラケズリ 12.4 7.0 4.1 淡縄 良 s 

24 住 9 土師杯 ロクロ 暗禍 良 s 畢書 「吉」

25 住 9 土師聾 へラケズリ 7.8 赤褐 良 s 

26 住 9 須車聾 平行タタ キ 目 思褐 良 s 

27 桂10 土師杯 ロ後タロ 底部?
切手持ヘラケズリ 12.8 6.4 3.7 茶褐 良 s 

28 住10 土師停 ロ手タロ、鹿節回ズ転糸切
後持ヘラケリ 14.4 9.0 4. 1 淡褐 良 s 

29 住10 土師杯 ロタロ 12.7 灰褐 良 s 

3D 住10 土師綜 ヨコナデ、へラケズリ 15.5 灰褐 良 s 外付面着 タ ル

31 住10 土師杯 ロクロ 、底部ケ静ズ止糸切
後手持ヘラ リ 10.0 5.8 3.3 明褐 良 s 内ル外付面者 タ

32 住10 土師杯
ロクロ ヘラケズリ底

12.6 7.6 3.3 後褐 t義 s 昼膏r!t J ヲ部回転糸切後ヘラケズリ

33 住10 土師師 ロ 問クロ ヘ後ラケズリ 底
鋭転糸切ヘラケズリ 11.8 6.4 4.0 暗褐 良 s 畢・ 「吉」

34 住10 土師杯 ロクロ 灰褐 良 s ー・ 「吉」

35 住10 須君原杯 ロタ口、へラケズリ 12.3 6.5 3.7 灰 t設 s 

36 住10 土師聾 ヨコナデ、ヘラケズリ 13.2 赤褐 良 s 

37 住10 土師蜜 ヨコナデ、へラケズリ 19. 1 暗縄~鳳褐 良 s 
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~t 表 11 出土遺物一覧②

書号 出土地点 器売E -・E 口径 庭侵 器高 色圃 鏡店 !15土 .考

38 住10 土師聾 へラケズリ 6.6 鳳褐~略褐 良 s 

39 住12 土師豚 ヨコナデ、ヘラケズリ 9.9 5.7 3.6 暗縄 良 s 

40 住12 土師杯 ヨコナデ、へラケズ ') 12, 6 6.0 4. 7 明褐 良 s 

41 住12 土師綜 ヨコナデ、へラケズリ 12.6 6.5 5.0 赤褐 良 S、 G

42 住12 土師杯 ロク口、ヘラケズリ 11.6 5.7 3.9 黒褐 且 s 

43 住12 土師杯 ロクロ切、ヘラケズズリ底鰯 11.8 6.7 4.2 明褐 良 s 
回転糸後ヘラケ リ

I 44 住12 土師杯 ヨコナヂ、ミヘキラケズリ、 11. 6 7.0 3.9 明褐 良 s 内面へラ ガ

45 住12 土師係 ヨコナデ、へラケズ') 8.8 5.0 3.3 褐 良 s 

46 住12 土師杯 ヨコナデ、ヘラケズリ 13.2 5.2 4. 7 明縄 良 s 

47 佳昭 土師再 ヨコナデ、へラケズリ 13.3 6.2 4.8 暗 良 s 

48 住12 土師杯 ロタロ 12.6 7.2 4.0 淡褐 良 s 内外画風化

49 住12 土師杯 ロクロ切、ヘラケズズリ底郎 12.2 6.5 4.1 淡褐 良 s 畢・r!l J?回転糸後ヘラケ リ

50 住 12 土師杯 ロクロ後、ヘ手ラ持ケヘズラ')ケ.底ズ 12.1 6.2 4.5 淡禍 良 s 飾ヲ切 ') 

51 住12 土師杯 ロク口、切ヘ後ラへケラズケリズ、底部 13.2 7.2 3.6 議褐 良 s 
回転糸 リ

52 住12 土師杯 回ロ転タヘロ、ラヘ切ラケズリ、底節 12.6 7.0 4.3 暗禍 良 S、 G

53 住12 土師聾 ヨコナデ、 平行タタキ目 24.2 23.9 赤禍 良 s 

54 住12 土師置 ヨコナデ、 へラケズリ 17.8 暗縄-j惨禍 良 s 

55 住12 土師匝 ヨコナデ、へラケズリ 20.5 17. 7 赤褐 Eミ s 

56 住12 土師杯 ヨコナデ、へラケズ リ 12.4 7.2 褐 良 s R薗ー タ ル

57 住12 土師杯 ロ転タロ切、ヘ後ラヘケラズケリズ、IlUI 6.4 調風 良 s 回糸 リ

58 住12 土師隻 平行タタキ目、ヘラケズリ 赤縄 E亀 s 

59 住12 肪鍾E巨 5.3 0.7 鳳 良 s 孔畳片置0、 75 

60 住13 土師台付杯
へラケズリ、へラミガ牛、

14.1 8.4 8.0 明樋 良 s 内面へ ラ ミ
ヨコナデ ガキ

61 住13 須l!l!l 平行タタキ目 灰 良 s 

62 住15 土師停 ヘ面ラケズリ 14.0 6.4 4. 1 8惨禍 良 s 内ヘラミガキ

63 住15 土師杯 ヨコナヂ、へラケズ') 13.8 9.6 3.5 赤禍 良 s 

剖 住15 土師杯 ヨコナデ、ヘラケズリ 13.1 7.4 3.4 赤禍 良 s 

65 住15 土師杯 ヘ函ラケズリ 13.8 4.1 赤縄 良 s 内ポ外ロ面制睡ポロ内ヘラ ミ ガキ

師 住15 土師杯 ヨコナデ、 へラケ ズ ') 14.8 8.4 5.1 明褐 良 s 内外面風化

67 住15 土師豚 へラミガキ、へラケズリ 15.4 9.4 6.5 赤褐 良 s 内ガ面キヘラミ

団 住15 土師杯 ロクロ、庫銃ケ回ズ転リヘラ切 12.9 7.0 4.1 赤網 良 s 内ガ面キヘラミ
後手持ヘラ

69 住15 土師杯 'ロ止ク糸ロ、町ヘ後ラヘケラズケリズ、Eリ ・s 12.7 8.0 4.0 明綱 良 s 内ポ外ロ面制優ポロ

70 住15 土師畳 ヨコナデ、 へラケズリ 13.2 14.5 6.1 13.3 赤縄 t量 s 

71 住15 土師畳 ヨコナヂ、 へラケズリ 14.5 16.0 6.6 15.0 碕帽 良 s 

72 住15 土師聾 ヨコナヂ、へラケズ') 14.2 16.6 6.6 17.4 11\褐 良 s 外院面一次燐

73 住15 土師費 ヨコナデ、へラケズ ') 22.7 19, 0 暗褐 良 s 

74 住15 土師直 へラケズリ 9.1 時褐 良 s 

F
h
u
 

a
q
 



、

~t 表 72 出土 遺産物一覧③

.号 出土地点 器影 圃置 ロ橿 胴恒 直径 11高 色飼 織~ 胎土 備考

75 住15 土師恒 へラケズリ 8.7 赤褐 良 s 内面制ポロポ
ロ健

76 担. 9 土師高台付師
へラミガキ、内面

11.6 6.5 ••• 赤" 良 s へラミガキ

77 掴 9 土師杯 ロタロ 、 E・8回ズ転リヘラ 切
後回転ヘラケ 14.5 8.2 '.5 縄 良 s 

78 E-12-7 土師匝 ヘラケズリ 10.0 略構 且 s 

79 H-12-2 土師畳 ヨ コ ナヂ、へラケズリ 11.9 13.2 6.0 12.7 明縄 .良 s 
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ill. 発掘調査の成果

1.先土器時代

今回の発掘調査によって出土した先土器時代資料は、図示したように 2 遺跡ともわずかであったが、その中で

北長山野遺跡から出土した石器は 1 1盲目rrにまとまっていることに加えて、樋状剥離を有する尖頭器という特徴的

形態を示すもので、先土器時代研究の中でも注目されるものであった。 そこでここではこの石器を中心に取り上

げ、先土器時代の成果とする。

樋状~)離を有する尖頭器は、先土1/.5時代研究の発端となった岩宿遺跡でその契機になる石器として発見されて

以来、中部、関東地方を中心に各地でポツポツと検出されてきた。 しかし 1975年頃までは他の尖頭器に注意が引

かれ、多くの尖頭器石器群が発見され、研究論考も多く出されたが、樋状剥離を有する尖頭器に関してはほとん

ど注目されなかった。 1975年になって森嶋稔が長野の男女倉遺跡発掘の成果から男女倉技法を提唱し、樋状剥

離を有する尖頭器が注目されるようになった。 また、 1977年には千葉の東内野遺跡でこの尖頭器が多数占める石

器群が発見され、この特異な石器群の存在が問題となった。さらにこの叩年あまりの聞に、関東、中部だけでな

く、東北、東海地方へとこの尖頭器発見の分布は拡がり、資料も増加していったo そして 1988年から 1989年にか

けて、提 降、伊藤健の両名が、樋状剥離を有する尖頭器に関しての論文を発表、さらに 1989年秋には長野で

尖頭器に関ずるシンポジウムが開かれ、尖頭擦の発生とそれに関わる樋状剥離を有する尖頭器とが大きな話題と

なった。 これまでの成果で注目される論文は堤 腹(1988、 1989) で、ここでは樋状剥離を有する尖頭器を男女

倉型と東内野型との 2 型式に分け、地域的、時間的差として把えようとした。 確かにその名称が言い当てるよう

に男女倉型は長野を中心に、東内野型は千葉を中心にというように、地域的な偏りは認められるが、時間的差に

ついてはそれを認めながらも、東内野型の位置について異を感じる。その疑問を解くひとつの鍵として、北長山

野遺跡で出土した 2 尖頭器は大きな意味を有する。

北長山野遺跡で出土した樋状剥離を有する尖頭器は、堤(1989) によれば 2 点とも男女倉型である。これまで

にも千葉県内では男女倉型の尖頭器は数点検出されており(図310、時-17)、数は少ないがないわけではない。

また、逆に東内野型は武蔵野、相模原台地でも検出されていて(図311、 7-19)、長野にも若干あり、これを見

る限り地域的な偏りはあっても、地域差ではないように恩われる。述べ遅れたがそれぞれの石器の特徴は、男女

倉型が左右対称形の木葉形尖頭器に先端からー側縁に樋状剥離を入れたもので、東内野型はー側縁が角張って左

右非対称の尖頭器先端から角張る恒1)に樋状剥離を入れたものである。 このような形態的なちがいから、それぞれ

を代表する遺跡名から型式名が付けられ、よくその特徴を表わした名として認められる。 しかし千葉においては

両者が存在し、さらに東内野型の極端な形一切り出し形状ーの石器から 、 両者の中間的な石器もあるということ

はどういうことなのか。 おそら く はそこに時間的な変化があるのではないかと想定する。 しかし千葉、特に下総

台地では関東ローム層の堆積が薄く、層位的な差を認め得ることは困難である。そこで石器の形態的、型式的な

差、石器群の石器組成の差などによって、時間的な変遷解明の論考を進めなければならない。

北長山野遺跡出土の石器をもう少し詳しく観察しよう 。 l は両面を入念に調整して、木業形の索形を作り上げ、

最後に樋状剥離を入れて完成している。これに対して 2 の方は裏面に素材剥片の剥離薗を残す半両面調整で、樋

状剥離は 2 回入れ、最後に樋状剥離面の一部を調型車して完成している。両者とも樋状事l離面は左側にあり、多く

の同類尖頭器と同じ傾向を示す。 l は特に典型的な男女倉型の尖頭器と呼んで過言ではないと恩われる。この尖
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頭器に伴って出土した石器は、台形様石器 l 点、剥片 6点、石核 2 点で、石材はいずれもメノウである。台形織

石器は剥片の先端を調整して作ったものである。これらを母岩別に分けると 4 ・ 5 ・ 10と、 6-9 ・ 11 との 2 つ

で、それぞれは接合しない。このような男女倉型の尖頭器と台形様石器、剥片がまとまった石器群が出土した例

は下総台地ではない。他地域では相模原台地の月見野遺跡はナイフ形石器に伴って男女倉型の尖頭器がある。こ

の男女倉型の尖頭器とナイフ形石器との共伴は、両者を組み合わせて使った組み合わせ石器だとする説(栗島義

明、 1989) があり、北長山野遺跡の例も尖頭器と台形様石器との組み合わせが考えられるが、付属の台形様石器

が少ない。このことから月見野遺跡と時間的な近似が考えられる。北長山野遺跡の層位は、関東ローム属が湾〈、

m-IV層の中にあり、層位からは比較できない。

千葉県内から出土した樋状剥離を有する尖頭器の代表例を図310に示したが、同じ地域の中で同類の尖頭器を

あげてもこれだけの形態的な差が認められ、おそらくはその尖頭器の時間的変化を表わしているものと恩われる。

この尖頭器が出現する前はナイフ形石器が主流を占め、その中からこのような、尖頭器ともナイフ形石器ともつ

かない石器が生まれ、檎先形尖頭器へと発達していったと考えるならば、図310の上から下へと石器が変遷した

と恩われる。とするならば、北長山野遺跡の石器は樋状剥離を有する尖頭器の最も新しいもので、これから普通

の槍先形尖頭器へと変化したと推定する。
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2. 縄文時代

A. 遺物からの成果

東長山野遺跡では縄文中期を中心に、多数の遺様、遺物が出土し、その量、質ともに一級の資料といえる。遺

構は中期集落の消長をうかがわせる数の住居祉、土績が検出され、漬物は土器を始め土製品、石器などの多数の

人口遺物のほか、量的には少ないが貝殻、骨角の自然遺物も出土し、中には貴重な遺物も多く見られる。このよ

うな遺構、遺物を合わせて見ると、縄文中期の文化、社会の一端が顔をのぞかせ、過去の人々の息遣いが聞こえ

てくるような気がする 。 その縄文中期の文化、社会の一端を解明して、東長山野遺跡における縄文時代発掘調査

の成果としたい。ここではまず、人口遺物の中で土器について述べ、ほかに土鍍、円板、石鎖、石斧について簡

単な分析をしてまとめる。

土器

東長山野遺跡では、縄文早期から晩期までの各期にわたって土器が出土したが、中でも中期が圧倒的な量を占

めることは先に述べた。その中期の土器も初頭のものがわずかにあるが、その大部分はいわゆる阿玉台式と加曽

利 E式とで、 2 分するように占められる。この 2 つは中期を大きく前半と後半とに 2 分し、関東地方のほとん

どに分布し、さらにその周辺地域にも影響をおよぼした大きな土器型式である。中期は縄文時代の中で最も隆盛

した時期と言われ、特に関東地方を始めとして東日本では大規模な遺物が各地で出現し、土器は最も多様、多彩

で、文様、装飾の見事なものが作り出されている。 このようなことから縄文時代の研究の中でも、この中期の研

究が最も進んでいて、古くから多くの論考、論文が出されている。

中期の土器研究では、山内靖男(1928) が初めて土器型式を細分して、それぞれに名称を与えてその基礎をつ

くり上げていて、この時すでに阿玉台式、加曽利E式が出ている。これをもとに山内はさらにいくつかの土器型

式を足して、 1940年頃には中期編年の大枠ができた。この研究初期の段階では、各土器型式の設定に力点が置か

れ、それらの時間的序例、及び併行関係の解明などがなされていった。さらに吉田 格(1956) は加曽利E式を

細分したことから、それぞれの土器型式の細分がなされるようになる。その後、この加曽利E式の方は関東地方

全体に分布することから、盛んに土器研究、また遺構研究が進められていったが、 一方の阿玉台式の方は資料の

増加が少ないからか、西村正衛 (1972) の研究以外に主なものはない。 このような土器型式の細分に対して、安

孫子昭二他(1980) は従来の細分とは別に加曽利E式を段階的に細分し、さらに 1981年の日本考古学協会シンポ

ジウムでは関東地方の中期全体を10期の段階に分け、中期の全体像を把握しようとしている。その翌年には、谷

井 彪他(1982) によって、関東地方の中期全体を 14期にわけるとともに、これまでの関東地方における中期土

器研究の整理、集大成がなされた。 このような最近の土器を段階的に細分する方法は、それまでの l つの土器型

式をいくつかに細分する方法より、柔軟性があって既成概念にとらわれることなくできることであり、それによっ

て他の地域の土器、異なる型式の土器と比較することが容易である。従来の土器型式の細分による編年では、そ

の所でどれがどの型式に属するかとか、どの型式とどの型式とが併行関係にあるかとかで、細分すれば細分する

ほど行き詰まっていった。 その窓昧で土器型式細分でなく、段階的な細分はさらに研究を進める上で有効な方法

と言えるだろう 。

東長山野遺跡では、阿玉台式の初頭から加曽手IJE式の終末まで連綿と続き、その土器を並べてみると器形、文

様が次第に変化しているのが読み取れ、これを編年的に区割り、分類することが難しい。また遺構から出土した

共伴土器を見ると、これを器形、文織等による土器分類をして、全く別々のものになってしまうおそれがある例
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もある。そこで本書では前述したように土器分類をせず、谷井他(1982) の段階的細分を参考にして、東長山野

遺跡における中期の段階的時期区分を試みる。ここでは遺構説明の項で示したこの段階的時期区分を、その根拠

となる土器を示して、東長山野遺跡における縄文中期土器の特徴をまとめることにする。東長山野遺跡では阿玉

台式初頭から加曽利E式終末までが主体的に出土し、この間の土器を日期に細分した。以下、 l 期から 1 3期まで

順次簡単にまとめ、他との比較で気付いたことを述べる。

1 期 l 期は阿玉台式初頭土器のあり方を考えて、それに当たる土器の抽出を斌みた。これはその前時期

(図312) である五領ヶ台・下小野式の影響、なごりを有している土器で、好例としては千葉県小見川町白井富

貝塚の第三群土器であり、それに類似するものとして本遺跡でも探してみて示した。谷井他 (982)

ではE期として様式では五領ヶ台、従来の土器型式では阿玉台 1 a式がこれ当たるとした。本遺跡で

はそれらを参考に、口縁部に結節沈線による連孤文を有する土器を取り上げた。結節沈線は細く、連

孤文のある日縁部の文様帯には隆帯の区画はない。 このような特徴は白井雷貝塚の第三群土器に近く、

この後の 2 期の土器より古いと考えた。しかし千葉県柏市水砂遺跡では、この土器と 2 期の土器との

共伴があり、文様でも 2 期と比定できる土器に連孤文のあるものがある。このようなことから l 期と

した土器は 2 期に含めて考えた方がいいと思われる。 その 2 期の中で、ここに示した土器が比較的古

い方かもしれない。

2 期 2 期は59号住居祉でまとまって出土した土器の一群を指標とした。その特徴は隆帯による文様区画

(図312) と、細い結節沈線による曲線文を主体lら爪形文、輸積み痕、また大きい波状口縁、把手などが加わ

り、前半期の中で最も文織の多様な土器が出現する時期である。土器型式では阿玉台 1 b式に当たり

谷井他(1982) ではW期になる。この時期は遺跡の数は多く、千葉県内では各地で土器が出土してい

て、阿玉台式といえばこの時期のものが典型的であり、阿玉台式の初頭でありながら、器形において

も深鉢、浅鉢 2 形態がそろい、その様式的特徴が完成されている。本期の遺構は59号住居祉のほかに

58号住居祉があるのみであるが、この遺構に比して土器の量は多く、後の遺織に破蟻された遺構がま

だあったと思われる。包含層の土器では717-734が同期とする。

3 期 3 却jは82号土壌でまとまって出土した土器の一群を指標とした。本期になると隆帯の文様区画は顕

(図312) 著となって口縁部では枠状化し、さらに胴部にも同様の文様構成の類型化が見られる。 結節沈線は半

戴竹管で刺突するようになり、またそれで沈線をも引いている。器形では平縁の深鉢、波状口縁から

把手へ変った深鉢、有文の浅鉢、無文で内面有段の浅鉢など、 一通り見られ、 2 期の土器がそのまま

少しずつ変化している。土器型式では阿玉台 1 b 式に入り、谷井他(1982) ではV期に当たると思わ

れるが対比できる土器が少なく明確でない。本期はほかに234号土墳からもまとまって出土し、包含

届では73シ-787、 814-824、 828-829、 835、 861が属する。また、異系統の土器として勝坂系が混じ

り、 867-874がこれに当たる。

4 期

(図313)

4 斯は遺構からのまとまって出土した土器群がなく、遺構では225号土績で l 点出土した以外は、

ほとんどが包含盾から出土したものである。扇状把手は富士山状の波状口縁となり、口縁部と胴部と

を画する形態の深鉢になる。 陵帯の枠状文は口縁に限られるようになって単純化し、胴部に下垂する
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隆帯は曲線を描いたり、渦を巻くように付けられている。結節沈線は半裁竹管の刺突化が強く、また

より鍬密な施文をするようになっている。浅鉢も、有文、平縁のものは文様が単純化し、内面有段の

ものは波状部が顕著になり、外面突起が消える。文様で勝坂系の影響を受けた角押し文が、この時期

に現れる。土器型式では阿玉台E式になり、 谷井他(1982) では羽期に相当する。包含層の土器では、

7飽-813、 82ト827、 83ト860、 862-866があり、上述した以外に文様、把手の形態など単純化の反

面、多様化してもいる。勝坂系の影響を受けた土器では、 87か-895があり、 3期より多くなり、また

東北の大木系と思われる土器、 902が注目される。

5 期 5期は遺構が増加し、土器もそれに比例して増え、また器形、文様などに多様化がみられる。しか

(図313) し;遺構からの一括的なまとまった土器群はなく、その全体的な特徴は多様化を考えても今ひとつ明確

でない。器形は 4 期に引き継ぐ土器があるが、さらに括れのない深鉢、内面有段で平縁の浅鉢が出現

する。また深鉢の口縁部は、 3 単位、 5単位の波状、把手や、文機構成も現われる。文様は地文に

縄文、条線文を施した土器が増え、結節沈線はわずかに残るのみになり、それに代わ守て角押し文、

押し引き沈線になる。また交互事IJ突文が再び現われ、様式的に阿玉台式が減少傾向なるとともに、そ

れに換って別の様式に、例えば後の加曽利 E様式の廟芽へと結び付けていくのだろう。また本期に

属させた 5 、 550は他に類例がなく、系統的にどういうものか不明である。土器型式では阿玉台E式

になり、谷井他(1982) では羽期にあたる。包含層では 8ω9か.、.‘-9

が本期に属する。勝坂系は不明であるが、 4 期に入れたうちの88シ-890、 893が 5 期かもしれない。

6 期 6期はさらに遺構が増加し、土器も多く、また多様化が目立つ。本期になると様式的な阿玉台式は

(図314) 少なくなり、浅鉢と包含層出土の破片が見られるぐらいになる。器形では波状口縁、把手のある深鉢

が多くなり、胴部は揺れを有し、中期に多い特徴的な器形をした土器が増える。浅鉢は 5期に続く形

態が一通りあるが、さらに口縁が内湾するもの、勝坂系のものもある。文様は縄文地文の土器が増え、

隆帯は太くなり、また勝坂系の影響を受けて沈線文も多用されるようになる。浅鉢の文様も角押し文

に換って説;線文になっている。一方深鉢では交互刺突文が多用されている。 このように本期では阿玉

台様式が少なくなり、加曽手IJE様式化が進んでくる。土器型式編年では阿玉台W式に当たり、谷井他

(1982) ではVI期になる。包含厨では 903- 905、 907-ω8、 910 - 912、 931- 933、 935 - 1010、

102少-1039で、阿玉台W式が少なく、いわゆる中峠式と呼ばれる土器群が多い。また勝坂系では1040

-1053、 1182があり、 ほかに大木系かと恩われるものに955があ る。

7 期 7 期は東長山野遺跡の長盛期前半になり、土器の賀、量ともに頂点に透してきている。器形は把手

(図3 15 を持った深鉢が主体になり、 平縁、波状口縁の深鉢が続き、浅鉢は 6期に続く形態のものに加えて、

-316) 台村、把手付がある。把手は丸い孔をあけたものが特徴で、中には大きく盛り上げたものもある。文

様は口縁部に隆帯、沈線、胴部には縄文に集約され、阿玉台様式は文憾ではほとんど消え、胎土にな

ごりを残すぐらいになり、加曽利E様式が顕在化してくる。特に深鉢では初期の特徴であるクランク

文が現われ、浅鉢では隆帯による渦巻文が施されるようになる。また器形、文織ともに曲線的になっ

て、丸みを有するようになる。このように本期になって土需の様相がほぼ完全に変わり、この 7 期を

もって中期後半に入ったものとする。土器型式編年では加曽手IJE 1 式初期になり、谷井他(1982) で
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は医 a期にあたる。包含層では1011-1028、 1054-1055、 1060 -1108、 1112、 1117-1136、 1186

-1187がある。勝坂系として29を共伴関係から本期に入れたが、これは 6 期の可能性もある。異系統

は勝坂系に換って曽利系が出て、これには1183-1184がある。

8 期 8 期は東長山野遺跡最盛期の後半になり、土器の豊富さは最高に達している。器形はいわゆるキャ

(図317 リバー形の深鉢をはじめ、筒形、コップ形などがあり、浅鉢では有文と内面有段のほか、少し深めで

-318) 縄文を施したものもある。 他に台付土器、土器台があり、 637 は有孔鍔付土器の可能性もある。文様

は口縁部の沈線文は残るが、地文に縄文が主流となり、クランク文、渦巻文などが類型化してくる。

これは浅鉢の文様も、やはり同じことが言える。 この 8期の中でも旬、 94に代表されるような、筒形

で口縁部と胴部を画する凸帯を付けた土器は、他にあまり類例を見ない。しかしたぶん、 6 期の435

の土器が変化したものと恩われ、群馬県の三原田遺跡で両者の中間的な土器が出土している。土器型

式編年では加曽利 E式中頃になり、谷井他 (982) ではIXb 期に当たる。包含層では 1109-1113、 1

137-1181、 1188-1193、 1195-1201、 1212-1223がある。

9 期 9 期は東長山野遺跡の最盛期を過ぎ、土器もいくぶん少なくなる。器形は深鉢では 8 期からの継続

(図319) 的なものがそのままあるが、把手は簡略化してきて、波状口縁となる土器もある。 浅鉢では少し深め

の有文のもの、無文で胴が丸いもの、内面有段のものがある。文様は 8期に類型化した隆帯による渦

巻文が主流になり、口縁部文様帯に施している。 有文の浅鉢も深鉢と同じように、縄文地文に渦巻文

を施しであり、全体的に文様の変化、多様性がなくなってきている。土器型式編年では加曽手IJE 1 式

新の方で、谷井他 (982) ではX期に当たる 。 包含層では 1114、 1194、 1202-1211、 1224-1260、が

ある。曽利系で1185がある。

10期 10期は東長山野遺跡の寝返期に入って遺構が少なくなり、土器も器形、文様に勢いを喪失しかけて

〔図320) きている。器形はキャリバー形が少し弱くなり、把手がな くなって弱い波状口縁がわずかに残り、ほ

とんどの深鉢は平縁となる。浅鉢は有文のもの、無文胴丸のものは継続するが、中期前半から続いた

内面有段のものはなくなる。文様は口縁部文様帯の渦巻文は簡略になり、口縁部と胴部を画する隆

帯は沈線になって、そこから沈線をつなげて縦沈線を垂下させている。浅鉢の文様も沈線になり、 9

期にあった渦巻文はなくなる。土器型式編年では加曽利E 1 式新から E式になるもので、谷井他 09

82) では沼期に当たる。包含層では126今、-1277がある。

11期 11期は 10期からの傾向がそのまま続き、さらに土器が減少している。器形は深鉢ではキャリパー形

(図32 1) が残るが、形としては弱くなる。また胴部が揺れる連狐文土器が出現し、曽利系の土器も顕在化する。

浅鉢は10器からの継続する有文のものと、無文の胴丸のものがあるが、全体としては少なくなってい

る。文様は口縁部の文様帯は渦巻文から単なる枠状文へと簡略化が進んでいるのに対し、連盟文土器

の出現で新しい文様構成を造っている。また曽利系の土器は条線で重ml文等を施してある。中期初頭

からあった交互刺突文は、この 11期に単なる連続刺突文へと変り、 13期までに消える。土器型式編年

では加曽利 E lI式になり、谷井他 (982) では却期に当たる 。 包含層では 1278-1319 があり、こ

のうち曽利系は 127か-1288である 。
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12期

(図32 1)

12期は遺構がわずかになり、土器も少ない。器形はキャリパー形の深鉢が残るが、 胴部の括れは弱

くなり、浅鉢は少し深めの有文の土器があるだけである。文様は口縁部文様帯がなくなり、口縁から

胴部にかけて、細くなった隆帯を付け、地文には縄文を施している。隆帯は大きい渦巻文を描いてお

り、これは大木系の影響である。浅鉢の文織は条線である。土器型式編年では加曽手IJEill式になり、

谷井他(1982) では Xill期に当たる。包含層では 1320-1336がある。

13期 13期は中期終末期に当たり、東長山野遺跡では遺構もさらに少なく、土器も少ない。器形は口縁部

(図321) が少し内湾する深鉢が主となり、口縁が少しっぽむ深鉢もあるが、浅鉢はなくなる。文様は縄文地文

で、細い隆帯を口縁に沿って付けたり、それから垂下させただけの簡単なものになり、また口縁に一

列の刺突文を付けたものもある。地文に条線を施した土器もある。土器型式縞年では加曽利 EIV式に

なり、谷井他(1982) ではXIV期に当たる。包含層では1337-1345がある。

以上、東長山野遺跡の中期を土器から 13期に分類し、その各期の土器の特徴を簡単に述べたが、実調IJ図に示し

てあるように様々な土器があってここで言いつくせたとは恩わない。 また段階的時期区分においても、当初の考

えと分析の結果とで異なるところがあって、 1 :期と 2 期とを合わせた方がいいということもあった。このような

ことから、 1 ・ 2 期から 13期までをまとめ整理して示したものが図322である。 これでは横に各段階の土器を並べ、

縦にそれぞれの形態の土器を系統的に繋がるよう配置した。これによると特に浅鉢で形態の系統的な変化がわか

り、深鉢でも形態の系統的変化が見られるが、その変化が著しく、また各期説明の途中から述べたように様式に

おける変換、および影響、移入などがあって、系統的な結び付きが複雑になっている。しかし、だいたいを概観

すると、本遺跡で主体となる阿玉台棟式、加曽利E様式は、波状あるいは把手付きの深鉢、平縁の深鉢が中心と

なってあり、他の形態、他の系統の深鉢が客体的にあるということである。

ここで阿玉台様式、加曽利E様式と述べたが、この様式について少し行を割くことにする。ここで言う様式と

は、これまでに細分された土器型式の中で、いくつかの共通する特徴がとらえられる土器型式群をまとめ、その

特徴の組み合わせ総体を示す。しかし東長山野遺跡で見るように、こうしてとらえられたいくつもの特徴が時間

の経過とともに、 一部は変質あるいは欠落したり、その特徴の一部が潜在的に残る場合もあり、必ずしも一元的

にとらえられるものではない。けれどもこの様式を把えることによって、それを創造した文化の実態が解明され

ると思える。さらにつけ加えるならば、この様式は時間的、空間的に枠をはめるものではないので、異なる様式

との関係が密接に考えられるだろう。図323に示したものは東長山野遺跡から得られた成果から、関東地方を中

心とした縄文中期における個々の様式の時間的、空間的位置と、それぞれの影響関係、消長を表したものである。

この図を見ながら東長山野遺跡を概観すると、遺跡に初めて定住した l 期には阿玉台様式が五領ヶ台様式、下小

野様式の影響から成立して完成した時期になる。 本遺跡では 4 期まで阿玉台様式が主体を占めるが、 5期になる

と加曽手IJE様式の芽ばえが見られ、 6 期には逆転してしまい、阿玉台様式が少なくなり、また勝坂様式、大木様

式の影響、移入が積極的になる。 7 期には加曽利 E様式が完成し、阿玉台様式は文様の一部、胎土、浅鉢に名

残が見られるぐらいになり、 9 期には完全に失う。加曽和JE様式も 10期を境に先細りするようになり、 13期を最

後に様式の入れ換えがあって中期が終り、後期へと移って L 、く 。 図323では加曽利E様式を下総 ・ 上総と西関東

とに分けたが、これはその出現前の勝坂様式と阿玉台様式との地場的な主体性の違いによる影響の与え方の差や、

単なる地域的な違いによって、それぞれ若干異なった様相を示すためにこのように示した。これを見てわかるよ

うに加曽利E様式の萌芽を西関東より下総 ・ 上総の方が早くしたのは、本遺跡で示す例のごとくで、西関東では
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勝坂儀式が根強く残ったためと想像する反面、勝坂様式がすんなり加曽利E様式へ変化したとも考えられる。ま

た本遺跡では阿玉台様式が早く衰退するが、下総台地の利根川沿い、常総台地では強く残って阿玉台W式まで見

られる。

このように縄文中期を様式で分類してみると、ひとつの土器型式が宙に浮いてしまう。それは中峠式で、下総

考古学研究会によって千葉県松戸市中峠貝塚が発掘調査され、そこから出土した阿玉台式でもなく加曽手IjE式で

もなく、両者の中間的な土器に対して付けられた土器型式である。この中峠員塚の調査以来、下総台地を中心に

主に北関東各地で類例が多く発見され、東長山野遺跡でも 5 期から 7 期にかげて類例となる土器がある。しかし

ここではあまり中峠式についてふれてこなかったのは、本遺跡における土器の共伴関係、および土器型式として

あるいは前述の様式として独自性がこの土器型式に欠けるところがあるからである。つまりここではこの中峠式

に類似する土器を、加曽事jE様式のプロトタイプとしてその様式の初頭に位置づけようとした。 その方が加曽利

E様式の下総台地における生成段階が解明されると恩われたからである。 もっともこの中峠式が設定された時に

は、加曽手IjE 1 式はこういうものであるという定義があって(これは本遺跡では B期に当たる)、それより古い

加曽利E様式の土器をどういうように土器型式として設定するか、その苦肉の策の結果として出てきたと恩われ

る 。 そこに従来の土器型式編年の限界があるのだろう。この中峠式の問題については具体例を示さないで簡単に

述べたが、中峠式はその土器の特徴から加曽手IjE様式の中に収蝕されるものとして、ここでは結論する。

このなか土器についてはまだ様々な問題、視点があるが、これで土器についてのまとめを終えることにする。

土錘

東長山野遺跡から出土した土錘は全て土器片を利用した土器片錘で、他の素材によるものはない。その土錘の

時期は中期のもので、その素材破片によって前半期のもので後半期のものとに分けられ、後半期のものが少し多

いぐらいでほぼ 2 分しである。土鍾は形態的には円形、楕円形、方形、長方形などがあり、周囲の調整は打ち欠

いただけのもの、麿つであるもの、紐掛けは大きく広いもの、糸で擦り切ったほど細いもの、また紐掛けが一対

だけのもの、 十字に 2 対、 平行に 2 対あるものなど、様々なものがあるが、時期的な偏在性、特徴はあまり認め

られない。そこでここでは計測値をもとに作成した図324のグラフを見ながら、本遺跡で出土した土錘について

まとめることにする。

図324の上段の 2 つのグラフは、左が前半期、右が後半期の土錘の長幅関係を示したものである。これで前半

期と後半期との土錘を比較すると、前半期より後半期のほうが少し長めの傾向に作っている。また後半期の方が

少し大きめでもある。図の右側中段にあるグラフは住居祉出土の土錘の重量分布を示したもので、これを見ると

土錘がある重量のところにいくつかのプロックをつくって分布し、特に35号住居祉、 41号住居祉で顕著である。

下段の左が前半期、右が後半期の包含層出土の士錘の重量分布である。前半期ではl1g をピー クに、後半期では

14g をピークに分布し、重くなるに従って漸減するが、かなり分布に凸凹がある。

以上、 5 つのグラフから気付いた事を述べる。

長幅分布、重量分布から、前半期と後半期とで若干の差が認められ、それぞれの時期にそれぞれ土錘が作られ

後半期に前半期の士器片を利用して作っ た可能性は少ないと恩われる。長幅分布ではほうき屋状に分布して、そ

の偏在性が認められないのに対して、住居祉出土の重量分布のプロ ック化、包含層出土の重量分布の凸凹がある

ことは、長幅よりも重量の方に重点がおかれて製作したと思われ、土錘としてその機能の本源性を示すものであ

る。さてこの重量分布における偏在性は何を示すものであろうか。そこでもう一度住居祉出土の重量分布を見る

と、仮にこのー住居枇から出土した土錘のまとまりが、 土錘を使用する時の一組とすることはできないだろうか。
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住35では 14個、住41では 13個、住42では 12個、住61では 12個と、数の上では12-14個に集束する。プロック数で

は住35が 4 個、住41では 3 個、住42では 4 個、住61では 4 個と、 3 -4 個のプロックに分けられ、それぞれの住

居祉でそのプロックはずれるが、大体10-30g、 31-55g、 60-8旬、 80g 以上というように分けられる。また軽

い方が多く、重くなるにつれて少なくなる。 こうした土錘の組み合わせ構成は、その使い方、伊jえば漁網に装着

する時の機能を考えての結果と把えられないだろうか。包含層の重量分布は、そうした土鍾が集成されたことに

よって、部分的に多くなったり少なくなったりの凸凹がグラフに表れたものと恩われる。

円板

円板は無孔、有孔、また円形だけでなく楕円形、方形に近いものなどがあり、その素材は土錘と同じように全

て土器片を利用したものである。円板も前半期から後半期にかけてあり、前半期ではほとんど無孔で、円形であ

るのに対し、後半期になると有孔、方形に近いものなどが現れる。有孔円板は無孔の円板と使用法が異なるかも

しれない。ここではこれらの中から包含層から出土した無孔の円板について、前半期と後半期とが数の上で対比

できるため、取り上げてみた。

図 325 の上段は、友が前半期、右が後半期の円板径の分布を示したものである。これによると前半期では、径

2.5岨前後のと ころに集中し、他では少なくなり、後半期では径 3.3咽を中心に山形に分布する。下段は左が前

半期、右が後半期の円叡重量の分布である。前半期では 7-8g前後に集中し、後半期では 8 gが最も多く、 15

g 前後に集中する。

円板は前半期の方が小さく、径、重量ともに比較的そろっている。それに対して後半期のものはばらつきがあ

り、径で 8 四をこえ、重量で100gをこえるものまである。さてこの円板の用途であるが、未だに有力な論考は

なく、全く予想、がつかないところである 。 ただここの分析によって前半期では大きさ、重量にある程度まとまり

がある所から、実用品として土錘に単じるものとして使ったか、あるいはこれを飛ばして烏でも狩ったのであろ

うか。それとも江戸時代に盛んに作られた土面子に擬して(時代的にはかけ離れるが)、玩具として当時の子供達

の遊びに使われたかと愚想するのみである。

石鎌

石織は約2∞点ほど出土したが、そのほとんどは包含届出土のもので、遺構特に住居祉からの出土は少なく、

土器との共伴によって時期が特定できるものがわずかであり、中期の中における石餓の時間的な変化を分析する

ことは不可能である。そこでここでは石畿の全体的な傾向を、その計測{置から示してみることにする。東長山野

遺跡で出土した石織の形態はほとんどが有脚で、両面調整で中には鋸歯を作り出してあるものも 4 分の l ほどあ

る。石材は黒曜石が最も多く 6396あり、他にチャート、安山岩、凝灰岩などがある。黒曜石は良質なものが多く

ほとんどは信州系のものと思われる。

図326の上段は石鯨のグラフである。左は長幅分布を示しであり、これによると全体として長さに対して幅は

あまり変位せず、長さが短かくても帽の広いものがあって、大きくなるにつれて長さのみがのびている。石織の

長幅分布としては、長さ 2.0cm、幅1. 5岨を中心に多く分布し、 2 : 1 の割合で大きくなる。中央は石畿の重量分

布で、軽いのは0.2g から、重いのは6.9g まであり、1. Og が簸も多く、だいたいその前後に集中する。右は石鎌

の先端角の分布を示したもので、最も鋭角は32・、鈍角は1060 まであり、だいたい60・を中心に分布する。

この 3 つのグラフから、石鍬は全体的に一定の傾向のもとで作られていて、い くつかの傾向が重っていること

は認められなかった。 また石鎮の長幅比と先端角との聞には相間関係、があって、長幅分布とを考えてその傾向を
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みると比較的小さいものほど鈍角となっている。このほか数値では表われない形態的な特徴側縁が直線的か曲

線的か、脚が開いているか湾曲しているか、脚の先端が尖るか丸いかがあり、いくつかの形態に分けられる。

その主な形態の具体例を上げると下記のようになる。

A類一一側縁が直線的で脚はあまり尖らず、先端が鋭角である。また鋸歯縁が多い、最も数がある。

19、 20、 24、 41、 58、 66-69、 74-80、 84、 98-101、 103-106、 10告、.110、 114-115

B類一一A類に似るが、脚は尖り、さらに長いものである。

81、 107-108

C類一一側縁が曲線的で脚は尖り、少し長めのものである。 A類に次いで多い。

2 、 6-7 、 9-11、 14、 16、 28-29、 31、 36、 3争-40、 43、 4シ-46、 52、 54-57、 70、 ιs.，旬、旬、

96、 111-11 3、 119、 121

D類 C類に似るが、脚は丸くなっている。

l 、 4 、 6 、 8 、 13、 22-23、 2合同27、 33、 37-38、 44、 50、 53、 65、 71 、 73、 86、 88-89" 93、 95、

102 

E類一一C類に似るが、長さに対して幅が広く、先端が鈍角で脚が長いものである。

63、 87

F類一一側縁が直線的で、脚は外向するようになって尖がり、正三角形に近い形である。

5 、 30、 49、 59-61、 82

以上、気づいただけでも 6形態あり、その中で A ・ C . D の 3 類が優勢である。グラ 7では形態別に表わさな

かったが、ほとんど混在していると恩われ、計調l値と形態との差はないと考える。同時期の他遺跡と比較すると、

石鉱は同じ形態組成を示しており 、 このような形態組成が縄文中期の石鉱の特徴と言えよう 。

石斧

石斧は全体で130点ほど出土したが、そのほとんどは欠損しているものが多く、図示した中でも半数近くが欠

損している。この欠損については石斧の使い方に起因すると思われるものが多く、その欠損部位は刃部と基部と

の 2 つに大きく分けられる。石斧は前述したようにほとんどが磨石斧であるが、その中で全体を磨いた完全磨石

斧は 3 W1J弱と少なく、多くは打劃l調整後に刃部を磨いたもの、手ごろな円礁の一部を磨いたものである。これに

対して打石斧は少なく、純粋な打石斧は l 点のみである。石斧も計測値をグラフ化したので、これについて少し

ふれる。

図326の下段が石斧に関するグラフである。左は石斧の長幅分布で、これによると小形のものから大形のもの

まで連続的に分布し、機能、使用目的は別として、小形のものが特別な石斧でないことは確かである。中央は石

斧の重量分布で、軽いものは5.3g から、重いものは300g まであって、その幅が広いが、 70g 以下が大半を占め

ている。 これは大形の石斧の多くが欠損していて、これを除いてあるためでもあるが、それでも比較的軽量であ

る。右は石斧の刃角の分布を示したもので、だいたい64。を中心に分布が広がり、この石斧の中では、これの機

能、使用目的で一定の指向性があったと考えられる。

東長山野遺跡で出土した石斧は、石鉱と同じように遺構から出土した例が少なく、その形態的特徴の時間的な

変化を把えることできない。ただ41号住居祉から 4 点出土しているが、これも形態的にはそれぞれ異なり、その

特徴は把えられない。石斧の石材は緑泥石が最も多く、次いで砂岩、凝灰岩などがあり、その供給源は北関東に

求められる。同時期の他遺跡(例えば草刈遺跡)の石斧と本遺跡のそれとを比絞すると、形態的にはほぼ同じ傾
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向を示すが、石材では草刈遺跡の方が砂岩が多く、その点で異なり、遺跡の位置の違いによ勺てその供給が異なっ

ていたのだろう。

ヘラ状石器

東長山野遺跡で出土したヘラ状石器は破片も含めると30点ほど出土したが、同時期の他遺跡ではほとんど類例

はなく、本遺跡特有の石器と言える 。 強いて類似する石器を取り上げると、阿玉台貝塚 〔西村、 1970) の石匙と

した石器、飯山満東遺跡(白石他、 1975) で遺構外出土の石器が、それぞれ 1 点ずつあるぐらいである。本遺跡

では23号土墳から 2 点出土し、この土壊が所属する 7 期前後に使われた石器と恩われる。この石器の形態的特徴

は先に述べたが、大きさでは3.2岨-8. 7岨まで幅があり、中には刃部が著しく磨耗しているものもあって、機能

の上では石匙に近いものと恩われる。石材は安山岩が最も多く、これは特に無班晶徹密安山岩で、埼玉県北西部

に産地が求められる。本遺跡においてのみ、このへラ状石器がまとまって出土したかは、全く不明である。

B.遺構からの成果

東長山野遺跡で検出された縄文時代の遺構は、住居祉45軒、土績240個ほどあり、その個々の説明でその所属

時期を土器による段階的細分に従って明記した。ここではその時期ごとに遺摘を分けて示し、東長山野遺跡にお

ける縄文中期の集落の消長、変遷を述べることにする。

1 ・ 2 期

(図327)

この時期は住居祉 2 軒があるのみで、土績はない。しかし;遺物は多く出土しているため、まだ遺構

はあったと恩われる。包含層の前半期土器分布を見るように、遺構群の外側に多〈、これからも住居

居祉は分散してあったと恩われる。こうしてこの時期に東長山野遺跡への定住が始まった。

3期 この時期は土績が 4 個あるが、本期に属すると恩われる柱穴がいくつかあって、住居祉は明確では

(関327) ない。 これは本期後の遺構の構築によって磁場されたか、それとも柱穴が示すように、竪穴住居では

なく 高床住居であった可能性も考えられる。

4 期 この時期は土墳が 4 個あり、また本期に属すると思われる柱穴がいくつかあるのみで、前段階と状

(図329) 況はほとんど同じである。しかしこの 2 時期の土器は決して少いわけでなく、むしろ包含層からも復

元できる土器も出土しており、生活の規模は革大していったはずである。

5期 この時期になると遺構ははっきした形で増え、住居祉 2 軒、土墳 7 個となる。またこれ以外にも住

(図330) 居祉はあったと恩われる。土境は住居祉の近くにあり、土墳の使用法と考え合わせると、住居祉と密

接な関係にあったろう。

6期 本期になるとさらに遺構は増え、住居祉 8 軒、土墳23個になるが、このうち住居祉 2 軒は前段階か

(図330) ら継続して営まれたと考える。この時期の住居祉ではまた有段床面で、炉祉のない住居祉が出現し、

これが平坦床面で炉祉のある住居祉とどう異なるか、またどういう関係があったか注目されるところ

である。もう 1 つ、遺跡の最高所には大形の住居祉が出現し、これがどういう役割を有したものであっ

たか、これも有段の住居祉であり、その規模、位置、形態から、有段の住居祉の意味についてひとつ
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のヒントを与えてくれるものであろう。

7 期 本期の遺構は、住居祉 7 軒、土墳30個あり、集落としては安定した時期に入ったと言えよう。この

(図332) うち前段階から継続する住居祉は 2 軒あり、最高所にある大住居祉も残る。 この時期、住居祉は主に

環状に並び、その内側lに土墳が散在するようになる。

8期 この時期の遺構は、住居祉 7 軒、土墳45個になり、土墳が盛んに掘られた時期と言えよう。集落の

(図333) 形態は前段階に続いて、住居祉が環状に並び、土績がその内側に分布するが、土墳の分布は訴化す

るような傾向が認められる。

9 期 この時期の遺構は、住居祉12軒、土墳41個で、集落としては最も栄えた時期である。住居祉は少し

(図334) 分散し、土績もそれに付くように広がり、群在化も見られる。この時期の住居祉の炉祉には、埋型炉

等が少なく、ほとんどが地床炉である。

10期 この時期の遺車種は、住居祉 5軒、土墳33個で少な く なり、その分布も沢の周辺に集束するようにな

(図335) り、集落としての規模の縮小化、衰退化に向いつつある。その中で再び最高所に住居祉がつくられ、

土墳の一部は北西部に分散している。

11期 この時期の遺構は、住居祉 5軒、土境25個で漸減している。その分布は沢の周辺でも東の方へ寄り

(図336) 土墳も住居祉の周辺のみに掘られているぐらいである。

ロ期 この時期の遺構は、住居祉 l 軒、土墳 6 個で激減する。 その分布は沢の周辺部にかたまってあるの

(図337) みで、土器の量も少な く なり、本遺跡での営み自体がわずかになったと恩われる。

13期 この時期の遺構は、住居祉 l 軒、 土填 5 個で減少傾向は変わらない。 しかしその分布は沢部から西

(図338) 側斜面に移るというより、 完全に分散してしまっている。 中期はここで終りを迎えるが、さらに後期

初頭まで住居祉 l 軒が残り、それ以後、縄文時代はもう住居が営まれなくなる。

以上、各期の住居祉、土壌の分布についてその特徴を簡単に述べ、東長山野遺跡の縄文中期の集落変遷を述べ

た。本遺跡の特徴としては土墳が多く、その切り合い、重複が著しく、これを時期別に分類しないことには集落

の全体像が現れてこない。幸い土器による細分をそのままあてはめた結果、各期ごとに土壌の切り合いがなく、

その分布の特徴を明かにすることができた。 それでも一部住居祉と土墳との切り合いがあって、さらなる細分も

必要と思われ、またその一方で住居祉の多期間継続も考慮しなければ、集落としての構成もな く なってしまう。

そこで住居祉は建て替えは認められないまでも、 長期間継続して営まれ、土墳は短期間しか使われず、常に掘り

なおして更新をはかつていったと恩われる。

住居祉の形態的な特徴としては、 l に有段床面の住居祉、 2 に強り出し部のある住居祉の 2 つが注目される。

l の有段床面の住居祉については、これまでにいくかの論考が出され、さまざまな説が出されている。本遺跡の

例を見て考えるならば、住居祉のー形態として把え、さらに炉がないことは対となる炉のある住居祉を考えれば、
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そこに炉がなくても生活の機能上は問題とならないであろう。とするならばこの有段床面の住居祉の論考で、中

野修秀(1985) の論考が最も的を得ている。

2 の張り出し部を有する住居祉で、東長山野遺跡における典型的なものは15号住居祉である。このほかに 3 軒

あって全体の一割ほどある。住居枇の形態についても、特に縄文中期のものに関しては多くの論考があり、また

各地で住居祉の復元も行われている。縄文中期の住居祉形態の多くは円形あるい楕円形で、柱穴は 4 -6本が普

通であり、このような張り出し部を有する住居祉はほとんど見られず、明確な形での検出例は初めてであろう。

これに近い例としては柄鏡形住居祉や敷石住居祉など特殊なものに隈られ、時期は中期後半から後期にかけて見

られる。この特殊住居祉では祭配的施設が強いとされ、モの強り出し部は出入口であろうと推定されている。本

遺跡の 4 例は、南側 2 軒、東側と西側それぞれ 1 軒ずつで、その位置からやはり出入口とする見方治情カである。

以上、遺構に関してはいくつか東長山野遺跡で特有な点があることを確認したが、集落全体としては住居祉が

環状に並び、土壌がその周辺から内側に分布するという、縄文中期としては典型的な集落形態を示し、遺構群は

ほぼ半分程度しか発掘調査できなかったが、東長山野遺跡の当該期における集落の性格をある程度把握すること

ができた。最後に本遺跡で検出された住居祉の復元図と土錘の装着例を図339に示して、縄文時代の成果を終え

ることにする。
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3. 奈良 ・ 平安時代

東・北長山野遺跡の発掘調査の結果、奈良・平安時代の住居祉は東長山野遺跡で15軒、北長山野遺跡で15軒、

計30軒が、姻立柱建物祉は東長山野遺跡で 2 棟検出された。東長山野遺跡は、南側から北に向ってゆるやかな斜

面を描きながら、広がりをみせる台地になっている。その標高の一番高い南寄りの場所に掘立柱建物祉が 2 棟、

L字状に並び、その付近から東側方向に 9 軒、北西寄りに 6軒の住居祉が分布している。北長山野遺跡は、東長

山野遺跡との聞に、北側から大きく入り込んだ谷棒を狭んだ西側に位置し、北東から南西に細長くのびた丘陵状

の、少しなだらかな台地の尾根部分にある。住居祉はその東側地区に集中し、 l 軒のみが東側南部に、残りの14

軒は北側先端部に分布する。

この住居祉を時期別にながめてみると、 8世紀前半、東長山野遺跡では11軒の住居が存在したことになるが、

分布状況をみると 2-4 軒の小さなグループに分けることが出来る。①が 2 、 3 、 5 、 11号住居祉、②車内、 10

号住居祉、③が 8 、 52、 53号住居社、④が55、 56号住居祉のグループである。②には時期不明の12号住居祉も含

まれるかもしれない。この小グループの l つ 1 つが家族に相当する単位なのであるうか。この 4 つの小グループ

からなる集落には、同時期に存在したと恩われる掘立柱建物祉 2 棟がある。台地全域を見渡せる栂高の一番高い

ところに占地し、 2 棟が L字状に並んでいる。調査区域ではかなり南寄りの場所になるが、この掘立柱建物祉

があることや、周聞には比較的大きめの住居祉があることから、この集落の中心的な場所といえるだろう。そし

て、付近にある大きめの住居祉、 53号住居祉か55号住居祉のどちらかが村長(むらおさ)の住居であったのかも

しれない。 一方、北長山野遺跡では 3-4軒が存在するが、これは特にまとまりがあるとはみえない。 8世紀の

後半になると、東長山野では 1-2 軒に激減してしまい、北長山野では 5軒である。やはりこれもまばらに分布

する。 9 世紀前半に入ると、東長山野では l 軒あるかなしの状態になり、この集遂の終りを告げることになる。

北長山野では 1-2 軒になり、 9世紀後半になると l 軒のみになって、やはりこの集落の終りになる。

住居祉の方位については、カマドを通る中軸線を主軸とし、真北から東側へあるいは西側へ角度を測つである。

各住居祉の傾きをみてみると、東長山野は15軒のうち 2 軒が東、残りの13軒が西の 7 0 -63。 の間にあり、北長

山野では反対に15軒のうち 2 軒が西、残りの 13軒が東の 140 -116。の聞にある。これを時期でみてみると、東

長山野は 8 世紀前半の11軒が西、 8 世紀後半の 11軒が東、 8世紀から 9 世紀にかけての l 軒が東、時期不明の 2

軒が西ということになり、北長山野は 8世紀前半の 3 軒が東、 8 世紀後半の 3軒が西 2 軒東 l 軒に分かれ、以降、

8 世紀と思えるもの 2 軒、 B 世紀から 9世紀にかけての 2 軒、 9 世紀前半の 2 軒、 9 世紀後半の 1 軒が全て東、

時期不明の 2 軒が東ということになる。時期別による住居祉の資料数に偏りがあるものの、これらのことから判

断して、本遺跡の住居祉は、全時期を通じて菖本的には北半方向にカマドを有し、主軸方向については時期によ

る傾向の違いは認められず、それぞれの遺跡が存在する位置、地形や風の向き等による条件の遣いから、東長山

野では主軸を北西方向にとり、北長山野では北東方向にとったのではないかと推論される。

北長山野遺跡には、当該期と思われる土壌が 2 基検出されているが、形態などからみて土繍墓かもしれない。

なお、北長山野遺跡で検出された掘立柱建物祉 5 棟は、中世のものと恩われるのでここではふれない。

東長山野遺跡では平安時代の火葬墓が 1 基認められた。 台地南方の標高の高い場所に位置する。土師器を蔵骨

器としたものであるが、表土除去時に重機によって上半部が破損し、移動してしまった。確認された遺構は深さ

15咽で、方形に掘られた績の中央部に、灰と骨片の入った蔵骨器が埋置されていた。蔵骨器の周囲には木炭が敷

き詰められている。蔵骨器として用いられた土師裂は、小見川町織幡地区遺跡群48号住居祉出土の短頭宣置に、器
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形が類似しており、胴部の格子タタキ自の後ヘラケズリという調整は、同遺跡29号土墳出土の土師聾に見うけら

れる。

このように今回の調査の結果、奈良・平安時代の本遺跡は、 8 世紀前半に住居がつくられはじめ、特に東長山

野では、当該矧の典型とも恩えるー集落を形成しながらも、後半になると殆んど消滅に近い状態になってしまう。

この時期の他遺跡では少なくとも 100年から2∞年位存続する集落が多いなかで、この東長山野の場合はいかなる

理由でこのように早い結末をむかえるのだろうか。 一方、北長山野の場合は、 8世紀前半にはじまって、全時期

を通して平均的に存在しながら、 9 世紀の後半には集藷が消滅していくという過程をたどる。奈良時代にはじまっ

て平安時代初期に終駕をむかえるこのような遺跡には、山田水呑遺跡や定原遺跡等があり、その成立と終息には

律令体制の盛衰による社会背景と結びつけて考える説があるが、本遺跡の場合、下総台地の東端に位置するこの

ような小規模な集落にも、果してそのような社会の変化が影響をおよぼしたものなのであろうか。
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IV. まとめに代えて

今回の発掘調査では 2 遺跡がその対象になり、その結果、多くの成果が得られた。北長山野遺跡では先土審時

代の特異な尖頭器が発見され、千葉県のみならず日本の先土器時代研究に一石を投じるほど、その存在意義が大

きく関われるほどである。東長山野遺跡では縄文時代中期の集落祉が検出され、多くの住居祉、土壊などの遺構

と伴に、膨大な量の土器が出土した。これも成果に示したように、数々の知見が得られ、この分野の研究にもあ

る程度の資料の提供ができたと考える。また両遺跡を通じて奈良平安時代の集落が検出され、そのうち東長山野

遺跡でのそれは奈良時代のほぼ単一の集落と考えられ、時間的、地域的に注目される資料である。

先土器時代は l 万年以上前のまだ土器も知らない時代で、人々は毛皮をまとい、山野を移動しながら獣を狩り

木の実、野草などを採って、それを簡単に焼いて食べていた時代で、まだ定住はしていなかった。北長山野遺跡

で出土した石器は、だいたい l 万 4-5千年前の、献を取るための道具であったと恩われる。

縄文時代は定住するようになり、地面を少し掘り下げ、上に円錘状にワラを王まいた竪穴住居をつくって住むよ

うになった。東長山野遺跡は縄文時代でも最も栄えた中期で、 5-4 千年前に営まれた集落祉である。数多く検

出された土績は、貯蔵穴ではないかと言われ、食料、 主にクリ、ド ングリ等の木の実を貯蔵する穴であったと推

定されている。また員殻も多く出土し、九十九里浜へ出て貝や魚も採っていて、豊かな時期であったと恩われる。

弥生、古境時代には人々はここに住まず、奈良時代になって一時期村ができるが長続きせず、その後、北長山

野遺跡で平安時代まで細々と人々が住んでいた。 この時代にはもう稲をつくり、米をたいて食べていたが、住居

の形は基本的に縄文時代と変らなかった。

以上、東・北長山野遺跡の古代の様子を、発掘調査の成果から簡噂に述べた。遺構、遺物の実理!J図を見ていた

だいてわかるように、まだまだ言いつくせないものがあり、また調査者の未熟さから不適当と恩われるところも

あるが、できるだけ気付いた所を提示して、さらにご指導、叱責を受ける次第である。
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