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序 

 

 有りし日の入江内湖は、琵琶湖でも２番目の大きさをもつ内

湖でしたが、長年の干拓事業によって、その姿を広大な田園風

景に変えてしまいました。その際に、多量の遺物が内湖全域に

わたって露呈していることが判明し、入江内湖には、古代遺跡

が眠っていることが周知されるに至ったのです。  

 今回、教育委員会では、町道彦根・米原線建設に先だって、

入江内湖の西野地区において発掘調査を実施しました。その結

果、古墳時代前期の多量の土器を伴う集落跡が確認されました。 

 こうした調査成果が、米原町の歴史の解明に少しでも役立ち、

町民の皆様方がふるさと米原に、より一層の愛着を感じていた

だけたら幸いです。  

 文末になりましたが、調査関係者の方々に深く感謝の意を表

します。  

  

平成３年３月  

 

米原町教育委員会  

教育長 杉 村  馨  



例  言 

 

１．本書は滋賀県坂田郡米原町大字磯字西野に所在する入江内湖西野遺跡について、平成２

年度に実施した発掘調査の報告書である。 

２．本調査は、町道彦根・米原線建設に伴って、米原町教育委員会が主体となって調査を実

施した。 

３．本調査は発掘調査を平成２年５月７日～９月７日の間に実施し、発掘調査終了後に整理

作業および報告書作成に着手して、平成３年３月20日までこれをおこなった。 

４．調査の体制は下記のとおりである。 

 調査主体   米原町教育委員会   教 育 長 杉村  馨 

 調査事務局       〃       課  長 前川 章太郎 

       〃    課長補佐 山本 一幸 

 調査担当        〃     主任技師 中井  均 

          〃     技  師 土井 一行 

調査補助員   青山 大輔、三輪 晃三、丹下 昌之、田口 信行、相宗 孝文  

的場 一彦、橋本 善明、柴田 さゆり、中村 真寿美 

調査作業員   古沢  進、山口 文子、戸田 千代子、金子 キワエ、西川 志登 

川合 喜久子、田中 千恵子、川井 喜久子、山川 千鶴子 

富田 京子、筧 す満 

５．出土遺物の整理作業は主に調査補助員と調査作業員がおこない、遺物の実測、図面の浄

書は土井がおこなった。 

６．遺物の写真撮影については寿福 滋氏の手を煩わした。 

７．本調査に関する図面や写真等の記録および出土遺物は全て米原町教育委員会で保管して

いる。 

８．本書の執筆、編集は土井 一行がおこなった。   
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第２章 遺跡の立地と歴史的環境 

 

1．遺跡の立地 

 今回の調査地は、米原町大字磯字西野に所在する。調査地の北側には、干拓によっ

てその姿を没した、旧入江内湖が広がっている。また、南側には佐和山丘陵がせまっ

ている。現在はＪＲ東海道本線と矢倉川によって分断されているが、本遺跡はもとも

と、この丘陵が北方へ張り出した一支丘の末端微高地上に立地している。今回の調査

地では、この微高地が旧入江内湖と接する汀線の部分が確認できた。当時の地理的環

境を復原する上においても、良好な資料となり得るであろう。 

 

2．歴史的環境 

 入江内湖は東西 2km、南北 2.6km、周囲 8kmにおよぶ、琵琶湖第 2の水面面積を誇る

内湖であった。しかし戦中から戦後にかけて干拓事業が実施され、入江内湖は水田と

して生まれ変わったのである。この干拓の際、内湖底一面に、縄文時代～平安時代に

わたる無数の遺物が散らばっているのが発見された。これを町内在住の磯崎文五郎氏

（現米原町文化財専門委員）が地道に採集され、入江内湖全域が一大複合遺跡である

事が確認された。 

 採集された遺物には、縄文時代の土器、石棒、凹石、磨石、骨角製銛、弥生時代の

鹿角戈、鹿角又鍬、古墳時代の勾玉、管玉、金環、石釧などをはじめ、多量の古式土

師器や須恵器などがある。奈良時代以降のものとしては、墨書土器、灰釉陶器、和同

開珎、神功開宝などがあげられる。 

 しかしその後、入江内湖西野遺跡の考古学的調査は、昭和 51年の矢倉川河川改修に

伴う発掘調査を
①

待たなければならなかった。 

 この昭和 51年の調査によって、内湖周辺に立地する遺跡の一端が明らかになったの

である。旧陸地部にあたる所では、古墳時代前～中期頃と考えられる掘立柱建物 3 棟

や、溝、貯蔵穴、ピット群などの遺構が検出されている。出土遺物の大半は土師器で

あったが、弥生土器や須恵器も出土している。土器類の他には、石斧、石鏃、石錘な

どの石器類や、銅鏃、管玉、小玉などが見受けられる。 

 木製品に関しては、たも網、弓などが出土しているが、農耕具に該当するものが 
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（１）Ⅰ区土層断面 
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（１）SK13遺物出土状況 
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（１）Ⅴ区遺構完掘状況（西より） 
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