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PL1　2区遺構群，4区北部遺構群

PL　2　4区北西部遺構群，4区中央部遺構群（1）

PL　3　　4区中央部遺構群（2），5区遺構群

PL　4　　8区北部遺構群

PL　5　　8区全景，8区南部遺構群

PL　6　第80A・怒号掘立柱建物跡完掘状況，第35

B号溝遺物出土状況

2区

㌘監　7　第1244号住居跡完掘状況，第1245号住居跡

完掘状況，第1246号住居跡遺物出土状況

4区

Pm　8　第20021号住居跡完掘状況，第20号住居跡

竃遣物出土状況・第21号住居跡竃完掘状

況，第22号住居跡完掘状況

PL　9　第22号住居跡竃完掘状況，第23号住居跡完

掘状況，第23号住居跡遣物出土状況

PLiO　第29号住居跡完掘状況，第129号住居跡完

掘状況，第130号住居跡完掘状況

PLll　第130号住居跡竃完掘状況，第407号住居跡

完掘状況，第954号住居跡完掘状況

PL12　第954号住居跡竃遣物出土状況，第9556

977・995号住居跡完掘状況，第956号住居

跡完掘状況

PL13　第956号住居跡遺物出土状況，第956号住居

跡貯蔵穴遣物出土状況，第957号住居跡完

掘状況

PL14　第958号住居跡完掘状況，第959号住居跡完

掘状況，第960号住居跡完掘状況

PL15　第960号住居跡竃遺物出土状況，第961号住

居跡完掘状況，第961号住居跡竃完掘状況

PL16　第963号住居跡完掘状況，第965・966号住

居跡完掘状況，第967号住居跡完掘状況

PL17　第968号住居跡完掘状況，第968号住居跡竃

完掘状況，第969号住居跡完掘状況

P監18　第970・972・973号住居跡完掘状況，第

970・972。973号住居跡遺物出土状況，第

970号住居跡遣物出土状況

PL19　第973号住居跡竃完掘状況，第971号住居跡

完掘・遺物出土状況，第974号住居跡完掘

状況

PL20　第975号住居跡完掘状況，第975号住居跡竃

完掘状況，第976号住居跡完掘状況

PL21第976号住居跡竃土層断面・遺物出土状況，

第976号住居跡竃完掘状況，第977号住居跡

完掘状況

PL22　第977号住居跡竃遺物出土状況，第978号住

居跡完掘状況，第978号住居跡竃完掘状況

PL23　第9790985号住居跡完掘状況，第979号住

居跡竃完掘状況，第980号住居跡完掘状況

PL24　第981号住居跡完掘状況，第983号住居跡完

掘状況，第984号住居跡完掘状況

PL25　第987号住居跡完掘状況，第987号住居跡貯

蔵穴遣物出土状況，第988号住居跡完掘状

況

PL26　第988号住居跡竃遺物出土状況，第989号住

居跡完掘状況，第990号住居跡完掘状況

Pm27　第991号住居跡完掘状況，第993号住居跡完

掘状況，第993号住居跡竃完掘状況

PL28　第993号住居跡竃遺物出土状況，第994号住

居跡完掘状況，第994号住居跡竃完掘状況

PL29　第996号住居跡完掘状況，第997号住居跡完

掘状況，第997号住居跡遺物出土状況（1）

PL30　第997号住居跡遺物出土状況（2），第997号住

居跡竃遺物出土状況，第998号住居跡完掘

状況

PL31第999号住居跡完掘状況，第999号住居跡遣

物出土状況，第999号住居跡竃遺物出土状

況

Pm32　第1000号住居跡完掘状況，第1001号住居跡

遺物出土状況，第1002号住居跡完掘状況



PL33　第1002号住居跡竃完掘状況，第1003号住居

跡完掘状況，第1003号住居跡竃遺物出土状

況

PL34　第1006号住居跡完掘状況，第1007号住居跡

完掘・遣物出土状況，第1008号住居跡完掘

状況

㌘監35　第1009号住居跡完掘状況，第1011号住居跡

完掘状況，第1012号住居跡完掘状況

PL36　第1012号住居跡遣物出土状況，第1012号住

居跡竃完掘状況，第1013号住居跡完掘状況

㌘軋37　第1014号住居跡完掘状況，第1017号住居跡

完掘状況，第1018号住居跡竃完掘状況

Pm38　第1019号住居跡完掘状況，第1019号住居跡

竃灰出土状況，第1020号住居跡完掘状況

PL39　第1023号住居跡完掘状況，第1024号住居跡

完据状況，第1027号住居跡完掘状況

㌘L40　第1027号住居跡遺物出土状況，第1028号住

居跡完掘状況，第1028号住居跡竃完掘状況

PL射　第1030号住居跡完掘状況，第1030号住居跡

竃灰出土状況，第1031号住居跡完掘状況

PL42　第1032号住居跡完掘状況，第1032号住居跡

竃遺物出土状況　第用33号住居跡完掘状況

PL43　第1033号住居跡竃遺物出土状況，第1034号

住居跡完掘状況，第1034号住居跡竃遣物出

土状況

PL44　第1035号住居跡完掘状況，第1035号住居跡

竃完掘状況，第1037号住居跡完掘状況

㌘L45　第1040号住居跡完掘状況，第1040号住居跡

竃遣物出土状況，第1042号住居跡完掘状況

PL46　第1043号住居跡完掘状況，第1044。1045号

住居跡完掘状況，第1045号住居跡竃完掘状

況

㌘監47　第1046号住居跡完掘状況，第1047号住居跡

完掘状況，第1047号住居跡竃遺物出土状況

PL48　第1047つ048号住居跡完掘状況，第1掴9号

住居跡完掘状況，第1049号住居跡遣物出土

状況

Pm49　第1049号住居跡遣物出土状況，第1049号住

居跡竃完掘状況，第1051号住居跡完掘状況

PL50　第1052号住居跡完掘状況，第1053号住居跡

完掘状況　第用53号住居跡竃遣物出土状況

PL51第1054号住居跡完掘状況，第1054号住居跡

遣物出土状況，第1055号住居跡遺物出土状

況

㌘監52　第1055号住居跡ピット3遣物出土状主監　第

1055号住居跡ピット4遣物出土状況，第

1056号住居跡完掘状況

Pm53　第1056号住居跡竃完掘状況，第1059号住居

跡完掘状況，第1059号住居跡竃遣物出土状

況

PL54　第1060号住居跡完掘状況，第1060号住居跡

遺物出土状況，第1060号住居跡竃遣物出土

状況

PL55　第1061号住居跡完掘状況，第1061号住居跡

遺物出土状況，第1062号住居跡完掘状況

PL56　第1063号住居跡完掘状況，第1063号住居跡

壁掘り方状況，第1063号住居跡竃遺物出土

状況

㌘監57　第1064号住居跡完掘状況，第1064号住居跡

遺物出土状況，第1065号住居跡完掘状況

Pm58　第1065号住居跡遺物出土状況，第1067号住

居跡完掘状況，第1067号住居跡竃完掘状況

PL59　第1068号住居跡完掘状況，第1068号住居跡

遣物出土状況，第1068号住居跡竃遣物出土

状況

㌘監60　第1069号住居跡完掘状況，第1069号住居跡

竃完掘状況，第1069号住居跡竃遣物出土状

況

PL61第1070号住居跡完掘状況，第1070号住居跡

竃遺物出土状況，第1071号住居跡完掘状況

PL62　第1071号住居跡竃遣物出土状況，第1072号

住居跡完掘状況，第1073号住居跡完掘状況

㌘L63　第1073号住居跡竃遣物出土状況，第1074号

住居跡完掘状況，第1074号住居跡竃遣物出

土状況

PL64　第1075号住居跡遺物出土状況（1主（2），第



1075号住居跡竃灰出土状況

PL65　第1076号住居跡完掘状況，第1076号住居跡

遺物出土状況，第1077号住居跡完掘状況

㌘監66　第1077号住居跡竃遺物出土状況，第1077号

住居跡竃袖部内遺物出土状況，第1078号住

居跡完掘状況

Pm67　第1078号住居跡竃完掘状況，第1080号住居

跡完掘状況，第1080号住居跡遣物出土状況

PL68　第1080号住居跡竃完掘状況，第1100号住居

跡完掘状況，第1101号住居跡完掘状況

Pm69　第1102号住居跡完掘状況，第は04号住居跡

完掘状況，第11（＿）6号住居跡完掘状況

PL70　第1107号住居跡完掘状況，第1109号住居跡

完掘状況，第1日0号住居跡完掘状況

PL71　第1110号住居跡貯蔵穴完掘状況，第1110号

住居跡遺物出土状況　第日13号住居跡完掘

状況

I〕L72　第1115号住居跡完掘状況，第1115号住居跡

遺物出土状況（1）・（2）

I－）L73　第1116号住居跡完掘状況，第1119号住居跡

完掘状況，第1120号住居跡完掘状況

PL74　第1121号住居跡完掘状況，第1122号住居跡

完掘状況，第1122号住居跡遣物出土状況

PL75　第1123号住居跡完掘状況，第1123号住居跡

遺物出土状況，第日23号住居跡竃完掘状況

I‥）L76　第1128号住居跡完掘状況，第1131・1136・

1138・1139号住居跡完掘（1）・（2）

PL77　第1133号住居跡完掘状況，第1134号住居跡

完掘状況，第1133・1134号住居跡遺物出土

状況

PL78　第1140号住居跡完掘状況，第1144号住居跡

完掘状況，第1144号住居跡遺物出土状況

PL79　第1144号住居跡竃完掘状況，第1日5号住居

跡完掘状況，第1145号住居跡遣物出土状況

PL80　第1145号住居跡竃遺物出土状況，第1146号

住居跡完据状況，第1146号住居跡遺物出土

状況

PL81　第1147号住居跡完掘状況，第1148号住居跡

完掘状況，第1148号住居跡遣物出土状況

PL82　第1149号住居跡遺物出土状況，第日49号住

居跡竃完掘状況，第1154号住居跡完掘状況

㌘監83　第1154号住居跡竃完掘状況，第1155号住居

跡完掘状況，第1157号住居跡完掘状況

PL8　第H58号住居跡完掘状況，第1159号住居跡

完掘状況，第1161号住居跡完掘状況

PL85　第1162号住居跡完掘状況，第1163号住居跡

完掘状況，第1163号住居跡遺物出土状況（1）

PL86　第1163号住居跡遺物出土状況（2），第1163号

住居跡竃完掘状況，第1164号住居跡完掘状

況

PL87　第1165号住居跡完掘状況，第H65号住居跡

遣物出土状況，第1166号住居跡完掘状況

PL88　第1166号住居跡竃完掘状況，第1168号住居

跡完掘状況，第1170号住居跡完掘状況

PL89　第1171号住居跡完掘状況，第1172号住居

跡・第821号土坑完掘状況，第1172号住居

跡竃完掘状況

PL9　第は73号住居跡遺物出土状況，第1456号住

居跡完掘状況，第1461号住居跡完掘状況

PL91　第1463号住居跡完掘状況，第1464号住居跡

完掘状況，第1465号住居跡完据状況

PL92　第1465号住居跡竃遣物出土状況，第53号掘

立柱建物跡完掘状況，第54号掘立柱建物跡

完掘状況

PL93　第55号掘立柱建物跡完掘状況，第55号掘立

柱建物跡ピット7完掘状況，第56号掘立柱

建物跡完掘状況

PL94　第57号掘立柱建物跡完掘状況，第57号掘立

柱建物跡掘り方完掘状況，第57号掘立柱建

物跡ピット6掘り方完掘状況

PL95　第58号掘立柱建物跡完掘状況，第59号掘立

柱建物跡完掘状況，第60号掘立柱建物跡完

掘状況

PL96　第129号掘立柱建物跡完掘状況，第1号鍛

冶工房跡完掘状況プ　第9号方形竪穴状遺

構完掘状況



PL97　第10号方形竪穴状遺構完掘状況，第11号方

形竪穴状遺構完掘状況，第12号方形竪穴状

遺構完掘状況

PL98　第13号方形竪穴状遺構完掘状況，第14号方

形竪穴状遺構完掘状況，第15号方形竪穴状

遺構完掘状況

PL99　第16号方形竪穴状遺構完掘状況，第17号方

形竪穴状遺構完掘状況，第18号方形竪穴状

遺構完掘状況

I〕LlOO　第19号方形竪穴状遺構完掘状況，第35A号

溝完掘状況（1主（2）

PLlOl　第59号溝完掘状況，第60号溝完掘状況（1）・

（2主（3），第62号溝完掘状況，第63号溝完掘

状況，第65号溝完掘状況，第28号井戸跡完

掘状況（1）

PLlO2　第28号井戸跡完掘状況（2），第21号地下式墳

完掘状況，第22号地下式墳完掘状況，第23

号地下式壇完掘状況，第24号地下式壇完掘

状況，第25号地下式墳完掘状況，第26号地

下式壇完掘状況，第4号ピ、ソト群完掘状況

PLlO3　第5号ピ、ソト群完掘状況，第6号ピ、ソト群

完掘状況，第120号土坑完掘状況，第723号

土坑完掘状況，第736号土坑遺物出土状況，

第742号土坑完掘状況，第754号土坑完掘状

況，第755号土坑遺物出土状況

PLlO4　第766・769号上坑完掘状況，第775号土坑

完掘状況，第776・777号土坑完掘状況，

第778・785号土坑完掘状況，第781・782

号土坑完掘状況，第788へ′79（「792・793・

795号土坑完掘状況，第794号土坑完掘状

況，第809号土坑完掘状況

PLlL）5　第811号土坑完掘状況，第812号土坑完掘状

況，第814・815号土坑完掘状況，第833号

土坑完掘状況，第900号土坑完掘状況，第

903号土坑完掘状況，第906号土坑完掘状況，

第913号土坑完掘状況

5区

PL用6　第748号住居跡ピット2遺物出土状況，第

1451号住居跡完掘状況，第1451号住居跡

竃遺物出土状況

PLlO7　第1452号住居跡完掘状況，第1453号住居跡

完掘状況，第1453号住居跡竃完掘状況

PLlO8　第1454号住居跡完掘状況，第1455号住居跡

完掘状況，第1458号住居跡完凍上遺物出土

状況

PLlO9　第1458号住居跡遣物出土状況，第1459号住

居跡完掘状況，第128号掘立柱建物跡完掘

状況

8区

PLHO　第520号住居跡完掘状況，第520号住居跡遺

物出土状況，第520号住居跡竃完掘状況

PLlll　第926号住居跡完掘状況，第931号住居跡遺

物出土状況，第933号住居跡完掘状況

PLl12　第933号住居跡遣物出土状況（1）・（2），第936

号住居跡完掘状況

PLl13　第939・941・944号住居跡完掘状況，第941

号住居跡遣物出土状況，第945号住居跡完

掘状況

PL114　第1200号住居跡完掘状況，第1200号住居跡

遣物出土状況（1主（2）

PLH　第1200号住居跡竃完掘状況，第1201号住居

跡完掘状況，第1201号住居跡竃完掘状況

PLl16　第1202号住居跡完掘状況，第1203号住居跡

完掘状況，第1203号住居跡竃完掘状況

PLH7　第1204号住居跡完掘状況，第1204号住居跡

竃完掘状況，第1207号住居跡完掘状況

PLl18　第1207号住居跡竃完掘状況，第1208・1209

号住居跡完掘状況，第1208号住居跡遺物出

土状況

PLH9　第1208号住居跡竃完掘状況，第1209号住居

跡竃完掘状況，第1209号住居跡遣物出土状

況

PL120　第1210号住居跡完掘状況，第1210号住居跡

竃完掘状況，第1210号住居跡竃遺物出土状

況

PL121第12日号住居跡完掘状況，第1211号住居跡



遺物出土状況（1）・（2）

PL122　第1211号住居跡竃完掘状況，第12日号住居

跡竃遣物出土状況，第1214号住居跡完掘状

況

PL123　第1214号住居跡遺物出土状況，第1214号住

居跡竃遺物出土状況，第1215号住居跡完掘

状況

Pm124　第1215号住居跡遣物出土状況，第1215号住

居跡竃完掘状況，第1216号住居跡完掘状況

PL125　第1219号住居跡完掘状況，第1219号住居跡

遺物出土状況，第1219号住居跡竃完掘状況

PL126　第1220号住居跡完掘状況，第1220号住居跡

遺物出土状況（1）・（2）

I－L127　第1220号住居跡竃完掘状況，第1221号住居

跡完掘状況，第1221号住居跡遺物出土状況

Pm128　第1221号住居跡竃完掘状況，第1221号住居

跡竃袖部断割・遣物出土状況，第1222号住

居跡完掘状況

㌘監129　第1222号住居跡遣物出土状況，第1222号住

居跡竃完掘状況，第1223号住居跡完掘状況

Pm130　第1223号住居跡遣物出土状況，第1223号住

居跡竃完掘状況，第1223号住居跡竃遣物出

土状況

PL131第1224つ225つ230号住居跡完掘状況，第

1224・1225・1230号住居跡遺物出土状況，

第1226号住居跡完掘状況

㌘L132　第1226号住居跡遣物出土状況，第1226号住

居跡竃完掘状況，第1227号住居跡完掘状況

PL133　第1227号住居跡遺物出土状況，第1227号住

居跡竃完掘状況，第1228号住居跡完掘状況

㌘監134　第1228号住居跡遺物出土状況，第1228号住

居跡竃完掘状況，第1231号住居跡完掘状況

PL135　第1231号住居跡遺物出土状況，第1231号住

居跡竃付近遣物出土状況，第1231号住居跡

竃遺物出土状況

PL136　第1233号住居跡完掘状況，第1233号住居跡

遣物出土状況，第1233号住居跡竃完掘状況

PL137　第1234号住居跡完掘状況，第1234号住居跡

遣物出土状況，第1234号住居跡竃遣物出土

状況

Pm138　第1235号住居跡完掘状況，第1235号住居跡

遺物出土状況，第1235号住居跡竃完掘状況

PL139　第1236号住居跡完掘状況，第1236号住居跡

遺物出土状況，第1236号住居跡竃完掘状況

PL140　第1238号住居跡・第880号土坑完掘状況，

第1238号住居跡遣物出土状況（1）せ（2）

PL141第1239号住居跡完掘状況，第1239号住居跡

遺物出土状況，第1239号住居跡竃遺物出土

状況

㌘監142　第1241号住居跡完掘状況，第12射号住居跡

遣物出土状況，第1241号住居跡竃遣物出土

状況

PL143　第1242号住居跡完掘状況，第1242号住居跡

遣物出土状況，第1243号住居跡完掘状況

PL144　第1401号住居跡完掘状況，第1401号住居跡

遺物出土状況（．1）・（2）

㌘監摘　第摘鋸号住居跡遣物出土状況（3）「第摘掴号

住居跡完掘状況，第1404号住居跡遣物出土

状況

Pm146　第1405号住居跡完掘状況，第1405号住居跡

遺物出土状況，第1407号住居跡完掘状況

四日47　第1408つ409つ420号住居跡完掘状況，第⊥　⊥＿ノ⊥1J

1410号住居跡完掘状況，第1射0号住居跡遣

物出土状況

Pm148　第1射0号住居跡竃完掘状況，第1射1号住居

跡完掘状況，第14日号住居跡遺物出土状況

（1）

Pm149　第14日号住居跡遺物出土状況（2），第1射2号

住居跡完掘状況，第1412号住居跡遣物出土

状況

Pm150　第1413号住居跡完掘状況，第1射3号住居跡

遣物出土状況，第1射3号住居跡竃完掘状況

PL151第1414号住居跡完掘状況，第1射40摘15号

住居跡遺物出土状況，第1414号住居跡竃遣

物出土状況

PL152　第1415号住居跡完掘状況，第1417号住居跡



完掘状況，第14廿号住居跡完掘状況

I－）L153　第1420号住居跡完据状況，第1421号住居跡

完掘状況，第1421号住居跡遣物出土状況（1）

Pm154　第1421号住居跡遺物出土状況（2）第摘22号

住居跡完掘状況，第1423号住居跡遣物出土

状況

㌘監155　第1424号住居跡完掘状況，第1424号住居跡

遣物出土状況，第1424号住居跡竃完掘状況

㌘監156　第1424号住居跡竃遺物出土状況，第1425

A・B号住居跡完掘状況，第1425A号住

居跡遺物出土状況

㌘監157　第1425Å号住居跡炭化材。炭化物出土状

況，第1425A・迅号住居跡竃完掘状況，

第1426号仕官跡完掘状況

PL158　第1427号住居跡完掘状況，第1427号住居跡

竃完掘状況，第1428号住居跡完掘状況

㌘軋159　第1428号住居跡遣物出土状況，第1428号住

居跡竃遣物出土状況芦　第1429号住居跡完掘

状況

㌘監160　第1429号住居跡遺物出土状況（1）e（2）芦　第

1429・1430・1432号住居跡完掘状況

PL161第1430号住居跡竃完据状況，第1431号住居

跡完掘状況，第1431号住居跡遣物出土状況

PL162　第1431号住居跡竃完掘状況，第1432号住居

跡完掘状況，第1439号住居跡完掘状況

㌘監163　第1439号住居跡遣物出土状況，第1440号住

居跡完掘状況，第1441号住居跡完掘状況

PL164　第路根号住居跡遺物出土状況，第1442号住

居跡完掘状況，第1442号住居跡遺物出土状

況

PL165　第1442号住居跡竃遺物出土状況，第1443号

住居跡完掘状況，第1443号住居跡遺物出土

状況

PL166　第1445A号住居跡完掘状況，第1445A号住

居跡遺物出土状況，第1445A号住居跡竃完

掘状況

Pm167　第37号掘立柱建物跡完掘状況，第41号掘立

柱建物跡完掘状況，第44・45号掘立柱建物

跡完掘状況

㌘監168　第46号掘立柱建物跡完掘状況，第46つ21。

123号掘立柱建物跡完掘状況，第47号掘立

柱建物跡完掘状況

PL169　第70号掘立柱建物跡完掘状況，第71号掘立

柱建物跡完掘状況，第72号掘立柱建物跡完

掘状況

PL170　第73号掘立柱建物跡完掘状況，第74号掘立

柱建物跡完掘状況，第75号掘立柱建物跡完

掘状況

PL171第77号掘立柱建物跡完掘状況，第78号掘立

柱建物跡完掘状況，第79号掘立柱建物跡完

掘状況

PL172　第81号掘立柱建物跡完掘状況，第82号掘立

柱建物跡完掘状況，第83号掘立柱建物跡完

掘状況

PL173　第84号掘立柱建物跡完掘状況，第85号掘立

柱建物跡完据状況，第87号掘立柱建物跡完

掘状況

PL174　第88号掘立柱建物跡完掘状況，第89号掘立

柱建物跡完掘状況，第100号掘立柱建物跡

完掘状況

㌘監175　第101号掘立柱建物跡完掘状況　第m2号掘

立柱建物跡完掘状況，第103号掘立柱建物

跡完掘状況

PL176　第1（）4号掘立柱建物跡完掘状況，第105号掘

立柱建物跡完掘状況，第106号掘立柱建物

跡完掘状況

PL177　第107号掘立柱建物跡完掘状況，第108号掘

立柱建物跡完掘状況，第109号掘立柱建物

跡完掘状況

PL178　第110号掘立柱建物跡完掘状況，第は8・

127号掘立柱建物跡完掘状況，第119号掘

立柱建物跡完掘状況

㌘L179　第120号掘立柱建物跡完掘状況，第121号掘

立柱建物跡完掘状況，第123号掘立柱建物

跡完掘状況

PL180　第124号掘立柱建物跡完掘状況，第1250



126号掘立柱建物跡完掘，8区遺構群

㌘監181第16号溝完掘状況，第16・35怒号溝完掘状

況，第16号溝遣物出土状況（1主（2）8（3）

㌘Ⅲ82　第35怒号溝北側完掘状況，第35怒号溝遺物

出土状況（1主（2）

PL183　第35B号溝遺物出土状況（3主（4），第35B号

溝覆土堆積状況

㌘監184　第67号溝完掘状況，第81号溝完掘状況，第

82号溝完掘状況

㌘監185　第84号溝遣物出土状況，第86号溝1～3区

完掘状況，第86号溝2・3区完掘状況

㌘監186　第30号井戸跡完掘状況，第30号井戸跡遣物

出土状況（1主（2）

Pm187　第30号井戸跡馬骨出土状況（1主（2），第30号

井戸跡完掘状況（1）e（2），第30号井戸跡遣物

出土状況（1）・（2）

㌘L188　第29号井戸跡完掘状況，第31号井戸跡完掘

状況，第32号井戸跡完掘状況

㌘監189　第690号土坑完掘状況，第834号土坑完掘状

況，第835号土坑完掘状況，第836号土坑完

掘状況，第839号土坑完掘状況，第8410

842号土坑完掘状況，第845号土坑完掘状況，

第846号土坑完掘状況

PI．1qr1　安田　呈＋片雲掘廿渦　　賓只ml一巨＋廿宝庫廿
▲　　一　▲　LJ U　　　・／IJ　ヽノ　▲〉　、ノ　ー一一L一’ノしノし一J／LL－rl／ヽLノし」1　　／lJ UL′しノ　　J　－」一・一㌧ノL．．JLノLJ／Uu’l′＼

況，第851号土坑完掘状況，第852号土坑完

掘状況，第853号土坑完掘状況，第855号土

坑完掘状況，第856号土坑完掘状況，第857

号土坑完掘状況

㌘監191第858号土坑完掘状況，第860A・B号土坑

完掘状況，第861号土坑完掘状況，第862号

土坑完掘状況，第863号土坑完掘状況，第

864号土坑完掘状況，第865号土坑完掘状況，

第865号土坑遣物出土状況

PL192　第866号土坑完掘状況，第867号土坑完掘状

況，第867号土坑遺物出土状況，第868号土

坑完掘状況，第869号土坑完掘状況，第870

号十坑完掘状況，第871号土坑完掘状況，

第872号土坑完掘状況

PL193　第881・884。886・887号土坑完掘状主監　第

881号土坑灰出土状況，第8818884・886。

887号土坑遣物出土状況，第885号土坑完掘

状況，第889号土坑完掘状況

PL194　第892号土坑完掘状況，第893号土坑完掘状

況，第895号土坑完掘状況，第898号土坑完

掘状況，第980号土坑完掘状況，第981号土

坑完掘状況，第983号土坑完掘状況，第987

号土坑完掘状況

PL195　第989号土坑完掘状況，第991号土坑完掘状

況，第9銅号土坑完掘状況，第995号土坑完

掘状況，第996号土坑完掘状況，第998号土

坑完掘状況，第999号土坑完掘状況，第

1000号＿士坑完掘状況

㌘机96　第1003号土坑完掘状況，第1006号土坑完掘

状況，第1010号土坑完掘状況，第1013号土

坑完掘状況，第1014号土坑完掘状況，第

1015号土坑完掘状況，第1025号土坑完掘状

況，第1026号遺物出土状況

㌘軋197　第1027号土坑完掘状況，第1028号土坑完掘

状況，第1029号土坑完掘状況，第1030号土

坑完掘状況，第1032号土坑完掘状況，第

1037号土坑遺物出土状況，第10射つ042号

土坑完掘状況，第1046A・B号土坑完掘状

況

PL198　第1049号土坑完掘状況，第1051号土坑完掘

状況，第1052号土坑遣物出土状況，第1053

号土坑完掘状況，第1054号土坑完掘状況，

第1055号土坑完掘状況，第1056号土坑完掘

状況，第1061号土坑完掘状況

PL199　第1057号土坑完掘状況，第1069号土坑完掘

状況，第1079号土坑完掘状況，第1081号土

坑完掘状況，第1082号土坑完掘状況，第

1083号土坑完掘状況，第1084号土坑完掘状

況，第1098号土坑完掘状況

PL200　第1250号土坑完掘状況，第1259号土坑完掘

状況，第1263号土坑完掘状況プ　第1270号土

坑完掘状況，第1331号土坑完掘状況，第



1343号土坑完掘状況，第1344号土坑遺物出

土状況，第1345号土坑完掘状況

2区

PL201第1244つ245つ246号住居跡出土土器，遺

構外出土土器

4区

PL202　第20・21822。407・956。966号住居跡出

土土器

PL203　第956。957・958号住居跡出土土器

Pm204　第960・963。964・968・970・971号住居跡

出土土器

PL205　第970・97「972・973・974・975・978・

979号住居跡出土土器

㌘監206　第97409758978e979。981・987号住居跡

出土土器

PL207　第987・990・991・994・998つ002号住居

跡出土土器

PL208　第1001つ002つ007つ008つ鋸　つ根号

住居跡出土土器

PL209　第101281029つ03281034つ037つ040号

住居跡出土土器

PL21（）第1032・1034・1044・1045・1048・1049・

1051号住居跡出土土器

PL211第1049つ051つ055つ06101063つ064号

住居跡出土土器

PL212　第1064つ074つ075つ076つ078号住居跡

出土土器

PL213　第1078つ079つ08081103弓は0号住居跡

出土土器

PL214　第1078つ0808111001115号住居跡出土土

器

PL215　第HlOつ115つ11901121つ122つ123号

住居跡出土土器

PL216　第1122つ123つ133つ134つ139つ144。

1145つ154号住居跡出土土器

PL217　第1144つ145つ159・1163号住居跡出土土

器

PL218　第1163つ16581166号住居跡出土土器

PL219　第1163つ16601463つ465号住居跡出土土

器，出土土製品

PL220　出土土製品e鉄器・鉄製品

PL221出土鉄器や鉄製品。石製品

PL222　出土土製品・石器。石製品

PL223　第129・954・965・976e977・982号住居跡

出土土器

PL224　第985・988。989・993e997号住居跡出土

土器

PL225　第997・999・1003号住居跡出土土器

PL226　第1003・1009・1013・1014・1017つ019・

1027号住居跡出土土器

PL227　第1003つ027・1028・1030・1039・1042・

1059号住居跡出土土器

PL228　第1030・1035・1042・1043・1046つ052・

1053つ056・1059号住居跡出土土器

PL229　第1042・1052・1053・1056・1059・1060・

1062・1065号住居跡出土土器

PL230　第1046・1060・1065・1066・1068・1069・

1070号住居跡出土土器

PL231第1069つ070elO71つ072つ073号住居跡

出土土器

PL232　第1073つ077つ101つ104つ1090H13号

住居跡出土土器

PL233　第1104・1112・1120・1124・1126・1128・

1135・1136つ138・1140・1141号住居跡出

土土器

㌘監234　第114081146つ147・1摘9号住居跡出土土

器

PL235　第1146・1148・1149つ151・1153・1157・

1158・1168・1169・1172・1173・1176・

1461号住居跡出土土器

PL236　第1158つ169号住居跡出土土器，出土土製

品，出土鉄器。鉄製品，第1号鍛冶工房跡

出土輯羽口

PL237　出土鉄器・鉄製品

PL238　出土鉄器・鉄製品，第1号鍛冶工房跡出土

粒状浮・鍛造剥片（太・中・小）



PL239　出土石器・石製品

PL240　第28・59号掘立柱建物跡出土土器，第28号

井戸跡出土土器，第755つ416号土坑出土

土器，第57号掘立柱建物跡出土土製品，第

35A号溝・第794号出土古銭，第35A号溝

出土石製品，遺構外出土遺物

PL241遺構外出土遺物

5区

PL242　第748・1451・1452つ453・1458・1459・

1460号住居跡出土土器，第128号掘立柱建

物跡出土土器

8区

PL243　第50909198926・9270933094301200号

住居跡出土土器

PL244　第943つ200・1207・1211号住居跡出土土

器

PL245　第1211つ216・1219号住居跡出土土器

PL246　第1216つ219つ224・1235つ243。1401号

住居跡出土土器

PL247　第1401・1405・1409・1416・1417・1419・

1421号住居跡出土土器

PL248　第1421・1422号住居跡出土土器

Pm249　第1422つ42301424つ426つ42701429号

住居跡出土土器

PL250　第1429つ430つ434つ439号住居跡出土土

器

㌘監251第1439614射つ445A号住居跡出土土器

Pm252　第1441つ445A号住居跡出土土器

PL253　出土土製品

PL254　出土土製品e鉄器8鉄製品・石器・石製品

PL255　第514・520・918・931・936・1201つ203

号住居跡出土土器

PL256　第1203・1204・1205・1208・1209・1210・

1213号住居跡出土土器

PL257　第1210・1212つ213・1214・1215・1218・

1220つ221号住居跡出土土器

PL258　第1220つ221つ222つ223つ226つ231号

住居跡出土土器

PL259　第1222・1225・1226・1227つ231・1232・

1233号住居跡出土土器

PL260　第1226つ232つ233つ234号住居跡出土土

器

PL261第1234つ236つ238号住居跡出土土器

PL262　第1237つ238つ239つ241号住居跡出土土

器

PL263　第1237つ241つ242号住居跡出土土器

PL264　第124261408つ410つ411つ412号住居跡

出土土器

PL265　第1408・141（主1412・1413・1414・1415・

1420号住居跡出土土器

PL266　第1413e1420つ425Aつ425B号住居跡出

土土器

PL267　第1425A e1428・1431号住居跡出土土器

PL268　第1431つ432つ442つ443つ447号住居跡

出土土器

PL269　第37・47・70・71・73・74・75・78・79・

80A・80B・81号掘立柱建物跡出土土器

PL270　第81・86088つ09つ24。125号掘立柱建

物跡出土土器，第16号溝出土土器

PL271第75・84・85・86・87A・89・100・101・

103つ08・109・118・12「127号掘立柱建

物跡出土土器，第16号溝出土土器

PL272　第16号溝出土土器

PL273　第16035B号溝出土土器

P監274　第16。35B号溝出土土器

PL275　第35怒号溝出土土器

PL276　第30号井戸跡出土土器

PL277　第30号井戸跡出土土器，第856さ8570881

号土坑出土土器

PL278　第30号井戸跡出土土器，第881・886号土坑

出土土器

PL279　第31号井戸跡出土土器，第881・886・

1026・1344つ355号土坑出土土器，第21

号方形竪穴状遺構出土土器，遺構外出土

土器

PL280　出土土製品・鉄器



PL281出土鉄器e鉄製品・銅製品

PL282　出土鉄器・鉄製品・古銭

付図1熊の山遺跡4区遺構全体図

付図2　熊の山遺跡8区遺構全体図

PL283　出土鉄器・鉄製品。鉄浮

PL284　出土石器・石製品・木製品

園

付図3　熊の山遺跡遺構全体図



（2）掘立柱建物跡

調査8区からは，53棟の掘立柱建物跡が検出されている。内訳は，古墳時代後期のものが1棟，奈良・平安

時代のものが，北部で19棟，南部で33棟の計52棟である。その内，『茨城県教育財団文化財調査報告』第166集

で既に報告されている4棟を除いた49棟について掲載する。

①古墳時代

第120号掘立柱建物跡（第599図）

位置　調査8区の西部。M8h6区。

重複関係　全体が第1421号住居に，北部が第1417号住居に掘り込まれている。

規模　2問×2間の総柱式の建物跡で，一辺の長さ4．80m，柱間寸法は2．30～2．50mである。柱穴は9か所

（Pl～P9）で，平面形は長径0．40～0．58m，短径0．36～0．50mの円形または楕円形であり，断面形はU字

形を望し，深さは14～40C血である。

桁行方向　N－330　－W

柱穴覆土　土層断面図中，第1層が柱の抜き取り痕，第2～4層は埋土と考えられる。

Pl～P9土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子・炭化粒子少量
2　暗褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子少量
3　黒褐色　ローム粒子少量，ローム小ブロック微量
4　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子・粘土粒子少量，ローム中ブロック・焼土粒子微量

第599図　第120号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

－853－

凸l　］l　」l

O 2m

！　　；　　！

0　　　　　　　　　　　　　　10cm

l i I



遺物　土師器片霊感が夢　㌘　さ欝　の欝　の欝　の㌘　0㌘　の埋丑及び㌘　の柱の抜き取　痕から出土して

：　′　　　　　、　　、

所農　本跡の時期は資　性絶後薬から　健綬前葉の第摘別号住居に掘　込まれていることと　出立土器から芦

′

、　′′　　　　　　　　　　　　′

図版番号　器　種桓測縮m）i　器形の特徴　！　手法の特製＿車墜掘酢離日　備
考

第5神国　　林　　Å［日．去　休部から目線部にかすての破片∴　目線部内・外面構ナデ㍉休部外面　砂粒・雲母・赤色粒　P8曲り

†　　　　　　　　 目　し3畑　休部は内曾して立ち十がり，目線　横位のヘラ削年　内・外面黒色処　千　　　　　　　　 川％

士　帥　器　　　　　　 部との境に明瞭な綾をもつ∵　‖縁　理予　　　　　　　　　　　　　　 にぷい橙色

部はわずかに外傾する。　　　　　　　　　　　　　 普通　　　　 ！

②　奈良を平安時代

第野号掘義経建物跡　舞踊図）

′、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　′　　′l

平成温年度の調査区にまたがって位置してお酌　そのためタ　調査も㌘魂の㌘5の東半以東の㌘温～㌘3が平成

ノ　　　　　　　　　　　　　　∴　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　′　′　　　　　　　　　　　′

は　確認面での平面形が隅丸長方形の経穴が重複してお酌　それらの経穴それぞれに梗痕がみられた。このこ

とから　重複または建て替えの可能性があるとして調査を開始した。しかし　並層断面において重複関係は認

められないことから　平成　年度に調査した第野号掘立経建物跡として調査した。

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　′

′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　‥

′　　′　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　′

径摘。犯～。渕mの円形さ橋田形も隅丸長方形であ勘　断面形が蓮台形状または　建物の内側に画した部分

′　く　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　′‘　　、ノ　　　　　．　　　　　　′、．　　　　　　　　　　、

．　　　　′　　　　一　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　　　　′

りやや深い。

桁行方向　N－880　－・E

′　　　′　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　′

・・　　　　′　′　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

P6～PlO土層解説（各柱穴共通）

l　黒褐色　ローム小ブロック・∴ローム粒子の廃土粒子の炭化粒子少量。しまり弱い。

2　極暗褐色　ローム中ブロックのローム小ブロックのロ㌍ム粒予め炭化粒子少量

3　暗褐色　ローム小ブロック中鼠　ローム中ブロックのローム粒子少量

4　暗褐色己　にト∴ム中ブロックもローム小ブロック中量ア　ローム粒子少量

5　暗褐色　ロ…ム小ブロックく∴ローム粒子中量，ローム車ブロック少量

（う　暗褐色l二トー∴中一‾ブ「1、りソt r‾‾トl∴粒i当ニー乱　しトー一山∴粒「少量

「　暗　褐色　tトー∴′ト‾十日、りフ・「トー∴粒子小品

8　極暗褐色　ロ…ム小ブロック。ローム粒子や炭化粒子少量

9　黒褐色　にトム中ブロックもローム小ブロックやローム粒子少量

摘　暗褐色　ロ…ム小ブロックeローム粒子中量，ローム中ブロック少量

三．　　　・′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，ノ′　　′　　　　　　　　　　　　　　　　・

′　′　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　′

器蓋は㌘臓の　それぞれ埋まから出立している。
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所見　本跡のP6～PlOで検出された建物の内側部分に位置する柱痕は，外側部分に位置するものより規模が

小さく，また，掘り方も浅いことから，束柱の可能性がある。本跡は，調査8区の北部に「L」字状に集中す

る掘立柱建物跡群の北西部に位置する東西棟であり，『茨城県教育財団文化財調査報告』第166集に掲載されて

いる第38号掘立柱建物跡と時期及び桁行方向が一致する。また，本跡の南部に位置する南北棟の第47・124・

125号掘立柱建物跡と時期がほぼ一致していることから，これらは，同時期に一連の施設として機能していた

可能性がある。時期は，出土土器から8世紀後葉と考えられる。

『‾「「‾「．「7？

二三二二二三1

2m

L．＿＿＿＿＿L＿＿＿＿」

3

10cm

」－i i

第600図　第37号掘立柱建物跡・出土遺物実測図
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第37号掘立柱建物跡出土遺物観察表

図版番号 器　 種 計測値 （cm） 器　 形　 の　 特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎土 ・色調 ・焼成 備　　　 考

第 60 0 図 杯

須　 恵　 器

A ［13．0］ 底部か ら口緑部 にか けての破片。 口緑 部，体部内 ・外面ロクロナデ。 砂粒 ・雲母 ・石英 P 8 88 2

1 B　　 3．5 平底。体部は外傾 して立ち上が り， 体部下端手持ちへラ削 り。底部 回 にぷい橙色 50％

C ［8．0］ 口緑部に至る。 転へラ切 り痕を残す ，ヘラ削 り。 普通 P L 2 69

2

蓋

須　 恵　 器

A ［16．0］ 天井部か ら日録部 にかけての破片。 天井頂部は回転へラ削 り。外周部， 砂粒 ・雲母 P 8 88 3

B　　 2．4 天井頂部は平坦で外方に開 き，外 口緑 部ロクロナデ。 にぷい褐色 3 5％

F　　 3．1

G　 l．1

周部はなだ らかに下降する。口緑

部は屈曲 し，短 く垂下する。つ ま

みは擬 宝珠状 。

普通 P L 2 69

3

蓋

須　 恵　 器

A ［17．2］ 天井部か ら口緑 部にかけての破片。 天井頂部 は回転へ ラ削 り。外周部， 砂粒 ・雲母 ・石英 P 8 885

B （ 1．8） 天井頂 部は平坦 で，外周部はなだ

らかに下降する。口緑部は屈曲 し，

短 く垂 下する。

口緑部 ロクロナデ。 黄灰色

普通

10％

第41号掘立柱建物跡（第601図）

位置　調査8区の北部。MlOd2区。平成9年度と平成11年度の調査区にまたがって位置しており，そのため，

調査もP3・P4の柱穴以北が平成9年度，それ以南のP8～P10の柱穴が平成11年度と両年度にわたった。

重複関係　北東部のPl・P2で第119号掘立柱建物跡を掘り込み，南西部のP4が第936号住居に掘り込まれ

ている。

規模　桁行3問，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長5．60m，梁行長4．27mである。柱間寸法は桁行1．75～

2．00m，梁行1．80～2．50mである。柱穴は10か所（Pl～PlO）で，平面形が長軸0．80～1．34m，短軸0．67～

∈三上♂－　ヒ±ゴcm
第601図　第41号掘立柱建物跡・出土遺物実測図
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紺獄獅鞠　登紅丑が　…瀾

櫨飛覆並　立層断面図中，第7層が柱の抜き取り痘夕他は埋まと考えられる。埋まはロームブロックを含む暗

褐色0褐色までタ　版築状に突き固められている。

P8～PlO土層解説（各柱穴共通）

l　暗褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量

2　暗褐色　ローム小一プロ、、・′ア・ローム粒丁一小鼓　炭化粒子少量

3　暗褐色　ローム粒子多量ク　ローム小ブロック中量

4　暗褐色　ローム粒子多量芦　ロ…ム中ブロックもローム小ブロック

中量

5　暗褐色　ローム粒子多鼠　ローム小ブロック中鼠　ローム中ブロ
ック少量

6　褐　色　ローム粒子多量，ローム大ブロック∴∴ローム車ブロック
少量

7　極暗褐色　ローム小ブロック∴∴ローム粒子少量。しまり弱い。

′．　　　　　　′．　ニ・　　　　　′　　一、＼　　′′′　　∴　　　　、＼ら、言∴　く　し沃言lJ†・′、－∴、、：′ノ

埋上から出土している。

、・′．、′　　　・′；∴・′∴′・・．′　′．一・ノ、J′　　′′，・J　ノ　′　ノ∴ノ、・′　一一．う．′　j／、′∴

、　′．′　　′　、∴’′　こ　　　　　・′　、∴　′　′　∴．ノ　′．＼′′′　　′　∴　′・′∴－′．∴ノ　′′′ノ　′

′′′　　　′　′‥　′　　　・　′′′、′　′′；・′　　　ノン、、′、′；ノ　ノ　、　′′・′　　′ノ　′　・、．、了　・

′′′　　　　　　　　　′′・′ニ

．　′　ノi′′　′　　　′　乞　∴′＼′二、

二　　　　　㌔　　　∴　′　′

ノ　ノ　　′′　′、’　　　　　′　’りニ′　　　　、’′ノく　　－′　‥、′　　　　　′　　′　　　∴　　・′′／

′　　　　　　　′　′・、′　′　　′　ノ／′　／′　　　　　′′　　′　　ノ　　　　ノ　′′′　′′　＿

′・’′　　′′　　　　　′　′　㍉　　′　′′∴　′′′′∴′．、ノ＼ふ　、、′　　ノ′∴．′′　　′　一了′　∴ノ　ー一．・、

′　　′　・′　　　　　　′　′ノ′・、ノ　′；白′　′　′　ノ、′′　　　　　ト′1′ノ・′′　′・ノー・′　・′・′　′．ノ　ー

る。

′：　　　‥ノ　　　′　　、ノ・・′′　　　　　　、‥　　ノ　　　　　　　㍉．　、′ご　′′　′　′

′十　、　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　ノ　　　′　言　　　；ノ　ー、　、　′，l

ノ　　′　　　　′　′　ノ　　ラ　．　　　　上　　之′　　　ノ′　J′、　　　二、　・′　、

と浅く，その他は4（ト69cmである。

桁行方向　N－100　－E

桂究覆ま　ま層断面図中タ　㌘腑の第　層が柱の抜き取　痩　地は埋まと考えられる。埋まはロームブロック主

体の暗褐色8褐色まで夢　版築状に突き固められている。

PlO～P12土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム粒子多量，ローム小ブロック中量

2　黒褐色　ローーム粒了旬∵一品，ロームl巨八二了、リン少量

3　黒褐色　ロ…ム粒子多量，ローム小ブロック少量

4　黒褐色　ローム粒子中量，ローム小ブロック少量

5　暗褐色　ローム粒子多量，ローム小ブロック中量，ローム車ブロック少量

（う　褐　　色［lト∴ノ＼粒下車量，「トィ、′トノ十、りワ・焼上粒十・炭化粒子・粘‖笹子′年是

7　極暗褐色　ローム小ブロックeローム粒子e炭化粒子8粘土粒子少量

8　黒褐色　ローム小ブロック・∴ローム粒子少量

一一、－－－－－－－　桁、、一一一



遺物　土師器片34点，須恵器片2点が，Pll～P12の埋土から出土している。土師器片は細片であり，古墳時

代後期のもので，混入したものと思われる。出土土器は細片であるため，図示はできなかった。

所見　本跡の時期は，出土土器からは細片であるため断定できないが，9世紀の第937号住居，9世紀後葉の

第1447号住居に掘り込まれている。さらに，9世紀前葉の第45号掘立柱建物跡と隣接しているが，間隔が狭い

ため同時に存在した可能性は低く，周囲の掘立柱建物跡の配置から，9世紀前葉から中葉と考えられる。本跡

の西部に位置する第43号掘立柱建物跡，南部に位置する第41号掘立柱建物跡と時期及び桁行方向がほぼ一致す

ることから，同時期に一連の施設として機能していた可能性がある。

第602回　第42号掘立柱建物跡実測図

0　　　　　　　　　　　2nl
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第44号掘立柱建物跡（第603図）

位置　調査8区の北部。MlOa2区。平成9年度の調査区ではPl～P9の柱穴が確認されており，『茨城県教

育財団文化財調査報告』第166集において，桁行2間，梁行2間の総柱式の建物跡と報告されている。しかし，

平成11年度の調査区において，その北側に連続する柱穴PlO～P12が検出されたことから，同一の建物として

調査し，規模等を変更する。

重複関係　東部のP2が第937号住居に，北部のP12が第1447号住居に，東部が第42号掘立柱建物に，西部が

第45号掘立柱建物に，それぞれ掘り込まれている。

規模　桁行3間，梁行2問の総柱式の建物跡で，桁行長5．76m，梁行長3．66mである。柱間寸法は桁行1．90～

2．10m，梁行1．80～2．00mである。柱穴は12か所（Pl～P12）で，平面形が長軸0．90～1．16m，短軸0．64～

858



0．92mの隅丸方形・隅丸長方形であり，断面形が二段掘り状・逆台形状を望し，深さは35～64cmである。

桁行方向　N－10　－W

柱穴覆土　土層断面図中，第1層が柱の抜き取り痕，他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含む暗

褐色・黒褐色土で，版築状に突き固められている。

PlO～P12土層解説（各柱穴共通）
1　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量
2　黒褐色　ローム粒子中量，ローム中ブロック少量
3　黒褐色　ローム粒子多量，ローム小ブロック少量

4　黒褐色　ローム粒子中量，ローム小ブロック少量

5　暗褐色　ローム粒子多量，ローム中ブロック・ローム小ブロック少
上し
旦

6　黒褐色　ローム粒子多量，ローム大ブロック中量，ローム小ブロッ
ク少量

遺物　土師器片31点，須恵器片7点が，PlO～P12の埋土から出土している。土師器片は細片であり，古墳時

代後期のもので，混入したものと思われる。

所見　本跡の時期は，出土土器が細片であるため断定できないが，9世紀の第937号住居，9世紀後薬の第

1447号住居，9世紀中葉から後半の第42号掘立柱建物，9世紀前葉と考えられる第45号掘立柱建物に掘り込ま

れていることから，9世紀前葉以前と考えられる。また，周囲の掘立柱建物跡の重複関係から，時期差がさほ

どない期間内に，ほぼ同一の場所に建て替えが行われたと考えられる。これらの重複関係及び周囲の掘立柱建

物跡の配置から，8世紀後薬から9世紀前葉と考えられる。また，重複関係から本跡が廃絶された後に第45号

掘立柱建物が建てられ　その後，第42号掘立柱建物が建てられたと考えられる。
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第603図　第44号掘立柱建物跡実測図
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第45号掘立柱建物跡（第604図）

位置　調査8区の北部。MlOb2区。平成9年度の調査区ではPl～P9が確認されており，『茨城県教育財団

文化財調査報告』第166集において，桁行3間，梁行2間の側柱式の建物跡と報告されている。平成11年度の

調査区において，その北側に柱穴PlOが検出されたことから，同一の建物として調査した。

重複関係　東部で第44号掘立柱建物跡を掘り込み，西部が第43号掘立柱建物に掘り込まれている。

朗9－
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第604図第45号掘立柱建物跡実測図

規模　桁行3間，梁行2問の側柱式の建物跡で，桁

行長5．50m，梁行長3．62mである。柱間寸法は桁行

1．80～1．90m，梁行1．80～2．00mである。柱穴は10

か所（Pl～PlO）で，平面形が長軸（径）0．84～

1．38m，短軸（径）0．74～1．00mの隅丸方形・隅丸

長方形・楕円形であり，断面形が二段掘り状・逆台

形状を皇し，深さは30～55cmである。

桁行方向　N－3。－E

柱穴覆土　土層断面図中，第1層が柱の抜き取り痕，

他は埋土と考えられる。埋土はロームブロック主体

の暗褐色土で，版築状に突き固められている。

PlO土層解説

1黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量。しまり弱い。

2　暗褐色　ローム小ブロック中量，ローム粒子少量。しまり強

い。

3　暗褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量。しまり強い。

所見　本跡からは土器が出土していないため，土器

から時期を判断することはできないが，重複関係か

らは，9世紀中葉の第43号掘立柱建物に掘り込まれ

ているため，それ以前と考えられる。また，第44号

掘立柱建物跡を掘り込んでいるが，周囲の掘立柱建

物跡の重複関係や密集の度合いから，時期差がさほどない期間内に，はぼ同一の場所に建て替えられたものと

考えられる。これらの重複関係及び周囲の掘立柱建物跡の配置から，9世紀前葉から中葉の時期幅におさまる

と考えられる。また本跡は，重複関係から第44号掘立柱建物が廃絶された後に建てられ　その後，第43号掘立

柱建物が建てられたと考えられる。

第46号掘立柱建物跡（第605図）

位置　調査8区の北部に，「L」字状に集中する掘立柱建物跡群の南部に位置する南北棟である。L9i9区。平

成9年度と平成11年度の調査区にまたがって位置しており，そのため，調査も南部のPl～P3が平成9年度，

北部のP4～PlOが平成11年度と両年度にわたった。

重複関係　西半で第47号掘立柱建物跡を掘り込み，北部のP6・P7が第123・126号掘立柱建物に掘り込まれ

ている。

規模　桁行3問，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長6．22m，梁行長4．26mである。柱間寸法は桁行1．80～

2．10m，梁行1．70～2．30mである。柱穴は10か所（Pl～PlO）で，平面形が長軸（径）1．02～1．10m，短軸

（径）0．84～0．91mの隅丸長方形・楕円形であり，断面形が逆台形状を皇し，深さは44～66cmである。

桁行方向　N－100　－E

柱穴覆土　土層断面図中，第1層が柱の抜き取り痕，他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含む黒

褐色・暗褐色土で，版築状に突き固められている。

P4～PlO土層解説（各柱穴共通）
1黒褐色　ローム小ブロック中量，ローム粒子少量。しまり弱い。
2　黒褐色　ローム粒子中量，ローム小ブロック少量

一封itl



3　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量　　　　　　　　　　　7　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，ローム中ブロック少
4　黒褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック中量，ローム粒子少　　　　　　　量

量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　黒褐色　ローム小ブロック中量，ローム中ブロック・ローム粒子少
5　黒褐色　ローム中ブロック多量，ローム大ブロック・ローム小プロ　　　　　　　量

ック・ローム粒子少量　　　　　　　　　　　　　　　　9　暗褐色　ローム粒子多量，ローム小ブロック少量
6　暗褐色　ローム中ブロック多量，ローム小ブロック・ローム粒子中10　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量

量，ローム大ブロック少量　　　　　　　　　　　　　　11暗褐色　ローム粒子中量，焼土粒子少量

遺物　土師器片53点，須恵器片12点，鉄器1点（刀子）が，P4～PlOの埋土から出土している。土師器片は

細片であるが，そのほとんどが古墳時代後期のもので，混入したものと思われる。第605図1の須恵器杯はP

8の埋土から，2の刀子はP7の埋土から，それぞれ出土している。

所見　本跡は，重複している第47号掘立柱建物跡とはぼ同位置で検出されており，時期差があまりないことか

ら，第47号掘立柱建物の廃絶後に建て替えられた建物の可能性がある。時期は，重複関係及び出土土器から8

世紀中葉から後葉と考えられる。

叫　　くI可　平成9年度調査

0　　　　　　5cm

」＿」＿＿」

第605図　第46号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

第46号掘立柱建物跡出土遺物観察表

l

‾【ミニ∋：
r

∇

j　　　；　　！

2

0　　　2cm

ヒ±∃

図版番号 器　 種 計測値 （cm） 器　 形　 の　 特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎土 ・色調 ・焼成 備　　　 考

第 60 5 図 杯

須　 恵　 器

A ［11．8］ 体部の破片。平底。体部は外傾 し 口緑 部，体部内 ・外面ロクロナデ。 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 88 87

1 B　　 3，6

C ［7．8］

て立ち上が り，口線 部でわずかに

．外 反する。

体部下端手持ちへラ削 り。 石 英

貴灰色，普通

15％

ー861－



図版番号 器　　 種
計　　　　　　 測　　　　　　 値

材 質 特　　　　 徴 備　　　 考
全長 （cm） 刀身長 （cm） 身幅 （CⅡl） 重 ね （cm） 茎長 （cm） 重量 （g ）

第605図 2 刀　　　 子 （3．3） （2．1） （0．9） 0．2 （1．2） （1．3） 鉄 刃臥 茎部一部欠礼 棟区残存。 M 844 5

第47号掘立柱建物跡（第606・607図）

位置　調査8区の北部に，「L」字状に集中する掘立柱建物跡群の南部に位置する南北棟であり，南北に延び

る第35B号溝から東側2．5mに位置している。L9i9区。平成9年度と平成11年度の調査区にまたがって位置し

ており，そのため，調査の南部のPl～P3が平成9年度，それ以北のP4～PlOが平成11年度と両年度にわ

たった。

重複関係　北部のP6～P8が第123・126号掘立柱建物に，東半が第46号掘立柱建物に掘り込まれている。

規模　桁行3間，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長5．76m，梁行長4．21mである。柱間寸法は桁行1．90～

2．00m，梁行1．80～2．40mである。柱穴は10か所（Pl～PlO）で，平面形が長軸（径）1．04～1．22m，短軸

（径）0．80～1．08mの隅丸長方形・楕円形であり，断面形が二段掘り状・逆台形状を皇し，深さは24～64cmで

ある。

桁行方向　N－1。－E

柱穴覆土　土層断面図中，第1層が柱の抜き取り痕，他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含む黒

褐色・褐色土で，版築状に突き固められている。

ー862一

第606図　第47号掘立柱建物跡実測図

0　　　　　　　　　　　2m
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P4～P7・P9l PlO土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム粒子多鼠　ロームやブロック・，ローム小プロッタ中農タ　ローム太ブロック少農

2　黒褐色　ローム粒子中量資　ローム中ブロック・ロ…ム小ブロック少量

3　黒褐色　ローム粒子多量タ　ローム小ブロック中量ブ　ローム車ブロック少量

4　黒褐色　ロ…ム粒子中量き　ローム太ブロックぉローム小ブロック少量

5　黒褐色　ローム小ブロック中量，ローム太ブロックぜローム粒子少量

6　褐　色　ローム粒子多量，ローム太ブロックのローム小ブロック中畳

、・11㌦一日∴1、㌔∴＝　′・、ノ　　　：　ここ　′」　′′t：′　　　：、ノ、′・ノ′了′．了・・、ノ．．

出土している。土師器片は細片であ勘そのほとんどが古墳時代後期のものでタ混入したものと思われる。第

∴　く　　′ノ　∵ノ斗く∴　、・ノー　　′　　　′　ノ　　：′　　∴、　、　、　′　二　へ　、　　　．ら

している。

所農　本跡はタ重複している第舶号掘立柱建物跡とほぼ同位置で検出されている。またタ調査区8区の北部に

「監」字状に集中する掘立柱建物跡群の北西部に位置する南北棟であ勘西側のmの位置を南北に延びる第

′′ノ√I一　　　ノ′　言、‾、　　∴　．′　　　　ノ（．′、∴′、′一（′　　　　′　′　　　　　　　　：　ノ．

′．．．．、／′単　二′　′．ノ‥、′′、．．王　　　、＿ニ「ノ　′．′

第節号掘立櫨建物跡出土遺物観察菱

0　　　　　　　　　　　　　　　瑠Ocm

』　　　走

図版番 号 器　 種 計 測値 （cm ） 器　 彬　 の　 特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎 十 ・色調 ・焼 成 備　　　 考

第 60 7 図 盤

須　 恵　 器

B （2．7 ） 高 台 部 か ら休 部 にか け ての 破 片 ． 体 部 内 ・外面 ロ ク ロナ デ ． 底 部 回 砂 粒 ・霊 母 ・長 有 ・ ㌘88 88

l C　　 9．8 体 部 は 大 き く外 方 に開 く㍉　高 台 は 転 へ ラ削 り． 高 台 貼 り付 け 後 ， ナ 石 英 30 ％

E　 l．0 わ ず か に 外 方 へ ふ ん ば る㍉ デ 。 吠 色 ， 普 通 P L 2（対

2

襲 A ［19 ．0 ］ 頭 部 か ら目線 部 に か け て の破 片 ∴ 目 線 部 ， 頸 部 内 ・外 面 構 ナ ナ ㍉ 砂 粒 ・霊母 ・長 石 ・ ㌘888 9

士　 帥　 器

B　 日 用） 頭 部 は ゆ る や か に くび れ ， 目線 部 赤 色 粒 子 5 ％

は 外 反 す る∴ 端 部 は外 十 方 に つ ま にぷ い橙 色

み上 げ られ て い る∴ 普 通

∴　‾　　　　だ　ノ．・．′‘‥・　　′　一′

－　　′／＼し、、　．　・　ノ、ノヽ′、

言二°　　　′・′　．ノ　ノ′　　　′‘　′　・′　′　　　′、′　　　ノ　　　　　　′　ノ　ブ　′′　　　　　　　　　　．

、′離　日∴’ノ′　ノ　　ノ′．、、′J　物′　一　　十1、　　　′　′　　′　　二　ノ．．ノ・．，′；′

′　　　　′．′了了　ノ、′　、、　∴二　　　㌦　′　　　　　　　、　　・　2．、　′　　　　　‘1

－　、、′言　ノ、∴こ′ノ言　．ノ．ノノ　ラ、ノ　　・’ニ′′一一′′∫　子′′　　　　　　　　　　　　　　ノ

桁行方向　N－60　－E

空　　　∴一言‥　′　：′ノ　∵′′、・′シ、一ハ　∴　′；　′‥　′　　　　　　　　　′′　　．′、・∴　　′

土で芦　版築状に突き固められている。

Pl～P10土層解説（各柱穴共通）
1　暗褐色

2　暗褐色

3　暗褐色

4　暗褐色

5　褐　色

（i　褐　色

ローム小ブロックeローム粒子も焼土粒子少量。しまり弱い。

ローム粒子中量，ローム小ブロック・炭化粒子少量

ローム小ブロックeローム粒子中量ブ　ローム中ブロック少量

ローム小ブロック・∴ローム粒子中農，ローム太ブロックめ炭化物少量

にトーム粒子多量き　ローム小ブロック中量ブ　ローム太ブロック少量

ローム小ブロック0ローム粒子多量，廃土粒子さ炭化粒子少量

一一一一一一・86：う　ー



遺物　土師器片86点，須恵器片32点が，すべての柱穴の埋土から出土している。第608・609図1の土師器杯は

P8の埋土中から，2の土師器高台付杯，3の土師器皿はP7の哩土から，それぞれ出土している。4の須恵

器嚢の休部片，5の須恵器饗の口縁部片は，P8の埋土中から出土している。

所見　本跡の時期は，出土土器から9世紀後薫と考えられる。本跡の北側にある第71・73号掘立柱建物跡と時

期及び桁行方向がほぼ一致することから，同時期に一連の施設として機能していた可能性がある。

第608回　第70号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

8両一一一

0　　　　　　　　　　2m
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10cm
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第609図　第70号掘立柱建物跡出土遺物実測図

第70号掘立柱建物跡出土遺物観察表

0　　　　　　　　　　　　10cm

⊆二二＿＿＿⊥＿　　　－i

図版番号 券　 種 計測値（C皿） 器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成 備　　　 考

第608図 杯 B （1，6）底部から体部下位にかけての破片。体部内・外面へラ磨き，下端手持砂粒・雲母 P8890

1

土　師　器

C ［8．0］平底。体部は外傾して立ち上がる。ちヘラ削り。底部へラ削り。内・

外面黒色処理。

黒色

普通

15％

2

高台付杯B （3．6）高台部から体部下位にかけての破口緑部，体部内・外面ロクロナデ。砂粒・雲母 P8892

須　恵　器

D ［6．4］片。体部は下位に稜を有し，外債体部下端手持ちへラ削り。底部不黒色 15％

E　　O．9 して立ち上がる。高台は底部内側

にあり，「ハ」の字状に開く。

定方向のヘラ削り。 普通 PL269

3

皿 A ［14．3］底部から口緑部にかけての破片。口縁部，体部内・外面ロクロナデ，内砂粒・雲母・赤色粒子P8893

土　師　器

B （2．1）高台欠損。体部は外反気味に開き，面へラ磨き。底部回転へラ削り。高にぷい褐色 40％

ロ緑部に至る。 台貼り付け痕あり。内面黒色処理。普通 PL269

第609図 聾 B （10．7）体部の破片。 体部外面横位の平行叩き，一部擬砂粒・雲母 TP8418

4

須　恵　器

格子目の叩き。内面指頭による押橙色 10％

庄痕を残すナデ。 普通 PL269

5
要 B （9．1）頸部の破片。頚部は外反気味に立頚部内・外面ロクロナデ。外面に砂粒・赤色粒子 TP8425 10％

須　恵　器 ち上がる。 櫛描波状文。 にぷい橙色，普通 PL269

第71号掘立柱建物跡（第610・611図）

位置　調査8区の南西部。08b2区。

重複関係　南部で第1224・1225・1230号住居跡を，北部のPllで第105号掘立柱建物跡のP6を掘り込んでい

る。

規模　桁行3間，梁行3間の側柱式の建物跡で，桁行長7．82m，梁行長5．24mである。柱間寸法は桁行2．20～

2．90m，梁行1．30～2．10mである。柱穴は12か所（Pl～P12）で，平面形が長軸（径）1．16～1．56m，短軸

（径）0．81～1．20mの隅丸長方形・楕円形であり，断面形が逆台形状・二段掘り状を呈し，深さは32～111cm

である。

桁行方向　N－1。－W

柱穴覆土　土層断面図中，第1層が柱の抜き取り痕，その他は埋土と考えられる。埋土はロームブロック主体

の暗褐色・褐色土で，版築状に突き固められている。

ー865－



Pl～P12土層解説（各柱穴共通）

1暗褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量，焼土粒子・炭化物・砂粒微量。しまり弱い。
2　褐　色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，ローム中ブロック少量，ローム大ブロック・炭化物・炭化粒子微量
3　褐　色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，ローム中ブロック少量，炭化物・炭化粒子微量
4　褐　色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，ローム大ブロック・ローム中ブロック・炭化物少量
5　褐　色　ローム小ブロック・ローム粒子少量，炭化粒子微量
6　暗褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子少量，粘土中ブロック微量

遺物　土師器片63点，須恵器片24点，不明鉄製品1点，石器1点（砥石）が，すべての柱穴の埋土から出土し

ている。第611図1の土師器杯はPlOの埋土から，2の土師器杯はP7の埋土から，それぞれ出土している。

3の土師器杯，6の土師器饗はP9の埋土から，それぞれ出土している。3の土師器杯の休部外面に墨書され

ているが，判読は不能である。4の土師器杯はP9の埋土から出土しており，体部外面に墨書されている。判

読は不能である。5の土師器杯はPlOの埋土から出土しており，休部外面に「杢」と墨書されている。7の不

－86ti

第610図　第71号掘立柱建物跡実測図
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明鉄製品はP12の埋土から，8の砥石はPllの埋土から，それぞれ出土している。

所見　本跡の時期は，出土土器から9世紀後葉と考えられる。本跡の北側にある第73号掘立柱建物跡，南側に

ある第70号掘立柱建物跡と時期及び桁行方向がほぼ一致することから，同時期に一連の施設として機能してい

た可能性がある。

て：〒妄‘・・‘‥二

戸扇＝‾‾《

∴・
巴多／　3

＿∴．‾‾、．’

5cm

l　　　；　　！

第611図　第71号掘立柱建物跡出土遺物実測図

第71号掘立柱建物跡出土遺物観察表

田肝 10cm

L＿　　；　　　！

図版番号券　種計測侶（cm） 器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成備　　　考

第611園杯

土　師　器

A［11．6］底部から口緑部にかけての破片。口緑部，体部内・外面ロクロナデ。砂粒・雲母・長石・P8894

1 B　　4．3平底。体部は内攣気味に外傾して体部下端手持ちへラ削り，内面へ赤色粒子 35％

C［6．4］立ち上がり，ロ縁部でわずかに外ラ磨き。底部1方向のヘラ削り。橙色 PL269

反する。 内面黒色処理。 普通

2

坪

土　師　器

A［16．0］体部から口縁部にかけての破片。日録部，体部内・外面ロタロナデ。砂粒・赤色粒子 P8895

B（4．2）体部は内攣気味に外傾して立ち上

がり，口緑部でわずかに外反する。

体部内面へラ磨き。内面黒色処理。浅黄橙色

普通

20％

3

杯

土　師　器

A［15月］休部から日録部にかけての破片。口縁部，体部内・外面ロクロナデ。砂粒・雲母・赤色粒子P8896

B（4．3）体部は内攣気味に外傾して立ち上体部内面横位のヘラ磨き。内面黒にぷい橙色 10％

がり，口緑部でわずかに外反する。色処理。 普通 体部外面に墨痕

4

杯

土　師　器

A［13，6］体部から口緑部にかけての破片。口緑部，体部内・外面ロタロナデ。砂粒・雲母 P8884　5％

B（2．2）体部は内攣気味に外傾して立ち上体部内面横位のへラ磨き。内面黒にぷい黄橙色 体部外面に墨書

がり，口緑部に至る。 色処理。 普通 判読不能

5

杯 B（2．7）体部からロ緑部にかけての破片。口緑部，体部内・外面ロクロナデ。砂粒・雲母 P8902　5％

土　師　器

体部は内攣気味に外傾して立ち上体部内面斜位のヘラ磨き。内面黒にぷい黄橙色 体部外面に墨書

がり，口緑部でわずかに外反する。色処理。 普通 「杢」

6

襲

土　師　器

A［13，4］体部上位から口縁部にかけての破日録部，頚部内・外面横ナデ。体砂粒・雲母 P8897

B（4．5）片。体部は内管して立ち上がり，部外面縦位のヘラ削り，内面横ナ明赤褐色 5％

頚部で「く」の字状にくびれ，口

緑部は外反する。端部は上方につ

まみ上げられている。

デ。 普通

図版番号器　　種
計　　　　　 測　　　　　 値

材質 特　　　　　徴 備　　　考
長　さ（C皿）幅（cm）厚　さ（cm）重量（g）

第611図7不　　　明（4．5） （3．8） 1．2 （33．5）鉄やや攣曲して突起部を有す。M8446
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図版番号 器　　 種

計　　　　　 測　　　　　 値
石質 特　　　　 徴 備　　　 考

長 さ （CⅡl） 幅 （C皿） 厚 さ （cm） 孔径 （cm） 重量 （g ）

第61 1区18 砥　　　 石 8．5 4．0 1．5 0．3 10 1．5 凝灰岩 直方体で側面4両が砥風 船 に深さ5Ⅲ田の孔。 Q 84 14　 P L 284

第72号掘立柱建物跡（第612図）

位置　調査8区の南西部，07jO区。北西へ8mの距離に位置する第74号掘立柱建物跡と並列する。

重複関係　Plが第1222号住居跡を掘り込んでいる。また，P5を第861号土坑に掘り込まれている。

規模　桁行3間，梁行2問の側柱式の建物跡で，桁行長5．60m，梁行長4．43mである。柱間寸法は桁行1．70m

～2．30m，梁行2．10～2．40mである。柱穴は，平面形が長径（軸）0．64～1．52m，短径（軸）0．59～1．20mの

円形・楕円形または隅丸方形で，深さ28～80cmである。

桁行方向　N－88。－E

柱穴覆土　土層断面図中，第1層は柱の抜き取り痕，その他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含

んだ暗褐色・褐色土であり，強く突き固められてはいない。

Pl～P4，P6～PlO土層解説（各柱穴共通）

1暗褐色　ローム小ブロック中量，ローム中ブロック少量，廃土粒子微量
2　褐　色　ローム小ブロック・ローム粒子少量，炭化粒子微量
3　褐　色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・炭化粒子少量
4　褐　色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子中量，炭化粒子微量

第612図　第72号掘立柱建物跡出土遺物実測図

ー868

0　　　　　　　　　　　2m
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褐　色　ト一一∴粒巨＝品lトム中一‾／、日、りソ・l‾トー∴小一ブ＝、、′ソ′机l：．炭化粒打数是

6　暗褐色　ロ…ム小プロ、ジグ中農汐　ローム車ブロックのローム粒子少量訝　廃土粒予0炭化物微量

7　褐　色　ローム小ブロックをローム粒子少量，炭化物微量

8　褐　色　ローム小ブロック・・ローム粒子せ炭化粒子少量

（）褐　色［‾トー∴小‾ノ十丁、りソ・lト∴粒J‾・′塙‡：．炭化物・炭化粒J‘一徹品

川　褐　色　ローム粒子中量タ　ローム中ブロックeローム小ブロック少量

11褐　色　「ト一一∴粒戸い品、「トー∴′ト十日、、′ソ′J月古　炭化物微量

且2　褐　色　ローム粒子中豊，ロ…ム小ブロック少鼠　炭化粒子微量

1：－1褐　色：‾トー∴粒丁一小品lト∴一′、車、ブ11、りソ′」ノ品

111褐　色　∴トーム粒子小品lト→∴小一ブ「丁、りソ少品

15　褐　色　ローム中ブロックeローム小ブロックeローム粒子少量

1（i　褐　色　＝－∴粒子中量、r‾トー∴′ト′亘J、、′ソ少鼠　ロー∴中‾‾力1、‥？・炭化粒子微量

1γ　暗褐色　トト…一∴小一十日い′ツ′出乱「トー∴中ソ［ト′ツ・焼目白一・・歳化粒自散品

18　褐　色lト∴ご′、粒J’・小品lトー∴小一‾ノ、口、ソソ少量，炭化粒自散量

且9　褐　色　ローム粒子多鼠　ローム中プロッグeローム小ブロック少量努　炭化粒子微量

2日　褐　色lトー∴粒子多量，トトー∴小一力二1・・′ソ′レ量

21褐　色　「ト一一ム粒子も量，「トー∴大プロ、、！ソ・「トーム小一‾ブ「1・′ソ少量

22　暗褐色　ローム車ブロック∴∴ローム小ブロックの炭化粒子少量，炭化物微量

23　暗褐色　ローム小ブロックさローム粒子0炭化粒子少量

2・l　暗褐色　「ト∴′7、小、ノー日、、．′ソ少量．炭化粒自数量

25　褐　色　「トー∴粒J’一中iIl二、l「一∴′ト七、′ソ・炭化粒J一・′レ量

錆　暗褐色　ローム車ブロック少量y　炭化粒子微量

ノ　　ミ′、　′一　　　　　　　　　　′　′　′　　′　　　、へ．　　　　　　　　　　　、

′　　　　　　、；′、ノー′　・　　　′・・・　　　　　　　　′　　　′　　、ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　′

′　　　′　　　ノ、　　∴　　　　　　　　　　　　ノ

ノ、－′′　′　′′Jノ　　　　　　　′、　　ノ　　ノ、′　′　′、　　　　ノ　′　　　　　　　′　′　ノ　　　　′　　　　　　　ノ′l一

隣接する　世紀中薬と考えられる第銅号掘立橡建物跡と桁行方向が一致してお酌　同時期の可能性が考えられ

′　　　　　　ノ　　　　　　　　　′　′　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　．　　　　　　　　　　　　　・′

第開署掘義経建物跡　第鋸図）

′・ノ　　く　　　　－　　／く　ノ∴、＼、、′′′主’　　　・・．′／　　′　一り　、、‘ら′∴！／、）＿

′、　　　　　　　　．′・・′．　　ノ　　　　　　′′　　　′　　‥　′∴′．．・′　　・’　　′ノ

′　　　　　′′　　′　　l′　　　　　　′′　′　　　′　′　＿、　　　　　ノ′　　　　　　　　一　　　　一1　′

′　′　　．′′　　　　　　′　二　　′・′．　　′　　　　　′　言’、ノ′’　　　　　　，　－′　　　　　一、、ら　つ　‾　　　′

形で，深さ51へ（う（）cmである。

桁行方向　N－1ノ10　－E

′l　　　，　　　′　　　‥　　　　　　　　ノン　　C　　　　　　ノ　．　　　；　　′・′・′　　　．　　　′　　　′

ノ′　′　　′′′′　　′、．′　、　′　Jノ　′　′′　　　　　ノ　ー　ー　　′　　′

Pl～PlO土層解説（各柱穴共通）
1　暗褐色　ローム粒子の炭化粒子少量

2　褐　色　ローム粒子中量，ローム中ブロックやローム小ブロック少
鼠
藁邑

3　暗褐色　ローム車ブロックのローム小ブロックe焼土粒子の炭化粒

J’・少量

4　暗褐色．ローム小ブロック0炭化粒子少量ぎ　焼土粒子微量
5　暗褐色　ローム中ブロック∴lローム小ブロックe炭化粒子少量
6　暗褐色　ローム車ブロック8ローム小ブロック少量プ　炭化粒子微量
7　褐　色　ローム小ブロック中量ラ　炭化粒子少量プ　焼土粒子微量
8　褐　色　ローム小ブロック中量芦　ローム粒子さ炭化粒子少量芦　焼土

粒子微量

9　酪褐色．ローム粒子中量ク　ローム太ブロックも炭化粒子微量
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暗褐色　ローム小ブロックも炭化粒子少量

暗褐色　ローム小ブロック少量ダ　ローム中ブロックも炭化粒子微量

褐　色　「‾トー∴中ソHい′フ・ロー一一一一ム′十年I、‥ソ′帰し．炭化物微量

褐　色　ローム車ブロック・ロ…ム小ブロック少鼠　焼土粒子微量
褐　色　ローム′トカ‾‾］、、′ソ・lトー∴粒J’・′レ量

暗褐色　ローム中ブロック0ローム小ブロックe炭化物少量

褐　色　「トー∴小づし‾－コ、ソソ・I．トーム粒ナ・炭化物′－レ量

褐　色　炭化物中鼠　ロー∴小づロ、、！？・炭化粒子少量

褐　色　ローム小ブロック少量

ーIl一∴中ソ十ト′ソ・「ト∴′トノ十ト「ソ・＝－∵、粒「少量

ローム小ブロックq∴ローム粒子を炭化粒子少量，廃土粒子

微量

′　　、言　　′1．・′ノ　　ー　　　一　　　一　′　　　′、　′‘′言く・ノ　ノ　　く∵．く　′∴∴　．′一　ノ　　　ー‾　ノノ。∴′

（う1封朴ノ‾“）1の土師器皿はP2の埋十から，2の土師器鉢はP6の押上から［廿上している。

′、′′　、’・ノ　’く　ノ、・・′　′ノ　　　　′　　　　′　　：′　′′′　．　　、．′　ノ．′′′′・′

一一…一一一　8（うt）一一…－



機能していた可能性が考えられる。時期は，出土土器から9世紀後葉と考えられる。

第613図　第73号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

第73号掘立柱建物跡出土遺物観察表

。l⊃I　　2m

ト一一一一一一十－」

0　　　　　　　　　　　　10cm

」　＿＿＿＿i　　　！

図版番号器　種計測値（cm）器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴胎土・色調・焼成備　　　考

第613図皿A　13．6高台部から口縁部の破片。高台は口緑部及び体部外面ロタロナデ。砂粒・雲母・長石・P8348

1

土　師　器

B　　2．7ハの字状に開く。体部は緩やかに内面へラ磨き。底部回転へラ削り石英 50％

D　　6．8

E　　O．9

外傾して立ち上がり，口緑部はや

や外反する。

後，高台貼り付け。内面黒色処理。にぷい橙色

普通

PL269

2

鉢B（3．0）底部から体部下端の破片。平底。体部下端手持ちへラ削り。内面へ砂粒・雲母 P8349

土　師　器

C［14．4］体部は外傾して立ち上がる。ラ磨き。底部摩滅により調整不明。にぷい黄橙色30％

内面黒色処理。 普通 PL269

第74号掘立柱建物跡（第614図）

位置　調査8区の南西部，N8h2区。西へ9mの距離に位置する第81号掘立柱建物跡と並列する。

重複関係　P2・P3が第1214号住居跡を，P4が第1220号住居跡を，P5～P7が第1219号住居跡を，P8

～PlOが第1216号住居跡をそれぞれ掘り込んでいる。

－870－



規模　桁行3間，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長7．30m，梁行長4．98mである。柱間寸法は桁行2．10m

～2．60m，梁行2．30～2．40mである。柱穴は，平面形が長径（軸）1．00～1．40m，短径（軸）0．91～1．10mの

不整楕円形または隅丸長方形で，深さ15～85C皿である。

桁行方向　N－880　－E

柱穴覆土　土層断面図中，第1層は柱の抜き取り痕，その他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含

んだ暗褐色・褐色土であり，強く突き固められてはいない。

弓秦ノ⊥＿
第614図　第74号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

－871－
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Pl～PlO土層解説（各柱穴共通）
l　暗出色；トー∴′ト／、Il、、，ソ小姑lトー∴中一′／十トりソ・埴上中ゾIて、、′

ソ・鳩目、白∴炭化物・炭化粒J∴・粘トトノ′、rl二ト′ソ少量

コ　暗褐色　＝－∵、′ドイ＝りソ車品「トー∴中一ノ、「1、、，ソ小品lト∴′、ノ大

ブロックe焼土粒子も炭化粒子微量
：1　暗褐色　∴ト∴′、中一ノ、日、りソ・t二1－∴′トブ十ト．，ソ・焼上中十十丁り・ソ・

廃土粒子の炭化物少量
－1暗褐色1「一∴′トノブ、lト・′ソ′レ品，炭化物微量

1　褐　色iトー∴中ソI‾1一丁い′ソ・t‾ト∴′′、粒戸吊㌫I「∴′、中一イ「1、、′ソ・

炭化粒子少量，ローム太ブロックせ焼土中ブロック微量

6　褐　色　ローム粒子多量タ　ローム小ブロック少量

「　暗褐色l‾ト∴小一ブ「了、りソ′塙＿；：、焼巨ト‾‾什1、、ノン・焼1二粒子・炭化

物・炭化粒自散品

8　暗褐色　ローム小ブロック少量芦　焼土粒子0炭化粒子教義

（）　褐　色l「一∴小一・・′、；了・りソ小姑l「一∴し－′7、、日、、．′ソ・l‾トー∴中一‾ノ、；1

、ソソ′レ品　炭化物微量

摘　褐　色　ローム小ブロックe炭化粒子少鼠　炭化物微量

11暗褐色Ilトー∴【巨「ブ「1、、アン・ローム′ト‾ノ’ロ、、′叫一品，炭化物・炭化

粒子少量

12　暗褐色lトー∴′トノ十j、、′ソ・焼巨」＼トナ十1、、77・炭化粒子′レ競，「トー

∴再「十日、、′ソ・炭化物微量

1：う　褐　色　‖－∴中一イl▼トノソ・l‾．ト∴！、′トブ「1、リア少量，焼上′ト′「1、、ノ

ソ・炭化物微量

lLl　褐　色　ローム小lノ、「」、、′ソ中量．i二トーム粒「少量，炭化物微量

は　暗褐色　t‾‾－トー∴小一プロ、、ソ中量，炭化物微量

1（i　暗褐色「ト∴′、中一ブロ・、′ツ・！トー∴′トパ→、、・ソ′帰し．炭化物微量

lγ　褐　色lト∴′、粒だ机正トトー∴′トノ7、、t‾－1、、′叫丁品言尉ヒ物微量

′　C　　′　　′、　㌧

いる。第別図　の須恵器輝は欝　の埋立から出土しているが　第は鋼号住居跡から混入したものと思われる。

，　　′　′　、′　’′　．・′・．′　′ノーノ、ノ．・′、一一　巧ノウ．′′∴　′ノ．∴　　∴　、　　　　．．

連の施設として機能していた可能性が考えられる。時期はタ　健絶後薬と考えられる第は翻号住居跡を掘　込

′　　　　　　　　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　　　√　、′　ノ

シ．　　　　．・ノ：′

図版番号器　穫　　測健一毘）　　　音　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土e色調も焼成！備　 考

第両イ図 林　　　八　白2．81　底部から目線部の破片．平底∴休部目線部及び体部内・外面ロクロナ砂粒・雲母・長石・P8350

温 8　3．0　は外傾して立ち十がり，＝緑部はやデ㍉休部下端手持ちへラ削i「底右奥　　　　　　　　 30％

狛　恵　器　し〔7」」　や外反する√端部は丸く収めている∴部へラ削り㍉ 灰色，普通　　　　　 PL269

′、！

位置　調査　区の中央部　野馳区。

′　　　　　　　　　′　　　　　　′　′

規模　桁行　間　梁行　間の側柱式の建物跡で　桁行長。摘m　梁行長。諏mである。柱間寸法は桁行も測m

ノ　　　′・　　　　　　　　　　　　、、′　′、　て　　　　こ：　　　　ノ　　　′　　　　　　　　　　　　　ノ　　′プ

‘・・　　　　　　　　　　　　′ノ　　　ノ　．′’ノ・′　　　　′ノ‘了ノ　，一　　ト　　∴、′　　　′′　・′′、′′ノ　言と．

ほ楕円形で，深さ封へ11五mである。

桁行方向　N・一つ）○

′l　　　　　　　　　　′　　　　′　　　　　　　　　ヽ　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′′　′　　　　　　　′　　・′　　′　′

黒褐色土を主体としており，粘性の強い層と弱い層が互層をなしている。

Pl～10土層解説（各柱穴共通）

温　黒褐色　ローム小ブロックの粘土小ブロック少量　　　　　　　　　7　黒褐色　粘土小ブロック少量夕　粘土中ブロックの廃土小ブロック微
2　黒褐色　ローム小ブロックぁ粘土小ブロック少量夕　炭化物微量　　　　　　　　　豊
3　黒褐色　ローム小ブロック中農夕　粘土小ブロック少量夕　廃土粒子4　8　窯褐色　炭化物微量

炭化粒子微量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　黒褐色　粘土車ブロック8粘土小ブロック中量夕　廃土粒子の炭化物
4　黒褐色　粘土小ブロック多量，粘土中ブロック中豊芳　粘土粒子少量　　　　　　　微量

5　黒褐色　粘土小ブロック少量，焼土中ブロック0廃土粒子も炭化物　膵　黒褐色　焼土粒子の炭化物微量
微量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　黒褐色　粘土車ブロック8粘土小ブロック0粘土粒子中量

6　黒褐色　粘土小ブロック少量　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　黒褐色　粘土小ブロック少量

′　・・　：　　　　　　　　　　　　　　　　′′　　　　ノ　　　ノ　　八　　　㌦　　′ノ　　　　　　　．′　∴

く　　：　　　　　　′　　　　　　′　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　・・

′　′′　ノ　　　　　　　・・　ノ　　・′　′′　　　，’’　　　ノ：　　　∴
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第615図　第75号掘立柱建物跡・出土遺物実測図
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0　　　　　　　　　　　　2m
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0　　　　　　　　　　　　　10cm
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・　　J　ノ　ノ　　　　　′′′′′・

図版番号券　種　　測値毎）　　　器　形　の　特　徴 手法の特徴　 i胎土8色調の焼成！備　 考

第鋸　国 悪　　　日〔2圭　高台部から休部下端の破片∵　高台体部内・外面ロクロナデご　底部回　砂粒・雲母・長石・P8351

1 0　8．6　　は中位に綾をもち．ハの字状に間転へラ削り後，高台貼り付け∴　　石英　　　　　　　 10％

須　恵　器　E　l」　く∴体部は大きく閃く㍉ 灰色，普通　　　　　 PL2脚

2
丑　　　山　白．封　休部片∵休部は内増して立ち十が休部外面横位の平行叩き∵　　　　　砂粒・雲母　　　　　 TP氾用　　％

須　恵　器　　　　　　　 がる∵ 灰色，普通　　　　　 PL271

、　　　ノ・、ご

位置　調査　区の南部　の純区。

；、、′　ノ　　　　　　　ー　．　、・　1′　′一　一　1′　　　　　　　　　　　　　　一：′　　　　　、　′ユ

′′．　二　　　　　一、－．　　、㌦、　′　′J′、′く　．　　　’、　一　ノ　　　　、・、、

形・楕l‾‾‾－‾‾j形または隅丸方形で，深さ：月へ7日Crnlである。

桁行方向　N一針う0　－W

牟　　　　　′　　く　　　′　　　　　　　　　・1′言ノ・　　．・、　′　　　′　′　　　　　．て　　′．′

－　・‘　　　　　－　　′・　′′　　　′　一く∵′′　　　　′′　　　　′　、′　　　′　′′，　　一．　∴
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Pl土層解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化粒子少量
鼠　暗赤褐色　廃土粒子中豊，ローム小ブロックず焼土中ブロックの炭　3　暗赤褐色　焼土粒子中量，ローム小ブロック0炭化粒子の粘土小ブ

化粒子さ粘土小ブロック少量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロック少量
2　暗′村境色　焼トトブ、「1、、′ワ・焼上粒子小品，l一ト一∴中り十1、ソフ・炭　P5土層解説

化物や炭化粒子や粘土小ブロック少量

3　黒褐色　焼土中ブロック・焼土粒子の炭化粒子・粘土小ブロック

′レ量，炭化物微量

4　黒褐色　ローム小ブロック・焼土中ブロック8焼土粒子や炭化粒

子教義

5　黒　　色　焼巨ト‾ブ＝い！ソ・焼l＿粒千・炭化粒守一微量

P2土層解説

1　黒褐色　焼土粒子の炭化粒子の粘土小ブロック少量夕　炭化物微量
2　暗赤褐色　焼土粒子中豊，焼土中ブロックや炭化粒子の粘土小プロ

l　黒褐色　ローム小ブロックも廃土粒子4炭化粒子少量芦　廃土小ブ

ロックの炭化物微量

2　黒　褐　色　トト∴′、小一ブ11、、′ソ・焼上粒J’・少品，焼巨トゾ＝十′ソ・炭

化物・炭化粒自散量

3　黒褐色　ローム小ブロック8焼土中ブロックe焼土粒子少量夕　炭
化物・炭化粒j’一微量

・－1黒　褐　色　焼巨」、ソロ、、′ソ・炭化粒日放品
5　黒　　色　焼土粒子も炭化粒子微量
P6土層解説

、、′ソ′吊れ「トl∴′ト‾‾／’lJ、、′ソ・炭化物微量　　　　　　　1黒褐色　t‾トl∴′トブ「ト′ツ少払　暁巨」、－ノ’＝、、′ソ・焼博打・・炭

3　黒褐色　ローム小ブロックの焼土粒子8炭化粒子少量，焼土中ブ

ロック微量

・1黒　　色　しト∴＿′、小一イ11、、′ソ・焼＝位丁・・炭化物微量

P3土層解説
1　暗′村境色　焼上粒」’一中量，「トー∴小一ノ、＝、、′ツ・焼巨トノ、11、ソソ・炭

化物・炭化粒子・粘L′上作1、、′ソ少量

2　暗赤褐色　焼土小一プロ、、77・焼土粒子中量，f‾‾トー∴小一イ「〕、、77・粘

土小ブロック少量

3　暗赤褐色　焼土中ブロックぜ焼土粒子中靂＼仁ト∴存小ブロック0炭

化粒子e粘土小ブロック少量

4　黒褐色　廃土粒子中農，ローム小ブロックが焼土中ブロックを炭

化粒子凋占土中ブロック少量

5　黒褐色　ローム小ブロック・焼土中ブロックさ焼土粒子あ炭化

物つ封ヒ粒‾J’・・粘土′トブ「1、、′ソ′吊昌：

P4土層解説
1　黒　褐　色　「トー∴′トノ、l」、リソ・焼巨トプロ、ソソ・炭化物・炭化粒j’・

少量

2　黒褐色　焼土粒子中量芦　ローム小ブロックせ焼土中ブロック0炭

化物・炭化粒子微量

2　黒褐色　t二トーム小プロ、、ノブ・こ1－ム粒If一・焼十二粒子・炭化粒、jサー微
腰L

甲．

3　黒　　色　ローム小ブロックず焼土中ブロックゎ炭化粒子微量
4　黒　　色　焼土粒子微量

5　黒褐色　ロ…ム小ブロックの廃土粒子8炭化粒子微量
P7土層解説
1黒　　色　粘土小プロ、ソツ′出至芸∴［lトーム小プロ、、′ク・廃土粒子・炭

化物微量

2　黒　　色　t‾‾トーム小ソロ、ソソ・炭化粒召散量

3　黒褐色　ローム小ブロックも焼土粒子少量，炭化粒子微量

・1黒　褐色　し二ト∴．′、′トブIl－1、、′ソ′塙王，焼自拉丁一・炭化粒子微量

P8土層解説
1　暗赤褐色　廃土粒子中量，ローム′トプロ、、ノブ・廃土小プロ、ソツ弓矢

化粒子少量，炭化物微量

2　酪赤褐色　焼土中ブロック8焼土粒子中量，ローム小ブロックむ炭
化粒子・粘月＼－プロ、ソク少量，炭化物微量

3　暗赤褐色　焼土粒子中豊，ローム小ブロックー粘土小ブロック少量

遺物　土師器片鮒点　須意器片測点が，P　の㌘8を除く各柱穴の柱抜き取り痕や埋立から出土している。土

師器片のうち鋸意は要の体部細片夕　点は杯の細片である。須恵器片の　ちほ点が婆の体部細片夕　点が杯小

片である。

所見　柱穴は，平面形。断面形で睨模ともに不ぞ7）いて，柱間寸法についても規則性に乏しい。同じ構造の掘

立柱建物跡は検出されていない。時期は，出土土器から，奈良・平安時代と考えられるが，詳細は不明である。

一一・一一一一一一一874　－－－▼－1一一一一
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第616図　第76号掘立柱建物跡実測図
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第77号掘立柱建物跡（第617図）

位置　調査8区の南部，09fl区。

重複関係　Pl～P4が第1239号住居跡に掘り込まれている。

規模　南部が撹乱をうけているため桁行長は不明であるが，さらに南へ延びる可能性があり，桁行1間以上，

梁行1間の建物跡である。規模は，桁行長3．00m以上，梁行長2．70mである。柱間寸法は桁行2．50m，梁行

2．70mである。柱穴は，平面形が長径（軸）1．17～1．51m，短径（軸）0．90～1．03mの不整楕円形または隅九

方形で，深さ30～34cmである。

桁行方向　N－20　－E

柱穴覆土　土層断面図中，P「P2・P4の第1層は柱の技き取り痕，その他は埋土と考えられる。埋土は

ロームブロック・炭化粒子を含む黒色土で，強く突き固められてはいないが互層をなしている。

Pl土層解説

1黒色　炭化粒子・粘土粒子少量，ローム小ブロック・焼土粒子微量
2　黒色　炭化粒子少量，ローム小ブロック・焼土粒子・粘土小ブロック微量
3　黒色　ロトーム小ブロック少量

一　打・一一



P2土層解説
1黒色　炭化粒子少量，焼土粒子・炭化物微量
2　黒色　炭化粒子少量
3　黒色　ローム小ブロック少量，焼土中ブロック・炭化粒子微量
P3土層解説
1黒色　ローム小ブロック・炭化粒子微量

2　黒色　ローム小ブロック・焼土粒子・炭化粒子微量
P4土層解説
1黒色　炭化粒子少量，ローム小ブロック・焼土中ブロック微量
2　黒色　炭化粒子少量，ローム小ブロック・焼土粒子微量
3　黒色　ローム小ブロック少量，焼土粒子微量

遺物　土師器整体部細片11点，須恵器整体部細片3点，須恵器盤細片1点が，P3を除く各柱穴の柱抜き取り

痕や埋土から出土している。

所見　本跡の時期は，9世紀中葉と考えられる第1239号住居に掘り込まれていること，わずかながらうかがえ

る出土土器の特徴から，8世紀後半から9世紀中葉と考えられる。

第617図　第77号掘立柱建物跡実測図

0 2m
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第78号掘立柱建物跡（第618・619図）

位置　調査8区の南西，N8g6区。

重複関係　すべての柱穴が第81号掘立柱建物に掘り込まれている。

規模　桁行3間，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長7．07m，梁行長4．82mである。柱間寸法は桁行2．30～

2．70m，梁行2．00～2．80mである。柱穴は，平面形が長径（軸）0．95～1．95m，短径（軸）0．82～1．63mの楕

円形・隅丸長方形または不定形で，深さ44～95cmである。

桁行方向　N－850　－E

柱穴覆土　土層断面でとらえたのは，すべて埋土である。埋土はロームブロックを含む黒褐色土・暗褐色土・

褐色土であり，強く突き固められてはいない。

Pl～PlO土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム小ブロック少量，焼土中ブロック・廃土粒子・炭化物微量
2　黒褐色　ローム小ブロック少量，ローム大ブロック微量
3　暗褐色　ローム小ブロック中量，ローム中ブロック・ローム粒子少量
4　黒褐色　ローム小ブロック少量，焼土粒子・炭化粒子微量

さ76
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第618図　第78・81号掘立柱建物跡実測図
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黒褐色　ロ…ム小ブロックの炭化粒子少量ク　焼土粒子微量
黒褐色　焼土中ブロックe廃土粒子e炭化物p炭化粒子微量

黒褐色　ローム小ブロック少豊，ローム中ブロック8炭化物6炭化粒子微量
褐　色　ローム粒子多量

暗褐色　ローム小ブロック・∴ローム粒子。粘土小ブロック少量
黒褐色　ローム小ブロックや炭化粒子少量ヲ　炭化物さ粘土太ブロック微量
黒褐色　ローム小ブロック6ローム粒子あ粘土小ブロック少農

褐
褐
　
褐
褐

黒
黒
褐
黒
黒
褐
褐

色　ローム小ブロック中畳，炭化物傲墨

色　ローム小ブロック中最，炭化物せ炭化粒子微量

色
色

ローム小ブロック・ローム粒子中豊

ローム小ブロック中量ク　ローム中ブロック少量，廃土粒子も炭化粒子微量

色　ローム車ブロックe∴ローム小ブロック中量夕　炭化物を炭化粒子微量

色　ローム小ブロックq∴ローム粒子中量グ　ローム中ブロック少量

色　ローム粒子多量芦　ローム小ブロック中畳，焼土粒子微量

酪褐色．ローム小ブロック少量ぎ　ローム車ブロック0炭化物の炭化粒子微量
暗褐色　ローム中ブロック・∴ローム小ブロック中農，炭化物微量
黒褐色　ローム小ブロックぁ焼土粒子や炭化粒子少量

黒褐色．ローム小ブロック中量，ローム車ブロック少量，ローム太ブロック微量
黒褐色　ローム小ブロック中量プ　炭化粒子少量，ローム太ブロック微量
黒褐色　ローム小ブロック少鼠　焼土中ブロックや焼土粒子微量
黒褐色　ローム小ブロック少量芦　炭化物の炭化粒子微量

黒
褐
黒

褐色　ローム小ブロック中畳，炭化粒子少量，廃土粒子の炭化物教墨
色　ローム小ブロック。ローム粒子中量ブ　ローム中ブロックe炭化粒子少量

褐色　ローム小ブロック8炭化粒子少量，ローム中ブロック微量
黒褐色　にトム小ブロック中量夕　炭化粒子少量芦　炭化物微量

、．　′、　　　　′　　　′・　　　′′！′　′′‘′、′二　　1．　、　　′．′．‘′∴′　　言．

′　　　　′　　　　　　′・、：∴、・・、、：ノ．　′′　ノ　　　三一　＿　　一、′　一　・∴－’′、′′′′　′、′

いる。

′　　　ノ　　　′・′　′．・・′　′　∴　′　　　　ノ　′．′ノ　　′　　ノ、′′∴　′、、′ノ・′　′リノ・1・　．

ノ　　　　　　ノ　　′、′　－　　　′　　　　　　　　　　′　　　′　　　　　′　　　ノ　　　ノ′・ノ㌧

一、　　　′　．　．L生　ッ　　　．ち　ノ　．′

二　　′　　　′　1ノ　　　　ケ′′十一、

2　　　　　　9　　　　　　　　10cm

』二二二二二二法二二三二』

摘 番可 器　 種
計測値k扉 器　 形　 の　 特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎十 ・色調 ・焼成 備　　　 考

第＝0 回　　　 林 A ［且3。6］ 底部から目線部の破片．平成∴体 目線部及び体部内 ・外面ロクロナ 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ ㌘8352

鼠 8　　 寸．2 部は外傾して立ち上がり，口緑部 デ∴休部下端手持ちへラ削り∴底 石英 20％
須　 恵　 器 し　工 ．0〕 はわずかに外反する∴ 部回転へラ切 り後，ヘラ削；主 灰白色，普通

蓋 B （3．8） ＝縁部欠損∴　天井部から外周部の 天井部回転へラ削 り．外周部内 ・ 砂粒 ・雲母 ・長右 ・ P 8353

2 F ［3．6］ 破片∴天井部は笠彬で，擬宜珠状 外面ロクロナデ㍉ 石英 亜％

須　 恵　 器 G　 l．丁 のつまみが付 く∴ 褐灰色，普通 P L 2（対

蓋 Å　 17．2 天井部から目線部の破片∴　天井部 天井部回転へラ削り√外周部及び 砂粒 ・雲母 ・長石 P 8354

3　 須 恵 器
8　　 2．8

F　 J．1

は頂部が平川で外周部はなだらか 目線部内 ・外面ロクロナデ√ 暗灰色

普通

20％

P L 2（拇に下降し，‖縁部は下方へ屈曲す

G　　 O．リ る。つまみはボタン状を皇する。

′′、ノ′　・　′

ノ　′　　て　　　　ノ　　　　　′ノ　′　′

′、・・　　　　′　　′一　　駅1ノ　　　　　　　′　・一　　　　∴、、′ノ：・・′1一、㌧′′′　∴・日′、′：　／．

規模　桁行　間　梁行　間の側柱式の建物跡で　桁行長の鋪m　梁行長。腑mである。柱間寸法は桁行を渕～

‥　　　′′；／′　′　　　　　　′　　　　′　　　　．　　ノ　　　　　　、　　ノ′，、′　　′′　．　～　　　　ノ、．′

ニ　　　　　　　　　　　　　　　′

一一一一　樟　一一一



桁行方向　N－880　－E

柱穴覆土　土層断面図中，第1・9層は柱の抜き取り疾，その他は埋土と考えられる。埋土はロームブロック

を含む黒色土・黒褐色土・暗褐色土であり，強く突き固められてはいないが互層をなしている。

Pl～PlO土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム小ブロック中量，焼土粒子・炭化物・炭化粒子少量　7　黒褐色　ローム小ブロック中量，ローム大ブロック・焼土粒子・炭
2　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子・炭化粒子少量，炭化物教　　　　　　　化粒子微量

量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　黒褐色　ローム小ブロック・炭化粒子少量，炭化物・粘土粒子微量
3　黒褐色　ローム粒子・炭化粒子少量，ローム中ブロック・炭化物・　9　黒褐色　ローム大ブロック・ローム小ブロック・粘土小ブロック少

粘土粒子微量

4　暗褐色　ローム小ブロック中量，ローム中ブロック・ローム粒子
焼土粒子・炭化粒子少量

5　黒褐色　ローム小ブロック少量，焼土粒子微量
6　黒褐色　ローム小ブロック・焼土粒子微量

量，焼土粒子微量
10　黒褐色　ローム小ブロック少量

11黒褐色　ローム小ブロック・廃土小ブロック・焼土粒子微量
12　黒褐色　炭化粒子微量
13　黒　色　粘土粒子中量

遺物　土師器片134点，須恵器片49点，鉄器1点（刀子）が，P4・6を除く各柱穴の柱抜き取り痕や埋土か

ら出土している。第621図1の土師器杯はP7の埋土から，2の土師器杯はPlOの埋土から，3の土師器皿は

P2の埋土から，4の刀子はP8の埋土からそれぞれ出土している。

所見　本跡の時期は，出土土器から9世紀後半と考えられる。

A20．2m

二、▼

第620図　第79号掘立柱建物跡実測図
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第621図　第79号掘立柱建物跡出土遺物実測図

第79号掘立柱建物跡出土遺物観察表

0　　　　　　　5cm

「；！

⊂二二五
！

冒

0　　　2cm

L土∃

図版番号 器　 種 計測値（C皿） 話　形　 の　特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎土・色調・焼成 備　　　 考

第621図 杯

土　 師　器

A　 13．4 底部から口緑部の破片。平底。体 口緑部及び体部内・外面ロクロナ 砂粒・雲母・長石・ P 8355

1 B　　 4．7 部は内轡気味に立ち上がり，口縁 デ。体部下端回転へラ削り。底部 赤色粒子 70％

C　　 8．0 部に至る。 回転へラ切り後，ヘラ削り。 浅黄橙色，普通 P L 269

2

杯

土　 師　器

A ［12．0］ 底部から体部の破片。体部は内攣 口緑部及び体部内・外面ロクロナ 砂粒・雲母・長石・ P 8356

B　　 4．0 して立ち上がり，口緑部に至る。 デ。体部内面へラ磨き。内面黒色 石英 10％

C ［5．8］ 口緑部はわずかに外反する。 処理。 橙色，普通 P L269

3

皿

土　 師　器

A ［12．8］ 高台部からロ緑部の破片。高台は 口緑部及び体部外面ロタロナデ。 砂粒・雲母・長石 P 8357

B　　2．4 底部外周にあり，ハの字状に開く。 内面へラ磨き。底部回転へラ削り にぷい橙色 30％

D　　6．0

E　 l．1

体部は横やかに外傾して立ち上が

り，口縁部はわずかに外反する。

後，高台貼り付け。内面黒色処理。 普通 P L269

図版番号 器　　 種

計　　　　　 測　　　　　 値
材質 特　　　　 徴 備　　　 考

全長（cIn） 刀身長（cm） 身幅（cm） 重ね（cm） 重量（g）

第621図4 刀　　　 子 （4．6） （4．6） 1．2 0．3 （4．7） 鉄 刀身部の破片。 M 8223　P L 282

第80A・B号掘立柱建物跡（第622～625図）

位置　調査8区の南部，09C4区。

重複関係　第80A号掘立柱建物跡が第80B号掘立柱建物跡のすべての柱穴を掘り込んでいる。また，Pll・P

12が第81号溝を掘り込んでいる。

規模　第80A号掘立柱建物跡は，桁行4間，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長11．10m，梁行長5．00mで

ある。柱間寸法は桁行2．70m～2．80m，梁行2．50mである。柱穴は，平面形が長径（軸）0．90～1．52m，短径

（軸）0．70～1．10mの円形・楕円形または隅丸長方形で，深さ60～103cmである。第80B号掘立柱建物跡は，

桁行4間，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長10．60m，梁行長5．10mである。柱間寸法は桁行2．60～2．70

m，梁行2．50～2．60mである。確認できた柱穴の平面形は，長径（軸）0．99～1．04cm，短径（軸）81～93cmの

円形・楕円形または隅丸長方形で，深さ45～78cmである。また，東側へ1．50m離れて東桁行に，南側へ2．40m

離れて南梁行にそれぞれ平行してL字状の柱列（P13～P22）を検出した。規模は，P13～P19の長さ13．10

m，P19～P22の長さ6．65m，柱間寸法は2．20m～2．40mである。柱穴は平面形が長径（軸）0．45～0．75m，

短径（軸）0．48～0．58mの円形・楕円形または隅丸方形で，深さ41～58cmである。

桁行方向　N－50　－W（第80A号掘立柱建物跡），N－10　－W（第80B号掘立柱建物跡）

柱穴覆土　土層断面図中，第1～9層が第80A号掘立柱建物跡，第10～23層が第80B号掘立柱建物跡の土層で

一880－
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第622図　第80A・B号掘立柱建物跡実測図（1）
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第623回　第80A・B号掘立柱建物跡実測図（2）
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ある。第1・10・19層が柱の抜き取り痕，その他は埋土と考えられる。埋土はロームブロック・粘土ブロック

を含む黒褐色土を基調に互層にし，突き固められている。特に第5・8・13層は強く突き固められている。

Pl～P22土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム小ブロック・焼土中ブロック・焼土粒子・炭化粒子・粘土小ブロック・粘土粒子少量
2　黒褐色　焼土粒子・炭化粒子・粘土小ブロック・粘土粒子少量
3　黒褐色　粘土粒子中量，焼土粒子・炭化粒子・粘土小ブロック少量

4　黒褐色　粘土粒子中量，焼土粒子少量，炭化粒子・粘土小ブロック微量
5　黒褐色　ローム小ブロック・炭化粒子・粘土粒子少量
6　暗赤褐色　廃土粒子中量，ローム小ブロック・焼土中ブロック・炭化物・炭化粒子少量
7　暗赤褐色　焼土粒子中量，焼土中ブロック・炭化物・炭化粒子・粘土粒子・砂粒少量
8　黒褐色　粘土粒子中量，ローム小ブロック少量

9　灰黄褐色　炭化物・粘土粒子・灰中量，廃土粒子・炭化粒子少量
10　黒褐色　粘土粒子中量，焼土粒子・炭化物・炭化粒子少量
11黒褐色　ローム小ブロック・炭化粒子・粘土小ブロック・粘土粒子少量
12　黒褐色　粘土小ブロック・粘土粒子中量，炭化粒子少量
13　黒褐色　粘土小ブロック・粘土粒子中量，炭化物少量
14　暗褐色　粘土小ブロック・粘土粒子中量，ローム粒子・炭化物少量

15　褐灰色　粘土粒子中量，粘土小ブロック少量，焼土中ブロック・炭化物・粘土中ブロック微量
16　黄褐色　粘土小ブロック・粘土粒子中量，ローム小ブロック少量
17　暗褐色　ローム小ブロック中量，炭化粒子・粘土小ブロック少量
18　暗褐色　ローム小ブロック・粘土粒子中量，炭化粒子少量

19　黒褐色　ローム小ブロック・炭化粒子・粘土粒子・粘土小ブロック少量
20　暗褐色　ローム小ブロック中量，ローム粒子少量
21黒褐色　ローム小ブロック・粘土小ブロック・粘土粒子少量
22　暗褐色　ローム粒子・粘土粒子中量
23　褐　　色　ローム粒子中量，ローム小ブロック少量

遺物　第80A号掘立柱建物跡からは，土師器片335点，須恵器片239点が，第80B号掘立柱建物跡からは，土師

器片39点，須恵器片101点がP14・P22を除く各柱穴柱抜き取り痕や埋土から出土している。第624・625図の

1～3・5は第80A号掘立柱建物跡から出土している。4は第80B号掘立柱建物跡から出土している。1の須

恵器杯は，Pllの埋土から出土した2片が接合したものである。2の須恵器杯は，P12の埋土から出土した数

片が接合したものである。3の土師器高台付杯は，P2の埋土から出土した2片が接合したものである。4の

須恵器蓋はP13の埋土から，5の須恵器嚢はP9の埋土からそれぞれ出土している。

所見　柱穴にはそれぞれ重複が見られ第80B号掘立柱建物跡から第80A号掘立柱建物跡に建て替えられた可

能性が考えられる。また，東側と南側にL字状の柱列を検出した。庇を想定するには柱筋が合わないが，第80

B号掘立柱建物跡の東桁行と南梁行に平行していることから，第80B号掘立柱建物跡の付属施設の可能性が考

えれる。第80A号掘立柱建物跡の時期は出土土器から，9世紀中葉と考えられる。第80号B掘立柱建物跡の時

期は第80A号掘立柱建物跡に掘り込まれていることや，わずかながらうかがえる出土土器の特徴から9世紀前

葉から9世紀中葉と考えられる。

≒芸］諺ク

第624図　第80A号掘立柱建物跡出土遺物実測図
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第625図　第80A・B号掘立柱建物跡出土遺物実測図

第80A・B号掘立柱建物跡出土遺物観察表

0　　　　　　　　　　　　　10cm
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図版番号器　種計測値（cm）器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴胎土・色調・焼成備　　　考

第624図杯

須　恵　器

A　13．6底部から体部の破片。体部は外傾口緑部及び体部内・外面ロタロナデ。砂粒・雲母・長石・P8359

1 B　　4．7して立ち上がり，ロ緑部はわずか休部下端手持ちへラ削り。底部回転石英 50％

C　　5．6に外反する。 ヘラ切り後，1方向のヘラ削り。橙色，普通

2

杯

須　恵　器

A［13．2］底部から体部の破片。体部は外傾口縁部及び体部内・外面ロクロナ砂粒・雲母・長石P8360

B　　3．7して立ち上がり，口綾部はわずかデ。体部下端手持ちへラ削り。底黄灰色 40％

C［6．0］に外反する。 部1方向のヘラ削り。 普通 PL269

3

高台付埠

土　師　器

A［13．2］高台部欠軋底部から口緑部の破片。ロ縁部及び体部外面ロクロナデ。砂粒・雲母・長石P8358

B（5．3）体部は下位に稜をもち，外傾して立内面へラ磨き。底部回転へラ削り橙色 30％

ち上がる。口縁部はやや外反する。後，ナデ。内面黒色処理。普通 PL269

第625図蓋

須　恵　器

A　15．6つまみ部欠損。天井部は頂部が平天井部回転へラ削り。外周部及び砂粒・雲母・長石・P8361

4 B（2．8）坦で外周部はなだらかに下降し，口緑部内・外面ロクロナデ。石英 50％

口緑部は下方へ屈曲する。 灰色，普通 PL269

5

要

須　恵　器

A［28．0］体部上位から口緑部片。体部は直線ロ緑部内・外面ロクロナデ。休部砂粒・雲母 P8362

B（4．4）的に立ち上がり，頚部で屈曲する。外面格子目状の叩き，内面へラナ灰色 5％

口縁端部は上下に突出させている。デ。 普通

第81号掘立柱建物跡（第618・626図）

位置　調査8区の南西部，N8g6区。

重複関係　すべての柱穴が第78号掘立柱建物跡を掘り込んでいる。

規模　桁行3間，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長7．21m，梁行長4．74mである。柱間寸法は桁行2．10m

～2．58m，梁行2．21～2．53mである。柱穴は，平面形が長径（軸）1．10～1．47m，短径（軸）0．84～1．16mの

円形・楕円形または隅丸方形で，深さ24～74cmである。

桁行方向　N－880　－E

柱穴覆土　土層断面図中，第1層は柱の抜き取り痕，その他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含

む黒褐色土を基調としており，特に突き固められてはいないが互層をなしている。

Pl～PlO土層解説（各柱穴共通）
1黒褐色　ローム小ブロック・炭化粒子・粘土小ブロック少量，炭化

物微量
2　黒褐色　ローム小ブロック中量，粘土小ブロック少量，焼土粒子・

炭化物・炭化粒子微量
3　黒褐色　ローム小ブロック少量，焼土粒子・炭化物・炭化粒子微量
4　黒褐色　ローム小ブロック中量，炭化粒子少量，ローム中ブロック・

焼土粒子・炭化物微量

5　暗褐色　ローム小ブロック中量，ローム粒子少量，ローム中ブロッ
ク・焼土粒子微量

6　黒褐色　ローム小ブロック少量，ローム大ブロック微量
7　褐　色　ローム小ブロック中量，ローム中ブロック・ローム粒子少

＿∈L

叩

8　暗褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・焼土中ブロック・
炭化物少量，焼土中ブロック微量

9　暗褐色　ローム中ブロック中量，ローム小ブロック・焼土中ブロッ
ク・炭化粒子微量

10　暗褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック少量，ローム大ブロ
ック・焼土粒子・炭化粒子微量

11黒褐色　ローム小ブロック・焼土粒子・炭化粒子少量，炭化物微量

ー884

12　暗褐色　ローム小ブロック中量，ローム大ブロック・ローム中ブロ
ック・ローム粒子少量

13　褐　色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，炭化物微量
14　暗褐色　粘土粒子中量，ローム小ブロック・焼土中ブロック・焼土

粒子少量
15　暗褐色　粘土小ブロック・粘土粒子中量，ローム小ブロック少量

16　暗褐色　粘土粒子中量，焼土粒子・炭化粒子微量
17　灰褐色　焼土粒子・砂粒中量，ローム小ブロック・炭化物・灰少量
18　黒褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・粘土小ブロック少

量，焼土中ブロック・炭化物微量
19　黒褐色　ローム小ブロック少量，ローム中ブロック・焼土中ブロッ

ク・焼土粒子・炭化物微量
20　褐　色　ローム粒子中量，ローム中ブロック・ローム小ブロック少

量，炭化粒子微量
21褐　色　ローム中ブロック・ローム小ブロック中量，ローム大ブロ

ック少量，焼土中ブロック・炭化物微量

22　黒褐色　ローム小ブロック中量，ローム中ブロック少量，炭化物微
量

23　黒褐色　ローム小ブロック中量，焼土中ブロック・焼土粒子微量



24　黒褐色　にトーム小ブロック中量，ローム中ブロック少量，ローム大　25　灰褐色　ローム小ブロック・焼土中ブロック・焼土粒子・灰・砂粒
ブロック・炭化物微量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中量，炭化物・炭化粒子少量

遺物　土師器片66点，須恵器片67点が，P3・PlOを除く各柱穴から出土している。第626図1の須恵器杯は

P9の埋土から，2の土師器高台付杯はP3の埋土から，3の須恵器蓋はPlOの埋土からそれぞれ出土してい

る。

所見　柱穴にはそれぞれ第78号掘立柱建物跡の柱穴との重複が見られ　第78号掘立柱建物跡から本跡に建て替

えられた可能性が考えられる。本跡の時期は，出土土器から9世紀中葉と考えられる。

第626図　第81号掘立柱建物跡出土遺物実測図

第81号掘立柱建物跡出土遺物観察表

0　　　　　　　　　　　　　10cm
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図版番号器　種計測値（cm） 器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成備　　　考

第626図杯

須　恵　器

A　12．4 底部から口緑部の破片。平底。体口緑部及び体部内・外面ロクロナデ。砂粒・雲母・長石・P8364

1 B　　3．9 部は外傾して立ち上がり，口緑部体部下端手持ちへラ削り。底部回転石英 90％

C　　5．8 はわずかに外反する。 ヘラ切り後，1方向のヘラ削り。黄灰色，普通 PL270

2

高台付杯

土　師　器

B（3．0）高台部から体部下位の破片。高台体部外面ロタロナデ。内面へラ磨砂粒・雲母・石英P8363

D　　6．6 は短くハの字状に広がる。休部はき。底部回転へラ削り後，高台貼橙色 20％

E　l．1 下位に稜をもつ。 り付け，ナデ。内面黒色処理。普通 PL270

3

蓋

須　恵　器

A［15．4］天井部から口緑部の破片。天井部天井部回転へラ削り。外周部及び砂粒・雲母・石英P8365

B　　3．5 は笠形で，腰高のボタン状のつま口緑部内・外面ロタロナデ。ロク灰白色 35％

F［2，6］

G　　O．9

みが付く。口緑部は屈曲し，短く

垂下する。

ロ削ま弱い。 普通 PL269

第82号掘立柱建物跡（第627図）

位置　調査8区の南西部，08f3区。

重複関係　北東部が第1236号住居に掘り込まれている。そのため，北東部の柱穴は確認できなかった。また，

P3の上部が第872号土坑に掘り込まれている。

規模　確認できたPl～P7の柱穴の配置から，桁行3間，梁行2間の側柱式の建物跡であったと考えられ

桁行長7．16m，梁行長4．82mである。柱間寸法は桁行2．40～2．70m，梁行2．30～2．50mである。柱穴は7か所

（Pl～P7）で，平面形が長車由（径）0．62～1．10m，短軸（径）0．62～1．05mの隅丸方形・円形であり，断

面形が蓮台形状を皇し，深さは34～82C皿である。

桁行方向　N－1。－W

柱穴覆土　土層断面図中，第1層が柱の抜き取り疾，他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含む黒

褐色土で，版築状に突き固められている。

Pl～P7土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子少量，炭化物微量。しまり弱い。
2　黒褐色　ローム小ブロック中量，ローム中ブロック・ローム粒子少量，炭化物・炭化粒子微量
3　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，焼土粒子・炭化物微量
4　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量，炭化粒子微量

－885一



所見　本跡の時期は，土器が出土していないため断定することは難しいが，9世紀中葉の第1236号住居に掘り

込まれていることと，遺構の形態及び位置関係から8世紀から9世紀中葉の時期幅におさまると考えられる。

くl

第627図　第82号掘立柱建物跡実測図
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第83号掘立柱建物跡（第628図）

位置　調査8区の南部。08g5区。

重複関係　北部で第1228号住居跡を掘り込んでいる。

規模　南部が調査区外に位置しているため，全容は不明である。検出された北部は，東西軸が3間で，南北軸

が1間であるが，南北軸はそれ以上の側柱式の建物跡であったと考えられる。東西長6．99m，南北長2．15mで

ある。柱間寸法は，東西が2．10～2．60m，南北が2．05～2．15mで，柱穴は6か所（Pl～P6）で，平面形は

長軸（径）0．86～1．27m，短軸（径）0．70～1．20mの隅丸長方形・楕円形であり，断面形は逆台形状を呈し，

深さは26～52C皿である。

長軸方向　N－89。－E

柱穴覆土　土層断面図中，第1層が柱の抜き取り痕，他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含む黒

褐色・褐色土で，版築状に突き固められている。

Pl～P6土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム粒子中量，ローム大ブロック・ローム小ブロック・焼土粒子・炭化粒子・粘土粒子少量。しまり弱い。
2　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，焼土粒子・炭化粒子少量
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3　黒褐色　粘土粒子中量，ローム中ブロック・ローム粒子・焼土粒子少量，炭化粒子微量
4　褐　色　ローム粒子多量，ローム小ブロック中量，焼土粒子・炭化粒子少量
5　褐　色　ローム粒子中量，ローム小ブロック少量

所見　本跡から遺物は出土しなかった。時期は，9世紀中葉の第1228号住居を掘り込んいることから，9世紀

中葉以降と考えられる。

4

第628図　第83号掘立柱建物跡実測図

0　　　　　　　　　　　　　　2m
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第84号掘立柱建物跡（第629図）

位置　調査8区の南部。08f5区。

重複関係　北部のPl・Pll・P12が第1233・1237・1238号住居に，南西部のP6・P7が第1228号住居，東

部のP2が第85号掘立柱建物に，それぞれ掘り込まれている。

規模　桁行3間，梁行3問の側柱式の建物跡で，桁行長7．20m，梁行長5．60mである。柱間寸法は桁行2．20～

2．50m，梁行1．70～1．95mである。柱穴は12か所（Pl～P12）で，平面形はPlが第1233号に掘り込まれて

いるため径0．37の円形であり，その他は，長軸（径）0．80～1．20m，短軸（径）0．66～0．86mの隅丸長方形・

楕円形または円形であり，断面形が逆台形状を皇し，深さは24～72cmである。

桁行方向　N－810　－W

柱穴覆土　土層断面図中，第1層が柱の抜き取り痕，他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含む黒

褐色・褐色土で，版築状に突き固められている。

P2～P12土層解説（各柱穴共通）
1黒褐色　ローム粒子中量，ローム小ブロック・炭化粒子少量。しまり弱い。
2　黒褐色　ローム中ブロック・ローム粒子中量，ローム小ブロック・炭化粒子少量

3　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，ローム大ブロック少量，焼土粒子・炭化粒子・粘土粒子微量
4　褐　色　ローム粒子多量，ローム大ブロック中量，ローム中ブロック・ローム小ブロック少量
5　黒褐色　ローム粒子中量，ローム小ブロック少量
6　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子・炭化粒子少量，焼土粒子・粘土粒子微量

遺物　土師器片9点，須恵器片7点が，P5・P6・P9の埋土から出土している。第629図1の須恵器小形

短頸壷，2の須恵器賓の体部片は，P5の埋土から出土している。

所見　本跡の時期は，9世紀後葉の第1233号住居，9世紀前葉から後葉の第85号掘立柱建物に掘り込まれてい

ることと出土土器から，8世紀前葉から9世紀前葉と考えられる。
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B

干，
第629図　第84号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

第84号掘立柱建物跡出土遺物観察表

2m

！　　：　　！

10cm

】　　　；　　　l

図版番号器　種計測値（cm） 器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成 備　　　考

第629回小形短頸壷

須　恵　器

A［10，8］体部上位から頚部にかけての破片。頚部，体部内・外面ロクロナデ。砂粒・雲母・長石P8898

1 B（3．3）体部は外傾して立ち上がり，屈曲し

て頚部に至る。頚部は短く直立する。

灰色

普通

10％

2

要

須　恵　器

B（2．5）体部の破片。 体部外面横位の平行叩き，内面同砂粒・長石 TP8419

心円状の当て具痕。 灰黄色

普通

5％

PL271

第85号掘立柱建物跡（第630・631図）

位置　調査8区の南部。08f7区。

重複関係　第84・86号掘立柱建物跡を掘り込み，北西部が第1233号住居に掘り込まれている。

規模　北西部が第1233号住居に掘り込まれていて確認できず，全容は不明である。確認できた南東部から，桁
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行3問，梁行3間の側柱式の建物跡であったと考えられる。桁行長6．81m，梁行長4．75mで，柱間寸法は桁行

2・00～2・40m・梁行1・60mである。柱穴は8か所（Pl～P8）で，平面形は長軸（径）0．98～1．38m，短軸

（径）0・90～1・15mの隅丸長方形・楕円形であり，断面形は逆台形状を皇し，深さは32～71。皿である。

桁行方向　N－830　－E

柱穴覆土　土層断面図中，第1層が柱の抜き取り疾，他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含む黒

褐色・褐色土であり，版築状に突き固められている。

Pl～P8土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量，焼土小ブロック・焼土粒子・炭化粒子微量。しまり弱い。
2　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量，焼土粒子・炭化粒子微量
3　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，炭化物微量

4　黒褐色　ローム粒子少量，ローム小ブロック・炭化物微量
5　黒褐色　ローム粒子少量，焼土粒子・粘土小ブロック微量
6　褐　色　ローム粒子少量，粘土小ブロック・粘土粒子微量

遺物　土師器片32点，須恵器片12点が，すべての柱穴の埋土から出土している。第630図1の須恵器杯はP2

の埋土から，2の須恵器杯はP8の埋土から，3の須恵器盤はP5の埋土から，それぞれ出土している。4の

須恵器鉢の休部片はP8の埋土から，5の須恵器鉢の口緑部片はP3の埋土から，それぞれ出土している。

所見　本跡の時期は，9世紀後葉の第1233号住居に掘り込まれていることと出土土器から，9世紀前葉から後

薬と考えられる。
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第630図　第85号掘立柱建物跡実測図
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第631図　第85号掘立柱建物跡出土遺物実測図

第85号掘立柱建物跡出土遺物観察表

！　　＿」　　　」

図版番号器　種計測値（cm）器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成備　　　考

第631図杯

須　恵　器

A［13．6］体部からロ緑部にかけての破片。平口縁部，体部内・外面ロタロナデ。砂粒・雲母・石英P8899

1 B　　44底。体部は内攣気味に外傾して立ち 灰色 10％

C［6．4］上がり，口緑部でわずかに外反する。 普通

2

杯

須　恵　器

B（2，4）底部から体部下位にかけての破片。体部内・外面ロクロナデ。体部下砂粒・雲母・石英P8900

C［6．6］平底。体部は外傾して立ち上がる。端手持ちへラ削り。底部1方向の

ヘラ削り。

灰黄色

普通

15％

3

盤 B（2．6）高台部から体部下位にかけての破体部内・外面ロクロナデ。底部回砂粒・雲母 P8901

D［10．4］片。休部は大きく外方に開く。高転へラ削り。高台貼り付け後，ナ灰色 10％

須　恵　器E　1．5台はわずかに外方にふんばる。デ。 普通

4

鉢

須　恵　器

B（5．3）休部の破片。体部は外傾して立ち体部内・外面ロクロナデ。体部外砂粒・雲母・石英TP8420

上がる。 面縦位の平行叩き，内面ナデ。灰色

普通

5％

PL271

5

鉢 B（5．8）体部上位部からロ緑部にかけての口緑部内・外面ロクロナデ。体部砂粒・雲母・長石TP8436

破片。体部は内轡気味に立ち上が外面横位の平行叩き，内面横ナデ。褐灰色 5％

須　恵　器 り，口緑部に至る。端部は下方に

突出する。

普通 PL271

第86号掘立柱建物跡（第632図）

位置　調査8区の南部。08e8区。

重複関係　北西部が第1233号住居に，南部が第85号掘立柱建物に掘り込まれている。

規模　北西部は，第1233号住居に掘り込まれているため確認できず，全容は不明である。確認できた南東部か

ら桁行3問，梁行2間の側柱式の建物跡であったと考えられる。規模は，桁行長7・35m，梁行長4・80mである。

柱間寸法は桁行2．40m，梁行2．20～2．40mである。柱穴は7か所（Pl～P7）で，平面形は長径0・71～1・74

m，短径0．64～1．62mの楕円形であり，断面形は逆台形状を皇し，深さは47～70cmである。

桁行方向　N－10　－E

柱穴覆土　土層断面図中，第1層が柱の抜き取り痕，他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含む黒

褐色・褐色土で，版築状に突き固められている。

Pl～P7土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム粒子少量，焼土粒子・炭化粒子・粘土小ブロック微量。しまり弱い。
2　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子・焼土粒子少量，炭化物・炭化粒子・粘土小ブロック微量
3　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，焼土粒子・炭化物微量
4　黒褐色　ローム粒子少量，ローム小ブロック・炭化物微量

5　黒褐色　ローム粒子少量，焼土粒子・粘土小ブロック微量

遺物　土師器片67点，須恵器片18点，石器1点（砥石）がPl～P5・P7の埋土から，それぞれ出土してい

る。第632図1の須恵器高台付杯はP2の埋土中から，2の須恵器聾の体部片はP5の埋土から，それぞれ出

土している。3の砥石はP2の埋土から出土している。
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所見　本跡の時期は，9世紀後薬の第1233号住居，9世紀前葉から後薬の第85号掘立柱建物に掘り込まれてい

ることと出土土器から，8世紀中葉から後葉と考えられる。

第632図　第86号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

ー約1
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図版番号　券　種桓測縮m）　 器形の特徴　　　 手法の特徴 胎土の色調e焼成「鯖＋ 考

第632図　高台付杯　H　Ll．封　高台部から休部下位にかけての破　体部内・外面ロクロナデ∴体部下I砂粒・雲母・右英　　P8903

1　　　　　　　　 日　　痛　片∴体部は外伸して立ち上がる∵　端回転へラ削i上　底部回転へラ削灰色　　　　　　　　 10％

須　恵　器　E　O．6　高台は底部外周部にあり，わずか　り√高台貼り付け後，ナデ∵ 普通　　　　　　　　 PL270

に「ハ」の字状に開く∴

悪＋＋‖ト日脚　体部の破片㍉　　　　　　　　　　 体部内・外面ロクロナデ∵体部外砂粒・雲母・長有　　TP8121

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 面横位の平行叩き，内面同心円状暗灰色　　　　　　　　 5％

須　恵　器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の当て其痕ご 普通　　　　　　　　 PL271

慧黒等を嘉峯議豊急到闇竪闇芸ヨ盟闘配芸西剛更意葛更慧

第紺凰号掘量櫨建物跡　第椚図）

へ　′　　′　　′　′　　　　　　J　・・、′　　l一

ノ　・・　　　　　′　　、・：　′　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　．′、ノ、　∫　　　　　　′

れている。

・′′、′　′　　：　　　′′　・’ノ　ノ・・．′　　　一；′＼′　　　′．　′　′　　　　　、　　　　　′　′

′　　′　　　　　　　　　　　　　　　′　　J　ヽノ　　　　　ー　　　　　　　′　　　・　　　　　′　　　　　　　　　　ノ　　　　　　ノ

ノ　．′　　　　　　′　　　　ノ　　、　　　　　　　′　　　　・　　　　　　　　　ノ　、J　　　　　　　　　　　′　　　‘

・一　　　　′　　　　　′　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　J　ヽ、＼・′、′J

ノ　　　　　　　、　、　′　、　　　　　　　　　ノ　　′′　′　く　　　　　　　　ノ′、ノ　　　　　　′　　　て　′　　′′

、　　′．′　　－′　′：　′　′　　　　　　　　　　　　－．ノ′‥滅′′　　　　，上′、・′　　′　　　　、　′

－　ノ　　　　　　　，　′一　ノ　′ノ　三　　　　　号　　ノ　　　　　　ラ′ノ、′‘　ぅ　　　　　　　ニ　　　′　ノ　、、′　　　、・　　・－　ノ

．　　　　　　ニ　′　　　　′／　　　　　　　　　　　　　　′′　　　　　　　′　　　一　′　　　、．　　，　　　　　　　　∴

‘・子　′、　　tノ　ー、′　　　　′ノ　　′　ノ′、、　‾　′　′

桁行方向　N－20　－W

・・・　　　　′ノン　ィ　　∴′′　　　′　　′；′ノ1ノ・、　　　　　　　　．′　′．　　　　　　′、′′．′．ノ　・／

′・一′　　　‥′　　　ぺ′、　′、　　ノ　ノ　ー　　′‥一

Pl～P8土層解説（各柱穴共通）

i　暗褐色　ローム小ブロック・∴ローム粒子少農，炭化粒子ゆ粘土車ブロック微量。しまり弱い。

2　黒褐色　ローム小ブロック4∴ローム粒子中量，ロ…ム中ブロック少量，炭化粒子微量

ニ〕黒褐色　t‾‾ト∴′、中ソ、「J、リソ・しトーム粒子少量，炭化物微量

・－1黒褐色　口・∴！、粒子中量，口・∴′、小プロ、、タフ少量

5　黒褐色Iトー∴中ソ十トリン・トトー＿！－、粒「少量，‾‾‾‾‾J一一ム巨ノ十‥ト′ア・炭化物微量

6　暗褐色　ロ…ム中ブロックをローム小ブロックけローム粒子少量芦　炭化物微量

′　　　　　　　′　　二．　　　　　　′　　　　　　　　　ノノ　　　　　　　　‾　　′ノ　　′　　く　　∴　　ノ　　′、ノ′、

′ノノ　ー　1　　′′　言　　　　　　′・′　　．　　′′　　′　′　　一．′ノ　　　　　　．‥

、　′　′　ノ　　　　′　　′　　・ノニ　′ノ　　　ー　′　　　．′　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　′′．′　　′

′　　　′　　　　　　′′　′ノ
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第633図　第87A・B号掘立柱建物跡実測図，第87A号掘立柱建物跡出土遺物実測図
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第87A号掘立柱建物跡出土遺物観察表

図版番号 券　 種 計測値 （cm） 器　 形　 の　 特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎土 ・色調 ・焼成 備　　　 考

第 633 図 高 台 付 坪

土　 師　 器

B （2．0） 高台部か ら体部下位にかけての破 体部 内 ・外面 ロクロナデ。底部 回 砂粒 ・雲母 ・長石 P 8 904

1 D ［7．8］ 片。体部は内轡 気味に立ち上がる。 転へ ラ削 り。高台貼 り付け後，ナ 灰色 10％

E　 l．1 高台は底 部外周 にあ り， 「ハ」 の

字状 に開 く。

デ。 普通

2

嚢

須　 恵　 器

B （7．4） 体 部の破片。 体部内 ・外面 ロクロナデ。体部外 砂粒 ・雲母 ・赤色粒子 T P 84 22

面横位の平行叩 き。 灰色

普通

5 ％

P L 2 7 1

第87B号掘立柱建物跡（第633・634図）

位置　調査8区の南部。08h2区。北部のPl～P3を確認したが，その南側は調査区域外に位置しており，

確認できなかった。

重複関係　Pl～P3の柱穴が，第87A号掘立柱建物に掘り込まれている。

規模　南部が調査区域外に位置しているため，全容は不明である。調査できたPl～P3は，東西2間，長さ

は6．00mである。柱穴は3か所（Pl～P3）で，平面形は長軸（径）0．94～1．24m，短軸（径）0．74～1．16

mの隅丸長方形・楕円形であり，断面形は逆台形状を呈し，深さは40～58C皿である。

長軸方向　N－870　－W。

柱穴覆土　埋土はロームブロックを含む黒褐色・褐色土である。

Pl・P3土層解説（両柱穴共通）

1黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量
2　褐　色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子中量，ローム大ブロック少量
3　黒褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子中量
4　黒褐色　ローム粒子中量，ローム小ブロック少量

5　褐　色　ローム中ブロック中量，ローム粒子少量

遺物　土師器片2点，須恵器片3点が，Plの埋土から出土している。第634図1の須恵器饗は，Plの埋土

から出土している。

所見　本跡の時期は，第87A号掘立柱建物に掘り込まれていることと出土土器から，8世紀後葉から9世紀前

葉と考えられる。

第634図　第87B号掘立柱建物跡出土遺物実測図

第87B号掘立柱建物跡出土遺物観察表

図版番号 器　 種 計測値 （C皿） 器　 形　 の　 特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎土 ・色調 ・焼 成 備　　　 考

第 6 34 図 牽

須　 恵　 器

A ［2 4．0］ 体部上位 か らロ緑 部にかけての破 口緑部，頚部 ，体部 内 ・外面 ロク 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 8 90 5

1 B （8．1） 片。体 部は内野 して立 ち上 が り， ロナデ。体部外面 に横位の平行叩 石英 5 ％

頚部 で 「く」 の字状 に屈 曲し， 口

緑部 は外 反す る。端部 は下方 に突

出 している。

き。 紫灰色

普通

894－



第88号掘立柱建物跡（第635図）

位置　調査8区の南部，09a3区。

重複関係　P9・PlOが第1242号住居に掘り込まれている。

規模　桁行3間，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長5．89m，梁行長4．20mである。柱間寸法は桁行1．70～

2・10m，梁行2．00～2．20mである。柱穴は，平面形が長軸（径）0．71～0．98m，短軸（径）0．66～0．72mの隅

丸方形または楕円形で，深さ30～85cmである。

桁行方向　N－2。－W

柱穴覆土　土層断面図中，第1層は柱の抜き取り痕，その他は埋土と考えられる。埋土は粘土ブロック・粘土

粒子を含む黒褐色土を基調にしており，粘性の多い層と少ない層が互層をなしている。

P 1～P

黒
里

里

10土層解説（各柱穴共通）
褐　色　ローム小ブロック・焼土粒子・粘土小ブロック少量，炭化物微量
褐　色　焼土粒子・炭化粒子・粘土小ブロック少量

褐　色　粘土粒子中量，ローム粒子・炭化粒子・粘土小ブロック少量
4　にぷい黄褐色　粘土粒子多量，焼土粒子少量，炭化粒子微量
5　にぷい黄褐色　粘土粒子多量，ローム粒子少量

褐　色　粘土粒子中量，ローム小ブロック・炭化粒子・粘土小ブロック少量

褐　色　粘土粒子中量，炭化粒子少量，焼土粒子微量
褐　色　粘土粒子中量，粘土小ブロック少量，炭化粒子微量
褐　色　炭化粒子・粘土小ブロック・粘土粒子少量，焼土粒子微量
褐　色　粘土小ブロック・粘土粒子少量，炭化粒子微量

第635図　第88号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

トl－1「一一一一一」

895－

0　　　　　　　5cm
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且i　黒　褐　色

は　暗　赤　褐　色

は　黒　褐　色

摘　黒　褐　色

蟻　褐　　　　色

摘　黒　褐　色

膵　黒　褐　色

摘　暗　赤　褐　色

且9　暗　褐　色

炭化粒子も粘土小ブロック少遺賢　焼土粒子微量

廃土粒子中農ぎ　ローム小ブロック8廃土小プロッタも炭化粒子の粘土小プカツグ少農

ローム中プロッタを炭化粒子e粘土小ブロックの粘土粒子少量

ローム粒子を廃土粒子6廃土小ブロック中鼠　ローム小ブロック少鼠　炭化粒子微量

ローム中プロッタ∴［ト∴ん小プロッタ∴［ト∴綜隆子少量

廃土粒子も炭化粒子6粘土粒子少量ア　炭化物微量

粘土粒子車鼠　廃土粒子の炭化粒子少量

廃土粒子の粘土粒子中農学　ローム粒子や炭化粒子d粘土小ブロック少量

粘土粒子中豊夕　炭化粒子少量

遺物　土師器片腕査　須恵器片は意が　㌘　の㌘　～㌘臓を陰　各経穴の柱抜き取　痕や壌土から出土してい

る。第鋸図　の着意器杯は㌘　の埋立から出土している。

所鳳　本跡の時期はタ　健絶後薬と考えられる第は般号住居に掘　込まれていることや　出土土器から　世紀

中薬と考えられる。

第88号据立柱建物跡出上遣物観察表

図版番号　 券　 種 桓 測健つcm）　 器 形 の 特 徴　　　 手 法 の 特 徴　　 胎土 の色調 の焼成　 備
考

第樟5 図　　 年　　　 八　 日．0　 底部から目線部の破片∴平底∵体　 目線部及び体部内 ・外面ロクロナ　 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 83郁

†　　　　　　　　 H　 亜　 部は外伸して立ち十がリ，目線部　 デ㍉休部下端手持ちへラ削 年　 底　 右奥　　　　　　　　 符％
須 恵 器 i c O鵠 禁 慧ぎ反する0 端部は丸く 雷；冒警ヘラ切 り徽 l 方向のヘラ …霊 色　　 ㌘L 2撒

第錮号掘量桂建物跡　第鋸図）

位置　調査封又の中央部，N8iO区。

重複関係　㌘　～炉　が第摘号掘立柱建物跡を掘　込んでいる。また夢　㌘臓の㌘且を第開署掘立柱建物に掘

り込まれている。

′　　　　　　　　　　　　　ノ　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　′　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　、

′　ノ　′、　　　　　　　　．′　　　　　　　　　　　　二・　　　　・・、°　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

隅丸長方形で　深さ狙～鋸cmである。

桁キ寺方向　N－（う〇　一、㌔′7

く　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

む黒色土を基調にしてお酌　特に強　突き固められてほいないが互層をなしている。

Pl～P12土層解説（各柱穴共通）
l　黒　　　　色　ロ…ム小ブロック0粘土粒子少量　　　　　　　　　摘　黒　褐　色　ローム小ブロック少量，焼土粒子ゆ炭化粒子e粘土
2　黒　　　　色　ローム小ブロックeロ…ム粒子を焼土粒子徴最　　　　　　　　　　　　小ブロック教義

3　黒　　　　色　ローム小プロ、ジグe粘土粒子微量　　　　　　　　　Ⅲ　黒　褐　色　ローム小ブロックも炭化粒子や粘土小ブロックの粘
l　黒　　　　色lトー∴小、十日、、∴′′吊古「ト∴′、粒」∴炭化粒日放量　　　　　　　　　　　目＼白’－！月表：
5　黒　褐　色　ローム小ブロックゆ粘土小ブロック少量　粘土粒子　は　黒　　　　色　粘土小ブロック微量

微量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　黒　褐　色　炭化物少量資　ローム小プロッグ。焼土粒子8炭化粒
6　黒　褐　色　粘土小ブロック中畳，炭化粒子ぜ粘土粒子少量，廃

土粒子微量
7　にぷい黄褐色　粘土粒子多量
ト　黒　　　　色；「一∴′ト′′十ト、′ソ微量

9　にぷい黄褐色　粘土粒子多量夕　粘土小ブロック少量

子微量

摘　果　褐　色　ローム小ブロック少鼠　炭化粒子微量
15　暗　褐　色　ローム小ブロック0ローム粒子凋占土粒子少量芦　廃

土粒子も炭化粒子微量

′　　　　　　　′　　　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　′　　　　　　　　′　　　′　　　　　　　　　　　′

′・　　　　　′　　：、′　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　．

′　　　．　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　′　　一　′・　、′　′1㍉、‾ノ　ノ・′　‥　　　∴　．′／．ノ

開署掘立柱建物跡に掘　込まれていることや　わずかながら　かがえる出土土器の特徴などから　世紀と推定

される。

一　針）（う



第636図　第89号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

第89号掘立柱建物跡出土遺物観察表

2m

」＿　；＿　！

図版番号器　種計測値（C皿）器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成備　　　考

第636図嚢B（7．9）休部片。 体部外面斜位の平行叩き。内面ナ砂粒・雲母・長石・TP8213

1 須　恵　器 デ。 石英，灰色，普通5％　PL271

ー約7



第100号掘立柱建物跡（第637・638図）

位置　調査8区の南西部，N8h4区。

重複関係　P5～P7が第1214号住居跡を掘り込んでいる。また，Pl～P5・P8・P9が第101号掘立柱

建物に掘り込まれている。

規模　桁行2間，梁行2間の総柱式の建物跡で，桁行長4．08m，梁行長4．04mである。柱間寸法は桁行1．90～

2．20m，梁行1．80～2．20mである。柱穴は，平面形が長径（軸）0．60～0．98m，短径（軸）0．58～0．70mの円

形・楕円形または隅丸方形で，深さ18～65cmである。

⑥ b 1 － ㌦ 。。 ま 。。，。言

A　　 ／二 　ヽ　　　　　 Pl

有 ‾

SI1214

j ＿
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第637図　第100・101号掘立柱建物跡実測図
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桁行方向　N－0。

柱穴覆土　土層断面図中，Pl～P3，P5・P7の第1層が柱の技き取り痕，その他は埋土と考えられる。

埋土はロームブロックを含む黒褐色土，暗褐色土で，強く突き固められてはいないが互層をなしている。

Pl土層解説

1暗褐色　ローム小ブロック中量，ローム中ブロック微量
2　暗褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量
3　暗褐色　ローム小ブロック少量，ローム中ブロック微量
4　暗褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量
P2土層解説
1黒褐色　ローム小ブロック少量，炭化粒子微量

2　黒褐色　ローム小ブロック少量，焼土粒子・炭化粒子微量
3　黒褐色　ローム小ブロック少量，ローム大フロック微量
P3土層解説

1黒褐色　ローム小ブロック中量，焼土粒子・炭化粒子微量
2　黒褐色　ローム小ブロック少量，焼土粒子微量

3　黒褐色　ローム小ブロック少量，ローム中ブロック・炭化粒子微量
P4土層解説

1黒褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック少量
2　黒褐色　ローム小ブロック少量

P5土層解説
1暗褐色　ローム小ブロック少量，炭化物微量

2　暗褐色　ローム小ブロック中量，炭化粒子微量
3　暗褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック少量，ローム大ブロ

ック微量
P6土層解説

1暗褐色　ローム小ブロック少量，炭化物・炭化粒子微量
2　暗褐色　ローム小ブロック・炭化粒子少量，炭化物微量
P7土層解説

1暗褐色　ローム小ブロック少量，焼土中ブロック微量

2　暗褐色　ローム小ブロック中量，焼土粒子微量
3　暗褐色　ローム小ブロック・炭化物少量，炭化粒子微量

遺物　土師器片30点，須恵器片13点が，P2・P6を除く各柱穴の柱抜き取り痕や埋土から出土している。第

638図1の須恵器蓋口縁部片は，Plの埋土から出土している。2の須恵器整体部片は，Plの埋土から出土

している。外面に箆書が施されているが判読不能である。

所見　本跡の身舎を構成する柱穴のうち，ほとんどが第101号掘立柱建物の柱穴と重複しており，本跡が第101

号掘立柱建物に建て替えられた可能性が考えられる。また，本跡の桁行方向が，隣接する8世紀後薬と考えら

れる第1220号住居跡の主軸方向とほぼ一致することから，同時期に一連の施設として機能していた可能性が考

えられる。時期は，出土土器が細片のため特定が困難なものの，わずかにうかがえる出土土器の特徴，8世紀

中葉と考えられる第1214号住居跡を掘り込んでいること，第1220号住居跡との関連から8世紀後半と推定され

る。

第638図　第100号掘立柱建物跡出土遺物実測図

第100号掘立柱建物跡出土遺物観察表

0　　　　　　　　　　　　　　10cm

」　　　＿＿＿L　　　！

図版番号券　種計測値（CⅢ） 器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成備　　　考

第638図蓋 A［17．0］外周部からロ緑部の破片。外周部は外周部及び口縁部内・外面ロタロ砂粒・雲母・長石・P8367

1

須　恵　器

B（1．5）なだらかに下降し，口縁部は平坦面

をもつ。端部は下方へ短く屈曲する。

ナデ。 石英

黄灰色，普通

5％

2
要

須　恵　器

B（4．3）体部片。 体部内・外面ナデ。 砂粒・雲母・長石

暗灰色，普通

TP8217　1％

PL271体部外面覚書

第101号掘立柱建物跡（第637・639図）

位置　調査8区の南西部，N8h4区。

重複関係　P5・P6が第1214号住居跡を掘り込んでいる。また，P6を除くすべての柱穴が第100号掘立柱

建物跡を掘り込んでいる。

規模　桁行2間，梁行2間の総柱式の建物跡で，桁行長4．07m，梁行長3．59mである。柱穴は8か所（Pl～

Stlt1－－



P8）確認できた。柱間寸法は桁行1．80～2．10m，梁行1．60～2．00mである。柱穴は，平面形が長径0．69～

0．85m，短径0．50～0．70mの円形・楕円形または不整楕円形で，深さ18～60cmである。

桁行方向　N－00

柱穴覆土　土層断面図中，P4～P6・P8の第1層が柱の抜き取り痕，その他は埋土と考えられる。埋土は

ロームブロックを含む黒褐色土・暗褐色土であり，強く突き固められてはいないが互層をなしている。

Pl土屑解説

1暗褐色　ローム小ブロック中量，ローム中ブロック・炭化物微量
2　暗褐色　ローム小ブロック中量，ローム大ブロック・焼土粒子微量
3　黒褐色　ローム小ブロック中量，ローム中ブロック・炭化粒子微量
P4土層解説

1暗褐色　ローム小ブロック少量，ローム中ブロック・焼土粒子微量
2　暗褐色　ローム小ブロック中量
3　暗褐色　ローム小ブロック中量，ローム粒子少量
P5土層解説
1暗褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック少量

2　暗褐色　ローム小ブロック少量，ローム大ブロック微量
3　暗褐色　ローム粒子中量，ローム小ブロック少量

P6土層解説
1暗褐色　ローム小ブロック少量，焼土粒子微量

2　暗褐色　ローム小ブロック少量
3　暗褐色　ローム小ブロック少量，焼土粒子・炭化粒子微量
4　暗褐色　ローム小ブロック少量，炭化物微量
P7土層解説

1暗褐色　ローム小ブロック少量，焼土小ブロック・焼土粒子微量
2　暗褐色　ローム小ブロック・炭化粒子微量
3　暗褐色　ローム小ブロック少量，炭化粒子微量
P8土層解説

1暗褐色　ローム小ブロック少量，ローム中ブロック・炭化物微量
2　暗褐色　ローム小ブロック中量，炭化粒子微量
3　黒褐色　ローム小ブロック・炭化粒子微量

遺物　土師器片48点，須恵器片25点が，P4・P5を除く各柱穴の柱抜き取り痕や埋土から出土している。第

639図1の須恵器杯はP7の埋土から，2の須恵器聾のロ縁部片はPlの埋土から，3須恵器鉢の体部から口

緑部にかけての破片はP2の埋土からそれぞれ出土している。

所見　本跡の身舎を構成する柱穴のうち，ほとんどが第100号掘立柱建物跡の柱穴と重複しており，第100号掘

立柱建物跡から本跡に建て替えられた可能性が考えられる。時期は，出土土器が細片のため特定が困難なもの

の，わずかにうかがえる出土土器の特徴，8世紀中葉と考えられる第1214号住居跡を掘り込んでいることから，

8世紀後半と推定される。

第639図　第101号掘立柱建物跡出土遺物実測図

第101号掘立柱建物跡出土遣物観察表

0　　　　　　　　　　　　　10cm

l　　　　；　　　」

図版番号券　種計測値（cm） 器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成 備　　　考

第639図 土不 B（2．7）底部から体部の破片。平底。体部体部内・外面ロクロナデ。体部下砂粒・雲母・長石・P8369

1 須　恵　器C［6．0］は外傾して立ち上がる。． 端手持ちへラ削り。底部へラ削り。石英，褐灰色，普通5％

2
嚢 A［20．0］口縁部片。口縁部は外反して開き鼎口緑部内・外面ロクロナデ。 砂粒・雲母・長石・P8371

須　恵　器B（4．1）部は面取りをして角張らせている。 石英，灰色，普通5％

3

鉢

須　恵　器

B（4．3）体部上位から口緑部の破片。体部口緑部内・外面ロクロナデ。体部砂粒・雲母 TP8216

は外傾して立ち上がり，口縁部で外面横位の平行叩き，内面ナデ。灰色 5％

屈曲する。 普通 PL271

第102号掘立柱建物跡（第640図）

位置　調査8区の南西部，08a3区。

重複関係　Pl・P2・P12～P14が第1235号住居跡を，P4～P6が第1243号住居跡を，Pl・P14が第

104号掘立柱建物跡を，P9～Pllが第105号掘立柱建物跡を，PlO～P12が第106号掘立柱建物跡をそれぞれ

掘り込んでいる。また，P2・P3を第1221号住居跡に掘り込まれている。

規模　桁行4間，梁行3間の側柱式の建物跡で，桁行長9．37m，梁行長5．66mである。柱間寸法は桁行2．20～

900－



2．50m，梁行1．70～2．00mである。柱穴は，平面形が長径（軸）0．90～1．36m，短径（軸）0．84～1．03mの楕

円形・隅丸方形または隅丸長方形で，深さ30～95C皿である。

桁行方向　N－20　－W

第640図　第102号掘立柱建物跡実測図

901

2m
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ノー　　　　　く　　　　　　　　・、　　　　・　ノ　　　　　　　ー

を含む黒褐色土を暗褐色まあ褐色まで賢　突き固められてはいないが亙層をなしている。

Pl～P14土層解説（各柱穴共通）
l　黒褐色：‾トー∴′ト・′十トー∴ノ′・炭化粒子′」ノ、吊

2　黒褐色　ローム小ブロック中最多　ローム中プロッタを炭化粒子少量

3　黒褐色　ローム小ブロック中鼠　ローム中ブロックの炭化粒子少農，ロ…ム太プロッタ教義

4　黒褐色L Eト∴ム中ブロック∴［㌻∴ん小ブロックのロ…ム粒子少量蔓　炭化粒子微量

5　黒褐色　ローム中ブロックもローム小ブロック中鼠　ローム太プロッタも炭化粒子少量

6　黒褐色　ローム小ブロックも廃土粒子微量

7　黒褐色　炭化粒子少鼠　ローム小ブロック微量

8　暗褐色　ローム小ブロック中鼠　ローム車プロ、ジグ少量

9　黒褐色　ローム小ブロック少鼠　ローム中ブロックも炭化粒子徽農

相　黒褐色　ローム小ブロックを炭化粒子少量芦　焼土中ブロックの焼土粒予教義

は　暗褐色　ローム小ブロックe焼土中ブロックや廃土粒子少量

12　暗褐色　「ト∴！、′トノ十ト′ソ′レ品l‾トー∴再一一′十了、、′ソ・炭化物・炭化粒召数量

且3　黒褐色．ローム小ブロック少量，廃土粒子ゆ炭化物の炭化粒子微量

14　褐　色　ローム小ブロックのローム粒子中量診　炭化粒子少量

lう　褐　色　「トー∴′ト、・／、l上り∵・i「一∴粒Jrl小品Iトー∴中一ハ1｝†′・炭化粒子′レ量

摘　黒褐色　ローム中ブロックもローム小ブロック少鼠　廃土粒子。炭化粒子微量

′　　、　・′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

′　一　　　　　　　　　　　　　　　　　′ノ′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　′

世紀後半と考えられる第摘号掘立柱建物跡を掘　込んでいること資　性絶後薬と考えられる第は別号住居

跡に掘り込まれていることから，9世紀と考えられる。

ノ　　　　　　　　　′　　　　　　　　　′、

位置　調査8区の南西部，08a5区。

′　　　　　　　′　　′　　　ノ　　　′′′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

1221号住居に掘り込まれている。

′　　′　　　　′　′　　　　　′　、　′　′′ノ　′　　　　　　　　　　　′　′　′　　　　　　・ノ　　　　ー　′′′　′

∴、、　ノ　　′，・ノ　、　　　　　　　　：　′　言　　　′　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　′　′′、

形4楕円形または隅丸方形で，深さ2（ト鋸clnである。

桁行方向　N－40　－E

チ′二　　　　．′　　′　　　　　　　　　・　　　′　　　　′ノ　　　　　　．　　ノ

‘′、・　　′′、、′′∴　　　　′′　　　　、　　　　′　　　　′・・　　　′　　　　　　　　　　　　　・・．

Pl～PlO土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム小ブロック0粘土小ブロック少量夕　焼土粒子ゆ炭化粒子微量
ゴ　黒褐色lトー∴′トノ．1トリン’・＝∵一∴粒J’－・粘巨」＼‾ノ十ト十月数量

3　褐　色

・1　黒褐色

1　黒褐色

6　黒褐色

γ　暗褐色

8　暗褐色

9　褐　色

ローム粒子中量ク　ローム小ブロックや炭化粒子微量

ローム小ブロック中量，ローム中ブロックも粘土小ブロック微量

ローム小ブロックの炭化粒子8粘土小ブロック少量

ローム小ブロック少量芦　焼土中ブロックゆ炭化粒子微量

ローム小ブロックとローム粒子少量

iトー∴粒子′レ品「丁一一∴′トノ／’l了、・′ソ微量

ロ…ム粒子車鼠　炭化粒子教義

I　　　′　　　′　　　　　　　　　　　　　一　　　　　′　′／　　　　　　一l′、一　′′

′、　く　　′′　　　′′　′′　　　　　　．　′　　　　ノ　　　　　　．

！′・　　－　　　　　′　　　′　′′　　　　　　　ノ　　　　　ノノ　　ノ　　　′′ノ　・

紀後半と考えられる第摘号掘立柱建物に掘　込まれていることなどから資　性紀中葉と考えられる。

（州2



4　　　　　　　　　　　11

第641図　第103・104号掘立柱建物跡実測図
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第642図　第103号掘立柱建物跡出土遺物実測図

第103号掘立柱建物跡出土遺物観察表

0　　　　　　　　　　　　　　10cm

！　　　；　　　」

図版番号器　種計測値（cm） 器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成 備　　　考

第642図 鉢 B（11．0）体部片。体部は外傾して立ち上が休部外面斜位の平行叩き，内面指砂粒・雲母・長石P837210％

1 須　恵　器C［17．4］る。 頭庄痕，輸積み痕有り。 灰色，普通 PL271

第104号掘立柱建物跡（第641図）

位置　調査8区の南西部，N8i5区。北へ4mの距離に位置する第100号掘立柱建物跡と並列する。

重複関係　P6～P9が第1235号住居跡を，P3が第103号掘立柱建物跡を掘り込んでいる。P4・P5を第

1221号住居に，P6・P9を第102号掘立柱建物に掘り込まれている。

規模　桁行2間，梁行2間の総柱式の建物跡で，桁行長4．88m，梁行長4．66mである。柱間寸法は桁行2・30～

2．60m，梁行2．40～2．60mである。柱穴は，平面形が長軸（径）0．54～1．04m，短軸（径）0．53～0．96mの隅

丸方形または隅丸楕円形で，深さ12～26cmである。

桁行方向　N－2。－W

柱穴覆土　土層断面図中，第1層は柱の抜き取り痕，その他は埋土と考えられる。埋土は黒褐色土・暗褐色土・

褐色土であり，突き固められてはいないが互層をなしている。

Pl～P9土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム小ブロック・炭化粒子少量，焼土粒子・粘土小ブロック微量
2　黒褐色　ローム小ブロック・炭化粒子微量
3　褐　色　ローム粒子中量，
4　黒褐色　ローム大ブロック
5　黒　色　ローム小ブロック

6　黒褐色　ローム小ブロック
7　黒褐色　ローム小ブロック
8　褐　色　ローム粒子多量，

ローム小ブロック少量

・ローム小ブロック・炭化粒子微量
・炭化粒子微量
・炭化粒子少量，粘土小ブロック微量
・炭化粒子少量，炭化物・粘土小ブロック微量
ローム小ブロック少量

9　黒褐色　ローム小ブロック・炭化粒子少量

10　褐　色　ローム粒子多量，ローム小ブロック少量，焼土粒子微量
11暗褐色　ローム小ブロック少量
12　黒褐色　ローム小ブロック少量，焼土粒子・炭化粒子微量
13　褐　色　ローム小ブロック中量，ローム粒子少量

遺物　遣物は出土していない。

所見　本跡の時期は，出土土器がなく特定できないものの，隣接する8世紀後半と考えられる第100号掘立柱

建物跡と桁行方向や構造がほぼ同じであることから，8世紀後半と推定される。

第105号掘立柱建物跡（第643図）

位置　調査8区の南西部，08a2区。

重複関係　Pl～P4が第102号掘立柱建物に，P2・P3・P7～PlOが第106号掘立柱建物に，P6が第71

ー州・l



号掘立柱建物に，P9が第73号掘立柱建物にそれぞれ掘り込まれている。

規模　桁行3間，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長7．68m，梁行長4．69mである。柱穴は，第102・106号

掘立柱建物に掘り込まれていると思われる2か所を除いて8か所（P2・P4～PlO）が確認できた。柱間寸

法は桁行2．30～3．00m，梁行2．10～2．30mである。柱穴は，平面形が長径（軸）0．98～1．18m，短径（軸）

0．83～0．95mの楕円形・隅丸方形または隅丸長方形で，深さ18～80cmである。

第643図　第105号掘立柱建物跡実測図

－905－

0　　　　　　　　　　2m
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桁街霧陶　N…20　…監

柱穴覆土　日輔新面い抑圧　第1・2屑は柱の技き取り痕，その他は母上と考えられる。理上はロー一一・一ム’ノ十1、、ノγ

を含む暗褐色丑を基調とし　強　突き固められてほいないが亙層をなしている。

P2・P4～PlO土層解説（各柱穴共通）

l　黒褐色．Eト1封軒ブロック㌦Eか∴ム小ブロック少鼠　廃土粒子せ炭化粒子微量
2　暗褐色　ロ

3　暗褐色　ロ

4　暗褐色　ロ

5　黒褐色　ロ

6　黒褐色　ロ

7　黒褐色　ロ

8　黒　色　ロ

9　酪褐色．ロ

ーム小プロツ

ーム小プロッ

…ム小プロッ

ーム小プロッ

一一∴′ト一日、り

－ム小プロヅ

…ム小プロヅ

・一一∴′ト′′’‾lf、‥

クぜ廃土粒子少量，

グ少農学　焼土粒子も

グ中農夕　廃土小プロ

グ少量撃　粘土小プロ

．′′レ品　暁上位守∴

グ少量き　炭化物微選

一′′′レ臨　場上位」－・・

グせ炭化粒子少量

廃土小ブロック∵浄化粒子微量
炭化物微量
ヅグぉ廃土粒子の炭化粒子微量
ッグ微量

炭化物教義

炭化粒子微量

遺物　‖油器片岩点，須恵器片主点が，亙「iつP6・P7の各柱穴の柱抜き取り痕や理工から出上している。）

所魔　本跡の時期は　出立土器が細片なだめ特定ずることが困難なものの　わずかながら　かがえる出土土器

の特徴汐　健紀後半と考えられる第臓号掘立経建物跡に掘　込まれているこ藍などから蔓　健綬後半以前と

考えられる。

第欄考掘違桂建物跡　第鍼図）

位置　調査　区の南西部　飼鋤区。廃へ　mの距離に位置する第摘号掘立柱建物跡と並列ずる。

重複関係　㌘　が第は請号住居跡学　欝　の㌘　～㌘　が第摘号掘立柱建物跡を掘　込んでいる。またタ　㌘3

′　　　－

規模　桁行　間　資行　間の総柱式の建物跡で　桁行最　の踊那撒　発行濃　め開那抱である。柱間寸法は桁行。測～

の舶m　発行を錮～。渕mである。柱衆は　平面形が長径　軸摘。鍼～。摘耶掩　短径　軸掬の削～。犯mの楕

円形または隅丸長方形で，深さ20へ－7両Ⅶである。

桁号音方l句　N－120　－一意三

枝究覆羞　土層断面図軌　第鼠層は桂の抜き取り疫学　その他は埋まと考えられる。埋立はロ…ムブロックを含

む黒褐色まあ褐色まであ勘　突き固められてはいないが亙層をなしている。

P2～P6・P8・P9土層解説（各柱穴共通）

i　黒褐色．ローム小ブロック多鼠　にト∴ム中ブロックぁローム粒子も粘土粒子少量

2　黒褐色　ローム小ブロック中鼠　ローム粒子せ粘土粒子少量

：1黒褐色　「ト∴′トー／、；1、、′ソつ1日骨子小品「ト∴中‾‾′‾、l‾f、、′ソ・「ト∴′、粒子少量

4　黒褐色。にト∴ム中ブロックぁロ…ム小ブロック中畳，ローム太ブロックのローム粒子か粘土粒子少量

5　褐　色　ローム粒子多量タ　ローム小ブロック少量

6　褐　色　口上∴ム粒子多量

遺物　土師器片鍼意　須意器片娠軽が診　㌘　ぁ㌘　～㌘　の各経穴の栓抜き取　痕や埋まから出土している。

所鳳　寒路の時期は汐　出土土器が細片のため特定ずることが困難なものの芦　わずかながらうかがえる出土土器

の特徴　隣接ずる第摘号掘立柱建物跡と桁行方向と構造がほぼ一致してお酌　同時期の可能性が考えられる

こと芦　世紀と考えられる第摘号掘立桂建物跡に掘　込まれていることなどから警　世紀後半と考えられる。

（）0（う
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第644図　第106号掘立柱建物跡実測図

‡圭二

0　　　　　　　　　　　2m
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第107号掘立柱建物跡（第645図）

位置　調査8区の中央部，N8j9区。

重複関係　P2～P4が第89号掘立柱建物に，P8が第79号掘立柱建物に掘り込まれている。

規模　桁行3間，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長8．20m，梁行長5．00mである。柱間寸法は桁行2．50～

2．70m，梁行2．20～2．80mである。柱穴は，平面形が長径（軸）0．86～1．48m，短径（軸）0．80～1．10mの円

形・楕円形・隅丸方形または隅丸長方形で，深さ30～85cmである。

桁行方向　N－50　－W

柱穴覆土　土層断面図中，第1層は柱の抜き取り痕，その他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含

一向17



む黒褐色土・暗褐色土であり，強く突き固められてはいないが互層をなしている。

Pl～PlO土層解説（各柱穴共通）
1黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子・粘土粒子微量
2　黒褐色　焼土粒子少量，ローム小ブロック・焼土中ブロック微量

3　黒褐色　ローム小ブロック少量，焼土粒子微量
4　黒褐色　ローム小ブロック少量，粘土粒子微量
5　黒褐色　ローム小ブロック・粘土粒子微量
6　黒褐色　ローム小ブロック・焼土粒子微量
7　暗褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子少量

遺物　土師器片44点，須恵器片16点が，Pl・P3～P7の各柱穴の柱抜き取り痕や埋土から出土している。

所見　本跡の時期は，出土土器が細片のため特定が困難なものの，わずかながらうかがえる出土土器の特徴，

8世紀と考えられる第89号掘立柱建物跡に掘り込まれていることなどから，8世紀と推定される。

第645図　第107号掘立柱建物跡実測図

－908－
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第108号掘立柱建物跡（第646図）

位置　調査8区の中央部，N8j8区。東へ4mの距離に位置する第89号掘立柱建物跡と並列する。

重複関係　P6・P7を第1232号住居に，Pl～P3・P8～P12を第79号掘立柱建物に掘り込まれている。

規模　桁行3問，梁行3間の側柱式の建物跡で，桁行長7．70m，梁行長5．20mである。柱穴は第79号掘立柱建

物跡に完全に掘り込まれている1か所を除き11か所（Pl～Pll）が確認できた。柱間寸法は桁行2．40～3．00

m，梁行1．50～1．80mである。柱穴は，平面形が長径0．98～1．50m，短径0．95～1．20mの円形・楕円形または

不整楕円形で，深さ35～95cmである。

桁行方向　N－10　－W

柱穴覆土　土層断面図中，第1層は柱の抜き取り痕，その他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含

む黒色土・黒褐色土であり，強く突き固められてはいないが互層をなしている。

0　　　　　　　　　　　2m

！　　；　　i

第646図　第108号掘立柱建物跡・出土遺物実測図
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P4～P7土層解説（各柱穴共通）
l　黒褐色　「「∴′、小一‾ノtiJ、り∵・埴「」∴十十、・′‘ノ′・焼日章「・炭化粒」－・・粘目白－ノレ量

2　黒褐色　ロ

3　黒褐色　ロ

hl　黒褐色11

5　黒　色　ロ

（う　黒　色　H

T　黒褐色　＝

一一一一l∴′ト∴デ十1、、′ツ

ーム小ブロック

ーム小プロッタ

ーム小ブロック

ーム小プロッタ

ー1－1∴′ト十日、り　ソ

廃土粒子あ炭化粒子少量

炭化粒子少量プ　焼土中ブロックや焼土粒子教義
炭化粒子少量夢　廃土粒子の粘土粒子微量
炭化物・炭化粒了「・微量
炭化粒子献品
炭化粒戸外乱　焼＝粒子・・炭化物微量

S　黒　色　ロー∴′ト仕丁、、′′ソ少品　焼月号千・炭化物微量

！1黒　色　r－ト∴7、′ト十日、、タフ・炭化粒「少量

巧、。、′　′′　　　　ノ　　　　　t、！、・、、、∴く：、∴声　ノ、、′ご　　信二、′’∴1年ふ′く

ノ　ー　　　′、　　　　　　　　　一　　　　　　　　　＼　　′＿

所農　本跡は　隣接する第の号掘立柱建物跡と桁行方向がほぼ一致することから芦　同時期の一連の施設として

撥鮭していた可能性が考えられる。時期は資　出土土器が細片のため特定が困難なものの，わずかながらうかが

える出土土器の特徴　第錮号掘立柱建物跡との関連などから　世紀と考えられる。

第摘　普擁立櫨建物跡出土遺物観察衷

図版番可 器　 種 計測値 （cm） 器　 彬　 の　 特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎士 ・色調 ・焼成 備　　　　 考

第 五用 図　　　 悉 B （3せ9） 体部片㍉体部は内伸 し，頭部に至 休部外面横位の平行叩 き，内面ナ 砂粒 き雲母 0長石 T P 把 は　　 ％

1　　 須　 恵　 器 る。 テ汐。 灰色 ，普通 P L 2 7 1

、　・　′／・　ご

ノ　　　′　　　　　　：　′．′，

′′　′ノ　　　　　　　　′　′　、　′ノ

′：　　　′′÷　　′‘、　′つ　′互　‾・、′了　∴：、　′：′P、、ノ’、、、ン　′、、．、、′∴ノ．ニ　：′

．　　′′′　　　　　　′ノ′ノ　　・　　　′　　ラ　′、∵／・　　、′′、　　′　　′り′て　　J，　ノ、し　こ、：、′ノ　　ラ

：∴′　　　ノ　　ノ′　言　　　ニ　　　　　　　　′・′ノ，

桁行方向　N－20　－W

櫨究覆並　立層断面図中学第温層は柱の抜き取り痕タその他は埋まと考えられる。埋まは黒褐色土を基調にしぎ

′　ノ　　′　′′　ノ′　′一　　　′　　′、　　ノ′、．ニ　ーく′ト、－′、・‾′ニ・　∴　ノ′・一　．ノ，．

Pl～PlO土層解説（各柱穴共通）

l　黒褐色．ローム小ブロックも焼土中ブロックの焼土粒子e炭化粒子も粘土小ブロック少量
2　黒褐色　ローム小ブロック8炭化粒子0粘土小ブロック少量
3　黒褐色　ロ…ム小ブロックを焼土中ブロックも焼土粒子0炭化粒子少量
4　黒褐色　ローム小ブロックも焼土粒子も炭化粒子も粘土粒子少量
5　黒褐色　粘土粒子中農，粘土小ブロック少量芦　炭化粒子微量
しう　褐　色　ローー∴粒子・粘土粒子中量，炭化粒子少量

ア　暗褐色　粘土粒子中量夢　焼土粒子e粘土小ブロック少量
8　黒褐色　粘土粒子中量プ　焼土粒子も炭化粒子e粘土小ブロック微量
9　黒褐色　粘土粒子中鼠　焼土粒子e粘土小ブロック微量

．′　′　　　三　　′　‥．∴　、′　＿ノ　′′、ノ　ノ　÷∴∴．・了ノ　ノ　　′′・・ノ　、一　′、′′ノ。．∴∵主、く

′　′言∴：′　　′、′　′ノ工．．ノー　　′．，　　言′言′　∴　二′：′　は　ノ．ノ∴＋　恒ノノ三′∴′　　　二　一、．ノ

′＼十‥、∴∴　、・′′　　　・ノ三　　′／′‥′　ノ　′ノー‘′　′　一ノー　′二、＼∴′・　　′J＿　一一、ノ　　　′　．∴、′・′こ

後半と考えられる。

・一・一一一一　910　－1一一一一
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第647図　第109号掘立柱建物跡・出土遺物実測図
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第109号掘立柱建物跡出土遺物観察表

図版番号 券　 種 計測値 （CⅡl） 器　 形　 の　 特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎土 ・色調 ・焼成 備　　　 考

第 64 7 図 高 台 付 杯 A ［12．5］ 高台部か ら口緑 部の破 片。高台 は 口緑部及 び体部内 ・外面 ロクロナ 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 83 73

1 B　　 5．0 短 くハの字状 に開 く。体部は下端 デ。底部 回転へ ラ削 り後，高台貼 石英 60％

須　 恵　 器 D　　 8．2 に稜 を もち，外傾 して立ち上が り， り付け，ナ デ。 灰色 P L 27 0

E　 l．6 口緑 部はわずかに外 反する。 普通 底部外面箆記号 「＋」

2

高 台 付 杯 B （2．3） 高台部か ら底部 の破 片。高台は短 底部回転へ ラ削 り後，高台貼 り付 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 83 74

D　　 7．8 くハの字状 に広 がる。接 地面 は平 け，ナデ。 石英 20％

須　 恵　 器 E　 l．3 ら。 黄灰色，普通 P L 270

3

甑 B （1．0） 底 部片。底 部中央 に円形 の孔 1 ， 穿孔面へ ラ状工具に よる穿孔後， 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 83 75

C （14．7 ） 周縁 に木葉形 の孔 4 を穿孔す る。 ナデ。 石英 5 ％

須　 恵　 器 五孔式。 灰色，普通 P L 27 1

4

甑

須　 恵　 器

B （0．9） 底部片。底 部中央 に円形 の孔 1 ， 穿孔面へ ラ状工具に よる穿孔後， 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 83 76

C ［9．5］ 周縁 に木葉形 の孔 4 を穿孔す る。

五孔式。

ナデ。 石英

灰色，普通

3 ％

5
整 B （6．5） 体 郡片。 休部外面横位の平行叩 き，内面ナ 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ T P 82 15　 3 ％

須　 恵　 器 デ。 石英，灰色，普通 P L 27 1

第110号掘立柱建物跡（第648図）

位置　調査8区の南部，09cl区。

重複関係　Plが第81号溝を掘り込み，P5・P6が第1241号住居に掘り込まれている。

規模　桁行2間，梁行1間の側柱式の建物跡で，桁行長5．74m，梁行長3．93mである。柱間寸法は桁行2．20～

R

P

R

ミ≡」ぜ㌔＋ヒ±∃cm
第648図　第110号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

－912－
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凱鯛m夢　発行凱錮甑凱湘mである。経穴は汐　平薗形が凝経つ軸う凱鋸｛胱鮮血撃幾層つ儲浸凱郡恒胱郡職の憫

形または隅丸長方形で　深さ錮～舶cmである。

桁考膏議磯：紺…2了・一斑

緩流覆豊　土層断薗図中　第　層は経の抜き取を痘　その他は埋まと考えられる。埋まはロームプロッタを含

む黒褐色0暗褐色まであ勘　強　突き固められてほいないが亙層をなしている。

P「～P6土層解説（各柱穴共通）

且　黒褐色　ローム小ブロックe廃土粒子8炭化粒子6粘土小ブロック少量
2　黒褐色．ローム小ブロックき廃土小ブロックや炭化粒子の粘土小プロッタ少最
3　黒褐色．ローム小プロッグ∵緻患小ブロックを粘土小プロッタ少量

4　黒褐色＿　ローム小ブロックも廃土粒子も炭化粒子少量
5　暗褐色　粘土粒子中農ヲ　ローム小ブロック少還
6　暗褐色　粘土粒子中量努　ローム小プロッタぁ焼土中プロッタ∵教化粒子少量
7　黒褐色　粘土粒子多義㍉　にト∴む小ブロックか粘土小ブロック中最

遠磯　土師器片も夜　須意器片　点が診　野　の欝　の埋丑から出土している。第錮図　の須恵器高台館輝底

部片はタ　欝　の埋まから出土している。

、

えられる第臓射号住居跡に掘　込まれていることから学　際柁中葉以前と推定される。

第温摘骨掘立櫨建物跡出土遺物観察兼

図版番号　 器　 種 桓 溺値毎 ）　 器 形 の 特 徴　　　 手 法 の 特 徴　　 胎土 ゆ色調 を焼成 ［ 備 考

第両8 図　 高 台 付 杯　 H　工 ．事　 高台部から休部下端の破片∴高台　 休部下端内 す外面U 〕′ロナチ㍉高　 砂粒 ヰ実母 ・長右 P出77
†　　　　　　　 D　言 工　 は辱くハの辛状に開く㍉　休部 上端　 台貼 り付け後†ナナ∴　　　　　　 灰白色 5％

須　 恵　 器　 E　 IJ　 に稜を有する∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

第醐号掘違桂建物跡　第鋼囲）

位置　調査　区の北部。監蟻は区。

重複関係　北東部が第鋸　の別号住居に　東部が第臓号掘立桂建物に掘　込まれている。

規模　桁行　間　梁行　間の側柱式の建物跡で　桁毎凝。翻m　発行濠の舶mである。柱間寸法は桁翻。鮒～

・．　　　　　′　　　　　　　　　　　　′

径）の鍋～磯。鍼mの隅丸長方形の楕円形であ軋　断面形は蓮台形状を望し　深さは臓～渕臓である。

桁行方向　N…100　－E

緩流覆豊　丑層断面図軌　第温　08層が柱の抜き取り痘筆　触は埋まと考えられる。埋まはロームブロックを含

む黒褐色も褐色まで　版築状に突き固められている。

Pl～P9土層解説（各柱穴共通）

且　黒褐色　ローム小ブロックゆローム粒子少量。しまり弱い。
2　褐　色　ローム粒子多鼠　ローム小ブロック中鼠　焼土粒子少量
！1黒褐色；ト∴中‾／十f、・′　ノ・l「一∴′ト一日→∵′∴「∵＼粒Jつ／、量

4　黒褐色　ローム小ブロックをローム粒子や鼠　ローム太ブロック少量

5　黒褐色　ロ…ム粒子中豊ク　ローム車ブロックもEト∴綜小ブロック少量

6　黒褐色　ローム小ブロック中農学　ローム粒子少量

「　黒褐色　∵トー∴粒戸車量、∵トー∴′」、∵∵「タ∵少量

8　黒褐色　ローム小ブロック0ローム粒子中豊芦　ローム車ブロック少量

9　褐　色　ローム粒子多量

摘　黒褐色　ローム粒子多量学　ローム小ブロック中畳，ローム中ブロック少量

は　褐　色　ローム粒子多量資　ローム太ブロック中畳，ローム中ブロックのローム小プロッタ少量

鼠2　暗褐色　ロ…ム車ブロックのローム小ブロック中最

′　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　′

の埋土中から撃　の須意器蓋は㌘　埋まから　それぞれ出土している。

t）1：う



所見　本跡の時期は，出土土器から8世紀後葉と考えられる。本跡の西部に位置する第46号掘立柱建物跡と時

期及び桁行方向がほぼ一致することから，同時期に一連の施設として撥能していた可能性がある。

第649図　第118号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

第118号掘立柱建物跡出土遺物観察表

j］ココ2

車
0　　　　　　　10cm

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」＿　　　」

図版番号器　種計測値（cm）器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴胎土・色調・焼成備　　　考

第649図杯

須　恵　器

A［14．2］底部から口縁部にかけての破片。平ロ緑部，体部内・外面ロクロナデ。砂粒・雲母・石英P8906

1 B　　4．1底。体部は内攣気味に外傾して立ち体部下端手持ちへラ削り。底部不灰黄色 40％

C　　8．2上がり，口緑部でわずかに外反する。定方向のヘラ削り。 普通 PL271

2

蓋

須　恵　器

B（2．0）天井頂部の破片。天井頂部は平過天井頂部回転へラ削り。 砂粒・雲母・長石・P8907

F　　3．2

G　l．3

である。つまみは擬宝珠状。 石英

灰色，普通

10％

第119号掘立柱建物跡（第650図）

位置　調査8区の北部。MlOd4区。東部は調査区域外に位置している。

重複関係　北西部のP4・P5が，第41号掘立柱建物に掘り込まれている。

規模　東部が調査区域外に位置しているため，柱穴は8か所（Pl～P8）が確認されただけであり，全容は

確認できなかった。検出された部分から，桁行3間，梁行2間の側柱式の建物跡と考えられる。桁行長は現存

－914一



値が5．50m，梁行長4．41mである。柱間寸法は桁行1．70～2．20m，梁行2．10～2．30mである。平面形は長軸

（径）0．78～1．44m，短軸（径）0．62～1．46mの隅丸長方形・楕円形であり，断面形は二段掘り状・逆台形状

を呈し，深さは16～96cmである。

桁行方向　N－770　－W

柱穴覆土　土層断面図中，第1・2層が柱の抜き取り痕と考えられる。埋土はロームブロックを含む暗褐色・

黒褐色土で，版築状に突き固められている。

Pl～P3・P8土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，炭化粒子少量
2　黒褐色　ローム中ブロック・ローム粒子中量，ローム小ブロック少量
3　黒褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子中量
4　暗褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，ローム中ブロック少量
5　褐　色　ローム粒子多量，ローム中ブロック・ローム小ブロック中量

6　褐　色　ローム粒子多量，ローム小ブロック少量
7　黒褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子中量
8　黒褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック中量，ローム粒子・炭化粒子少量
9　暗褐色　ローム中ブロック多量，ローム小ブロック・ローム粒子中量

遺物　土師器片14点，須恵器片4点が，P2・P3・P8の埋土及びP8の柱の抜き取り痕から出土している。

≡石プ，

第650図　第119号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

－915
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0　　　　　　　　　　　　　　10cm
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′

＼

考えられる。寒路の北西部に位置する第納骨掘立柱建物跡と時期がほぼ一致することから汐　同時期に一連の施

設として撥能していた可能性がある。

第且臓骨掘立社建物跡出立遺物観察衷

図版番号　 器　 種 桓 謝儀つcn）　 器 形 の 特 徴　　　 手 法 の 特 徴　　 始ま や色詞 の焼成
備　　　 考

第 応0 図　　　 盤　　　 冒　 しゴ」〕　 高台部か ら休部十位 にか けての破　 体部 内 ・外面 ロ クU ナデ∵休 部 卜　 砂粒 ・霊母 ・長有 ・ ㌘8粥8

l　　　　　　　　 D　 つ5．去　 片㍉休部 は内曾 気味 に大 き く． 外　 端 回転へ ラ削 り．底 部回転へ ラ削　 右薬 10％

須　 恵　 器　 E　 H ）　 方 に開 く∵高台は 十→」の辛状 に　 年　 高台貼 り付け後ナ　ナデ∴　　　 黄吠 色

i 開 く。接地面は平 ら0　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

第臓号掘義経建物跡　第鵬図）

位置　調査　区の北部に化　学状に集中する掘立柱建物跡群の北部に位置する。監鮎区。

重複関係　㌘　ぁ㌘　の炉　の㌘臓～㌘臓が　第は号掘立柱建物に掘　込まれている。

′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′′　　　　　　　　　　　　　　・・′

・、　　　　　　　′　　　く′　　　　　　　ノ

を呈し言宋さは：、う2へ損cl11である。庇部の柱穴は，平面形が長軸（径、）日。85へ上山111，亙漣由　し佳日）。応へ（。封うm

の隅激長方形の病因形であ娠　断面形が二段掘　漉せ蓮台形状を望し　深さは野～開院mである。

桁有寺方向　NIH－8（う0　－－Hlももー’

緩流覆豊　並層断面図軌　第温層が柱の抜き取り焼野　他は埋まと考えられる。埋立はロームブロックを含む黒

褐色つ暗褐色上で，版築状に′突き囲められている。）

Pl～P14土層解説（各柱穴共通）
l　黒褐色

」　黒褐色

3　黒褐色

4　黒褐色

5　黒褐色

6　暗褐色

ローム小ブロックもローム粒子中量，ローム中ブロック少量。しまり弱い。

ローム粒子中豊芦　ローム小ブロック　の焼土粒子少量

ローム粒子や遺賢　ローム中ブロック4∴ローム小ブロック0焼土粒子少量

ロ…ム粒子中農芦　ロ…ム中ブロック少量

ローム車ブロックのローム小ブロックもローム粒子少量

ロ…ム粒子多量努　ローム中ブロック中農

7　黒褐色　ローム中ブロックのローム粒子中量，ローム太ブロックもローム小ブロック少量

遺物　土師器片消息　須恵器片軋桑が芦　㌘臓を除いた枝先の埋まから出土している。土師器射ま細片であ勘

・′　　　　　　　　　　′　　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　′

野　の埋立から　それぞれ出漉している。　の須意器婆の休部月山は野　の埋立から出土している。
′

側。都路の位置を南北に延びる第鏡迅号溝と桁毎方向が一致している。時期は　出土土器から　樫紀前葉から

「巨薬と考えられる。

引（う
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第651図　第121号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

第121号掘立柱建物跡出土遺物観察表

l　　　　；　　　！

図版番号券　種計測値（cm） 器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成 備　　　 考

第651図 杯

須　恵　器

A［11．0］休部から口緑部にかけての破片。口縁部，体部内・外面ロタロナデ。砂粒・雲母・長石・P8910

1 B（3．8）体部は外傾して立ち上がる。 石英

褐灰色，普通

10％

1－－　tll丁



図版鵬　 器　 橙 厄測鋸だ項　 器 形 の 特 徴　 i　 手 法 の 特 徴　 恒 掛 磯 距 離 つ　 備
考

i慧且l

婆　　　 B　再 。封　 倦譜 の破片。
i3　　　　　　　　　　　　 i
i

第相場掘違桂建物跡　第縞図）

位置　調査　区の北部に化　学状に集中する掘立柱建物跡群の北西部に位置する。監漁区。

重複関係　南部で第媚の贈号掘立柱建物跡を　全体で第は　のは号掘立桂建物跡を掘　込んでいる。
′　′

潤m　発行。渕～。緋mである。柱穴は蟻か所津　～㌘臓　で　平面形は長軸　径摘。湘～。鍼m　短軸

径招き鍋～のはmの隅丸長方形を楕円形であ勘　断面形は二段掘　状や蓮台形状を望し　深さは邦～渕臓で

ある。

桁孝子方向　N－：う0　－－－㌔も・’

桂究覆並　立層断面図軌第鼠層が柱の抜き取り痘夢他は埋まと考えられる。埋まはロ…ムブロックを潜む黒

褐色0暗褐色まで芦　版築状に突き固められている。

Pl～PlO土層解説（各柱穴共通）

i　黒褐色　ローム小ブロックぜローム粒子中鼠　ローム太ブロック∵廃土粒子の炭化粒子少量。しまり弱い。

2　黒褐色　ローム粒子多鼠　ローム小ブロック中鼠　ローム太ブロック少墨。しまり強い。

3　黒褐色　ローム中ブロック∴［右∴ん小ブロックやローム粒子中鼠　ローム太ブロック少量。しまり強い。

4　黒褐色＿　ローム粒子多鼠　ローム中ブロックのローム小ブロック中農

5　黒褐色　ローム小ブロック0ローム粒子多量ア　ローム太ブロック中豊

6　黒褐色　ローム粒子多量芳　ローム小ブロック少量

7　黒褐色　ロ…ム粒子多農学　ローム車ブロックのローム小ブロック少量

ト　褐　色．；「∵、ノ（、7、1lJ、・－∴7・＝㌧一∴小判1㍉∵・i「－∴′「・′十1‥1′・lr・∴粒「小量

9　暗褐色　ローム粒子多鼠　ローム中ブロックかローム小ブロック中遺筆　ローム太ブロック少量

遺物　土師器則錮点　須恵器片蟻が　すべての枝先の埋立及び欝　の野　も㌘　8㌘臓の柱の抜き取　痕

から出漉している。土師器片は細片であ軋　音域時代後期のもので　混入したものと思われる。第縞図　の

須恵器輝は㌘　の埋立から，　の須恵器蓋は㌘　の埋立から　それぞれ出漉している。

ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

′　　　　　　　　′　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′′

でいる。第媚の媚の臓　の臓号掘立柱建物跡の時期は撃　世紀中薬から　世紀前薬と考えられる。時期は　こ

のよ　な重複関係及び出立土器からタ　世紀前半と考えられる。また　第は　をは号掘立柱建物跡とほぼ同位

置で重複していることから　この　棟は建て替えが行われたものと考えられ　これら　棟の時期幅は　健絶後

一　　　　′　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　′　　　′ノ　ー

柱建物跡群の北西部に位置する南北棟であ勘　西側。mの位置を南北に延びる第35題号溝と桁行方向が一致

している。

…鋸8…
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第652図　第123号掘立柱建物跡・出土遺物実測図

第123号掘立柱建物跡出土遺物観察表

0　　　　　　　　　　　　2m

L l J

10cm

L＿　　；　　　！

図版番号券　種計測値（cm） 器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成備　　　考

第652図土不

須　恵　器

A［13．2］休部から口縁部にかけての破片。口縁部，体部内・外面ロクロナデ。砂粒・雲母・長石・P8912

1 B（3．9）体部は外傾して立ち上がる。体部下端手持ちへラ削り。 石英

黄灰色，普通

15％

2

蓋 A［11．7］天井部からロ緑部にかけての破片。天井頂部回転へラ削り。 砂粒・雲母 P8914

須　恵　器

B（1．3）天井頂部は平坦で，外周部はなだ

らかに下降する。口緑部は屈曲し

て，短く垂下する。

灰色

普通

10％

919－



第124号掘立柱建物跡（第653・645図）

位置　調査8区の北部に「L」字状に集中する掘立柱建物跡群の北部に位置する。L9f9区。

重複関係　第121号掘立柱建物跡を掘り込んでいる。

規模　桁行3問，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長5．17m，梁行長3．81mである。柱間寸法は桁行1．50～

2．10m，梁行1．80～2．00mである。柱穴は10か所（Pl～PlO）で，平面形は長軸（径）0．78～1．08m，短軸

（径）0．76～0．98mの隅丸長方形・楕円形であり，断面形は二段掘り状・逆台形状を呈し，深さは34～66cmで

ある。

桁行方向　N－100　－E

柱穴覆土　土層断面図中，第1・2層が柱の技き取り痕，他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含

む黒褐色・暗褐色土で，版築状に突き固められている。

Pl～PlO土層解説（各柱穴共通）
1黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，ローム大ブロック・ローム中ブロック少量

2　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，ローム中ブロック少量
3　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，ローム大ブロック少量
4　黒褐色　ローム中ブロック・ローム粒子中量，ローム小ブロック少量
5　黒褐色　ローム粒子多量，ローム中ブロック中量，ローム大ブロック・ローム小ブロック少量
6　黒褐色　ローム粒子多量，ローム小ブロック中屋，ローム大ブロック少量
7　黒褐色　ローム粒子中量，ローム中ブロック・ローム小ブロック少量

8　褐　色　ローム大ブロック・ローム粒子多量，ローム小ブロック少量
9　暗褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量
10　黒褐色　ローム粒子少量，炭化粒子微量
11黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子・粘土粒子少量，焼土粒子微量
12　暗褐色　ローム粒子中量，ローム大ブロック少量

13　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量

遺物　土師器片86点，須恵器片17点が，すべての柱穴の埋土及びPl～P3・P5・P8・PlOの柱の抜き取

り痕から出土している。土師器片は細片であり，古墳時代後期のもので，混入したものと思われる。第654図

第653図　第124号掘立柱建物跡実測図

－920－

2m

l　　；　　！



ン　′、　‥　′・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

′　　　　　．　′　　、　′　・・・　′ノ　　　、互‥汐，‥・、　′、ノ

器から芦　8酬帥薬から複葉と考えられる。また　第は号掘立柱建物跡とほぼ同位置で検出されており芦疇

ノ　ー　　　　′　′′　ノ　′ノ・′　　′㌧－　　　・′　　′、　　、　　　ノ・ノ．．・ノ　′）・′＼・・′　こl一㌦

置する第欝の調号掘立柱建物跡とは伐　字状に並び　南部に位置する第酢は号掘立柱建物跡とは桁行方

向が一致し芦ほぼ時期が一致していることから資　これらは一連の施設として機能していた可能性がある。

′　　′さ　　　′　　　　ノ・　　　ソ．、　′′

′　　　　J　　　　　　　　、．′　．　　　　　　　′ケ　　　′

図版番可 器　 種 桓測酎cm） 器形の特徴　 i　 手法の特徴 ［胎士の色調e焼成［備　　 考

第応イ図　　 年　　　 A 〔は．8〕休部から目線部にかけての破片㍉　目線乱　体部内・外面ロケロナナ 砂粒・実母・長右・P8＝5

鼠　　　　　　　　　　　 B　　3。3 平底㍉休部は外伸して立ち上がり，休部卜端手持ちへラ削年 石英　　　　　　　 15％

須　恵　器　し「8．01 目線部に圭る㍉ 黄灰色，普通

林　　　 H （1．21 底部から休部下位にかけて瑚射「休部卜端手持ちへラ削年底部†砂粒・雲母・長右　　 P8出6

2　　　　　　　　　　　 し　　7．イ 平底㍉休部は外伸して立ち上がる∴　方向のヘラ削年 貴族色　　　　　　　 相％

煩　患　器 普通

昔　　　 A 「日．8〕天井部から目線部にかけてのf舶「　天井頂部は回転へラ削年外周砧 砂粒・雲母・長有・P8＝丁

須 恵器鵠 ：豊 天井頂部は平川で，外周部はなだ　‖縁部内・外面ロクロナ㍉ 石英　　　　　　　　 」0％

らかに下降する∵　目線部は屈曲し 賞味色　　　　　　　 PL270

し　 1．0 て．短く華下する． 普通

へ　　　　．　　　′　　　、′

位置　調査　区の北部に　監　字状に集中する掘立柱建物跡群の北西部に位置する。監漁区。

一　　　　′　　′′　　　　　　　　　　　　′′　′ノ　′　　、・・　・・

規模　2閣×2間の側柱式の建物跡で芦一辺の長さ潤～。蟻m　柱間寸法はぁ翻～。摘mである。柱穴は8

′　　　　　　　　　　　　　二　　　　　　　′・　′　　′　　　　　・、　‥　　　′　ノー　　．ノ　ー

′　　二′．′　　′・　ノ・　　・．′　‥　　　　　　　　　　、　‾　．

桁行方向　N－10　－W

′　　　′　　　　　′　　′′　　　　　　　′　　　　　　　′　　　　　　‥

色まであ凱　旋築状に突き固められている。

Pl～P8土層解説（各柱穴共通）

温　黒褐色　ローム中ブロックゆローム小ブロック中鼠　ローム粒子も廃土粒子8炭化粒子少量

2　黒褐色　ローム小ブロック中畳，ローム車ブロックを∴ローム粒子e焼土中ブロックの炭化物少量

3　酪褐色．ローム粒子多量ク　ローム車ブロック8ローム小ブロックや炭化物少量

4　黒褐色　ローム粒子多義，ロ…ム車ブロックもローム小ブロック8炭化物少量

5　黒褐色　ローム車ブロック・∴ローム小ブロックゆローム粒子中農廃土粒子少量

6　黒褐色　ローム小ブロックのロ山一ム粒子中量㍉　仁ト∴ム中ブロック少量

7　黒褐色　ローム粒子中量芦　ローム車ブロックせローム小ブロック少量

8　黒褐色　ローム粒子多鼠　にト∴左太ブロック0ローム小ブロック少量

9　暗褐色　ローム粒子多鼠　ローム小ブロック中鼠　ロ…ム中ブロック少量

摘　暗褐色　ローム粒子多量ブ　ローム小ブロック中畳，

H　褐　色　ローム太ブロックeローム粒子多量

－　′　　　　　　　　　　：・　　　　・　　　　′　　　　　′′　　　　　　　ノ　　　　　　　　　′　　　　　　ノ

土師器鋸ま細片であ勘古墳時代後期のもので　混入したものと思われる。第鵬　も縞図　の須恵器蓋は㌘8

V　921　－



の埋土から，2の須恵器高杯の脚部片はP3の埋土から，それぞれ出土している。3の須恵器鉢はP2とP6

の埋土から出土した破片が接合したものである。

所見　本跡は，8世紀末葉から9世紀前葉と考えられる第126号掘立柱建物，9世紀前半と考えられる第123号

掘立柱建物に掘り込まれていることと出土土器から，8世紀後葉と考えられる。また，第123・126号掘立柱建

物跡とはば同位置で検出されており，3棟の時期幅は8世紀後薬から9世紀前半におさまることから，建て替

えが行われたと考えられる。本跡の北部に位置する第37・38号掘立柱建物跡とは「L」字状に並び，北部に位

置する第124号掘立柱建物跡，南部に位置する第47号掘立柱建物跡とは桁行方向が一致し，ほぼ時期も一致し

ていることから，これらは一連の施設として機能していた可能性がある。

第655図　第125号掘立柱建物跡・出土遺物実測図
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第656図　第125号掘立柱建物跡出土遺物実測図

第125号掘立柱建物跡出土遺物観察表

0　　　　　　　　　　10cm

ト　‥－十“－」

図版番号 器　 種 計測値（C皿） 器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成 備　　　 考

第655図 蓋 A ［14．8］ 外周部から口緑部にかけての破片。外周部ロクロナデ。 砂粒・雲母・長石・ P8918

1

須　恵　器

B （2．3） 外周部はなだらかに下降し，口緑

部に至る。端部は短く垂下する。

石英

灰褐色，普通

5％

2

高　　　 盤 B （7．5） 脚部の破片。脚部はラッパ状に開 脚部内・外面ロクロナデ。脚部へ 砂粒・雲母 P8919

須　恵　器

D ［14，0］ き，三方に長方形の透かし孔を有 ラ状工具による透かし。 灰色 10％

する。 普通 P L 270

第656図 鉢 A ［41．8］ 休部上位から口緑部にかけての破 口緑部，体部内・外面ロクロナ。 砂粒・雲母・長石・ P8920

3

須　恵　器

B （6．1） 片。体部は外傾して立ち上がり， 休部外面斜位の平行叩き，内面へ 石英 5％

屈曲して，ロ緑部に至る。 ラナデ。 灰色，普通 P L270

第126号掘立柱建物跡（第657図）

位置　調査8区の北部に「L」字状に集中する掘立柱建物跡群の北西部に位置する。L9h9区。

重複関係　南部で第46・47号掘立柱建物跡を，中央部以北で第125号掘立柱建物跡を掘り込み，全体が第123号

掘立柱建物に掘り込まれている。

規模　桁行3間，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長6．87m，梁行長4．90mである。柱間寸法は桁行2．00～

2．70m，梁行2．20～2．50mで，柱穴は10か所（Pl～PlO）で，平面形は長軸（径）0．90～1．24m，短軸（径）

0・70～0・82mの隅丸長方形・楕円形であり，断面形が二段掘り状・逆台形状を呈し，深さは30～58cmである。

桁行方向　N－00

柱穴覆土　土層断面図中，第1・2層が柱の抜き取り痕，他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含

む黒褐色・黒色土で，版築状に突き固められている。

Pl～P4・P6～PlO土層解説（各柱穴共通）
1　黒褐色　ロ

2　黒褐色　ロ

3　黒褐色　ロ

4　黒褐色　ロ

5　黒　色　ロ

6　黒褐色　ロ

ーム中ブロック・ローム粒子少量。しまり弱い。
－ム小ブロック・ローム粒子少量

－ム粒子少量
－ム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子少量，炭化粒子微量
－ム小ブロック・ローム粒子少量，炭化粒子微量
－ム小ブロック・ローム粒子少量，焼土粒子微量

7　黒褐色　ローム粒子中量，ローム小ブロック・炭化粒子少量
8　黒褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子少量，炭化粒子微量
9　黒褐色　ローム粒子中量，ローム小ブロック少量

遺物　土師器片21点，須恵器片8点が，すべての柱穴の埋土及びPl・P6・P8の柱の抜き取り痕から出土

している。いずれも細片のため図示はできなかった。

所見　本跡の時期は，8世紀後薬と考えられる第125号掘立柱建物跡を掘り込み，9世紀前半と考えられる第

123号掘立柱建物に掘り込まれていることから，8世紀末葉から9世紀前葉と考えられる。また，これらの掘

立柱建物跡とはぼ同位置で検出されており，3棟の時期幅は8世紀後薬から9世紀前半におさまることから，

第125号掘立柱建物を廃絶した後に建て替えられたものと考えられる。また，調査区8区の北部に「L」字状

に集中する掘立柱建物跡群の北西部に位置する南北棟であり，西側2．5mの位置を南北に延びる第35B号溝と

桁行方向が一致している。
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第657図　第126号掘立柱建物跡実測図

2m

！　　；　　！

第127号掘立柱建物跡（第658園）

位置　調査8区の北部。LlOi2区。

重複関係　北部で第918・919号住居跡を，南部で第1445A・B号住居跡を，西部で第118号掘立柱建物跡を掘

り込み，南部が第1447号住居に掘り込まれている。

規模　桁行3間，梁行2間の側柱式の建物跡で，桁行長5．84m，梁行長4．08mである。柱間寸法は桁行1．70～

2．40m，梁行1．70～2．30mである。柱穴は10か所（Pl～PlO）で，平面形は長軸（径）0．78～1．16m，短軸

（径）0．58～0．98mの隅丸長方形・楕円形であり，断面形が二段掘り状・逆台形状を皇し，深さは28～54C皿で

ある。

桁行方向　N－30　－E

柱穴覆土　土層断面図中，第1層が柱の抜き取り痕，他は埋土と考えられる。埋土はロームブロックを含む黒

褐色・暗褐色土で，版築状に突き固められている。

t121－



Pl～PlO土層解説（各柱穴共通）

1黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子・焼土粒子・炭化粒子少量。しまり弱し
2　黒褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子・炭化粒子少量
3　極暗褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子少量
4　暗褐色
5　暗褐色
6　暗褐色
7　黒褐色
8　暗褐色
9　黒褐色

ローム中ブロック中量，ローム小ブロック・ローム粒子少量

ローム粒子中量，ローム中ブロック・ローム小ブロック少量

ローム小ブロック中量，ローム中ブロック・ローム粒子少量

ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子・炭化粒子少量

ローム小ブロック・ローム粒子中量，ローム中ブロック少量

ローム小ブロック・ローム粒子多量

遺物　土師器片43点，須恵器片14点が，PlOを除く柱穴の埋土及びPl～P7・P9の柱の抜き取り痕から出

土している。第658図1の須恵器杯はPlの埋土から，2の須恵器嚢はP8の埋土から，それぞれ出土してい

る。3の刀子は，P3の埋土から出土している。

所見　本跡の時期は，8世紀後葉と考えられる第118号掘立柱建物跡を掘り込んでいることと出土土器から，

8世紀末葉から9世紀前葉と考えられる。本跡の南部に位置する第45号掘立柱建物跡と時期及び桁行方向がは

ぼ一致することから，同時期に一連の施設として機能していた可能性がある。

，ノ 鞠疇紛

0　　　　　　　　　　　　　　10cm
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第658図　第127号掘立柱建物跡・出土遺物実測図
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第は　号掘立社建物跡出土遺物観察麦

図柄 号　 音　 種　 計測酎 cm）i　 器 形 の 特 徴　 i　 手 法 の 特 徴　 i 胎土 撼 酎 鋸 つ　 備
考

範市　 図　　 林　　 Å　つ 十　 吠乱読、ら目線舶 こかけての破り・ 辛　 目緑乱　 体部内 ・外面ロクロナナ　 砂粒 ・雲母 ・長有 ・ P S把1

B　 姐　 底。体部は内攣気味に外増して立ち　 体部下端手持ちへラ削 。底部　　 石英　　　　　　　 翻％

須　 恵　 器　 C ［ア部　 上がりタロ縁部でわずかに外圧する。 方向のヘラ削 り。　　　　　　　 褐灰色学普通

鉢　　 日　日 ．丁） 休部十位から目線部にかけての破　 目線乱　 体部内 ・外面ロクロナナ　 砂粒 ・雲母 ・長石　 T P 出封

2　　　　　　　　　　　　　 片。体部は外傾して立ち上が娠　 体部外商に横位の平行P臓 。　　 灰白色　　　　　　 一　％

須　 恵　 器　　　　　　 屈曲して目線部に圭る∵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通　　　　　　　 P L 271

′　　　、、　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　　　　　　一

i票
柄行柱間
i（m）

よノー　　　　　　桂　　　　穴　km）
出土遺物

備　　　　考
遺構番号
新旧関係措→薪）

梁慧間陣巨面影i轟漂深さ

可は中摘。－中×中酢唖中郷桓瀾桓湖中順序車棚馴鵬可酢読i82～l中6～76I士師器片†
須恵器（意）本跡→SD鑓

中仙車雄一中×中断蟻中蝕
1．75～2．00

酢瀾庫中酬欄調
80～ユ3467～日848～　94工柚器片，須恵器（杯ラ

SBl19魂本跡
ーやSI936

中順序飢中車齢中郡
2。iO～2．30

肺瀾桓小品丸長方形潮形
85～158

7…2車～69士師器片，
須恵器片

SI1445AB輔
本跡l→Sl＝∫

4中10a車ル1。瀾恒中76×3中且eO8
且．96～芝摘

酢瀾恒
12
隅丸長方形働方形i…蟻64～9中5～64士師器片十

須恵器片
本跡→SB略　本跡→
SB44→SB42→SI937

可肋中一30－中×中酢相中腑
l。8　～　＿．郷

肺瀾恒
＝）
隅丸長方彬・隅
丸方彬つお目彬

84～i車用
30～　55 SB44尋本跡魂

SB4－3
載恒司肛酢年賦車齢摘

26．5のl。80～2．ヱ0
騨瀾恒車中繍射翻ユ02尋84～91

魂～　66土師器片塵恵器片，刀子
S廿に→本跡→
SB1230126

可腑中…鵠恒中酢凋i24．25
且．90～ノ2き00

肺瀾恒恒隅丸長方形欄柵恒車…中4～64士柚器強，
須恵器（盤）

本跡l→SH一汗㍉
123や126

可賄中…鵠恒中郡瀾
30，822．95～2．35

2・2～e朝側中0
隅丸長方形。隅丸方形66～HO63～　9641～　93土師器賄臥須恵器㈲

SI1224→SI1226→本
跡→第2紺方形竪穴状遺構

7中Sb中一1欄恒中離職
イO．リ82げ2　～。粥

酢湖桓
12隅丸長方形も楕円形

肺瀾匪瀾
32～lH土師器片，須紺片戯製品砥石

SIl224→Sf1238尋SH
225→相子SBlO5→事跡

7小冊恒銅匪車齢所期
ま＿。79～2。30あほ～　戯　倒産柑　酬欄戦方形64～152恒120

28～　80土師器欄㍉酢，須恵器（餐）
SI122㌢ヰ本跡
鵬ヰSK861

可略中一4。”E恒車75×3e40
且9．56寸．80、芝00

博凋恒再中断附杉　序棚
68～　7551～　69土師器（皿の鉢）

SI1222p　SB
105→本跡

7中8h2恒…中問車酎湖中臓
281の～′2。60

2－測～・郷鵬　小机礪職長頼…車～l柑
15～　85士師器片，須恵器（埠）

SIユ214e12164
12ヱ901220尋本跡

75極小…0　恒中断瀾
寸寸．0リ2－3り～3。26

2e40～2・8中枢巨中形潮音形　巨…38
36～12031～ノ日4土師器片，須恵番場台付軒襲）SB89→本跡

可餉車欄一中×小鮒×・野
22。39
五70～3．0の2・29～2－灘側杖回酬綱形戦中～車～鮎

34～　70土師器片，須恵器片
可酢圧劇中中断朝

（鋸潮2．50′～3．10 e祁　　側柱
（4車整楕酬醜方形巨15車…03；30～34士師器片，

須恵器片本跡…妙SI1239

7中触車載中側恒男・82
3射渦2．30～2。702eOO～2－鋪　側柱

中㍑‰影彗掛爛
82～16344～　95土師器片腐恵器脾・慈）本跡→SH別

可嘲中摘鵠恒中断瀾
28．131．50～2．30

2eO8～2・70側柱　中形e不整楕順序～持3
78～且2244～　88土瞳聯牒）

，須恵器片刀子

Sト107・108→
本跡

80中断車諸刃抽中榊瀾
55．502．70～2．80 ・劉　　側柱

ユ小鮒翻戦闘巨…527…10！6…03土瞞鳩台付
上札須恵器鞘

SD81叫SB80B
叫本跡

80中9C車blO瀾恒中60×5・10
う軋り62．60～2．70

2e50～2車中凋‰雛つ腑年司45～78士帥器片，
須恵器（叢）

SH81→本跡→
SB80Å

8中8司狛釦中腑車狛蛸34．182．且の～2．582・2且～2尋側柱10蘭姦隅丸方形eiil…4車4～116i24～74土師器片，須恵器
片瀬滴台欄SHT8→本跡

寝08中一ie瀾恒中6×4882
34．512．40～2．70

2・30～2・50！側柱回円形瀾丸方形巨2～擁～ユ05i34～82 本跡→Sll二女う・
SK872

可礪車庸雄恒中鋸鯛
（ヱ5．03）2．摘～。郷

2605～2・ユ5！側柱同順長方形瀾形巨6～12車…20i26～52
SI1228ヰ本跡

8中洲中一船中×中20×5・轟潤
2．20～2。50

聖攣極小招漑腰掛序…極言潅議土師器片，須恵器
片庵頚壷・郵

本勝報S日照沌扮
1237・1238，S王∋85

85io8f7年830W中x中81×後車2e35
2。0の～2す40

ユ06中側柱回隅丸長方形e那形巨8～ま38i9…中2～71土瞞片，須恵器
狛恥盤　鋸

SB84686尋本
跡尋SI且233

中腹車一m汗腑車齢用中脳
2．40

2・20～2・4車憤回那形　　 巨ユ～ユ7車4～162［47～70土師券片，須恵器
片石器磯郡

本跡→1IL崇「
SB85

拙唇車－2。瀾恒中75×2尋30・64
2。85

2・85 ！2面旋回楕鞘錮醜長方形i86～127i64～110［22～82土摘片，須恵器
首藩納軒儀

SB87B→本跡
－ヰSI122801236

隼庫車都可つ　 －i 2．50～3．20 ！回隅丸長方形の雛形巨4～1車～ユ16！40～58土師器札須恵
器片（襲う本跡→SB87A

88！09a車は錮中間車齢湖中蛸
1．70～2．10

2・傭～・卸側中0隅丸方形潮形巨i～98恒72i30～85土師器片，須恵
器片瀬ラ本跡魂SI1242

中酬年闘車中馴司棚
2．60

戯～e粥総中2柵働長方形序～用8i5～中～鋸土師器片，須恵
器片磯ラ

SH用　→本跡
→1日75

ユ中酬中一0つ2X中08×4中6・48
ま．90～2．20

1・80～2・20！総柱回柵舶形鶴方形巨距98i58～中8～65土師器片瀾
恵器片億や聾

1千に廿十→本跡
→SH101

皿桓腑中一が　上作小針相中臓
1．80～2．10

掛瀾庫車中膵醐酢恒～85i50～70i18～60土嫡獣須締
射孝雄巨獣

S　ヱ1214ぁ　SB
100→本跡

里（う



掘立柱

建物跡

番　 号

位 置

柱　　　　　　　　 i　　 備　 考

！　 平 面 形　　　 深 つ 机 道 物 認 諾 悪 霊

102 0 8 a 3
N － 20－W 車 中 37 × 5・66 53可 2・20 ～ 2・50

1．70 ～ 2．00
側柱 巨 璃 翌賢潜 方掛 9… 36 恒 103 腑 璃 昔 日 忠 恕 譜

10 3 0 8 a 5
N － 40－E 恒 2

6．21 ×　4．34
26中 ・90 ～ 2・50

2．00 ～ 2．30 側圧
iO 棒 形柵 舶 中 朝 読 唇 司 惑 転 倍 嘉 葱

104 N 8 i 5 N －　20－W
2 × 2 「も88 × 4・66 22尋 2・30 ～ 2 ・6中 40 ～ 2・60

総柱 9 隅丸方掛 隅丸楕円形 54 ～ 104
53 ～ 96 i 12 ～ 26 ーs H 235 ・S B lO3→本

跡→S Il押上 S B lOク

105 0 8 a 2 N －　20－E 3 × 2 7．68　x　4．69
36・0車 30 ～ 3・00

2．10 ～ 2．30 側柱
8 （2）磨 翌蔑 L方妙 98 ～ 1－18 i83 ～ 95 18 ～ 8璃 譜 ‖ 寓 語 軒

106 N 8 j 3 N －　2㌔E 2 ×2 4．80　×　4．75
i 22・8中 30 ～ 2・40

2．20 ～ 2．50
総柱 巨 楕円形 働 長方形 i8… 10

61～　 82 20 ～ 70
土師器 片，
須恵器片

S I 1235 のS B lO5

→本跡 → S B 102

107 N 8 j 9 N －　50－W 3 ×2 8．20　×　5．00
軋 0車 50 ～ 2・70

2．20 ～ 2．80
側種 目 0 譜 野 ．隅丸方掛 i86 ～ 148 i80 ～半0

30 ～ 85
土 師器片，
須恵器片

本跡 → S B 8 9 0

79

108 N 8 j8 N ル 1∵W 3 ×3 7．70　×　5．20
40中 ・40 ～ 3・00

1．50 ～ 1．80 側柱 日 柄 円形・楕円掛不整楕円形 98 ～ 150 95 ～ 120 35 ～ノ95
土師器片，
須恵器 （餐）

本跡 → S H 盈 2 0

S B 79

109 0 8 c O N －　2。＿W 3 × 2 7．15　×　5．24
37・4車 30 ～ 2・50

2．50
側柱 巨 0

円形瀾円形瀾丸長方形 85 ～ 115 72 ～　 85 15 ～ 43
土師器片，須恵器
滴台付杯・甑）

本跡 → S I 124 1

110 0 9 c l N く　20＿E 2 × 1 5．74　×　3．93 22．56 2．20 ～ 3．40 3．80 ～ 3．90 側柱 6 円形 ・隅丸長方形 85 ～　 90 70 ～　 75 20 ～ 45
土嫡 片，須恵
器鳩台付杯）

本跡 → S I 12419

S I）8 1

118 L lO i2 N －100＿E 3 × 2 6．20　×　4．48 27．78 1．90 ～ 2．30 1．80 ～ 2．40 側柱 10 楕円形 ・隅丸長方形 86 ～ 110 68 ～　 84 18 ～ 50
！土師器片，須　 S I 9 18 0 9 19 →

酋白　土、一瞥　 一一一一 、→

119 M lO d 4 N －770－W ［3×2 ］（5．50）× ＆41 （24．26） 1．70 ～ 2．20 2．10 ～ 2．30 側柱 8 楕鞘針 隅丸長方形 78 ～ ユ44 62 ～ 146 16 ～ 96
土師器片，
矧 産は哩　 般　 本跡 → S B 41

120 M 8 h 6
N －330湖 恒 2

4．80　×　4．74 22．75 2．30 ～ 2．50 総柱 9 ＝楷 ・棉＝彬 40 ～　 58 36 ～　 50 14 ～ 40 土師器 （埠）
本跡 ・→ S I 1417 ・

1421

121 L 9 e 9 N －8 6。－W 2 ×2 6．85　×　3．80 26．03
1・80 ～ 2中 70 ～ 2・10

2面庇 14
楕円形 e隅丸長方形 恒 107 64 ～ 87 i 27 ～ 70 土師器片，須

恵器 杯 ・斐）
本跡 → S B 124

123 L 9 h 9
i

N －　3。－W
［

3 ×2 ！6・99 × 5・31 37．12
l

2・10 ～ 2・6中 30 ～ 2・60 側柱 川
i

楕円形 さ隅丸長方形
［

90 ～ 124　68 ～ 112 28 ～ノ50
甜 親 帰 農 蒜 ㈲

124 L 9 f 9 N －1げL E 3 × 2 5．17　×　3．81 19．70
1・50 ノ～2中 80 ～ 2・00

側柱 10 楕円形 ・隅丸長方形 78 ～ 108　76 ～　 98 34 ～ 66
土師器片，須
恵器 揮 ・蓋） S I3 12 1 －→ 本跡

125 L 9 h 8 N － 10－W 2 × 2 5．15　×　4．85
24・98 i 2・20 ～ 3・10

総柱 8 楕円形e 隅丸長方形 88 ～ 145 78 ～　 88 26 ～ 5 1
朋緒片，須恵器
憶 ・高年 釦

本跡 車 S B 123 0

126

126 L 9 h 9
N －0 つ 3 × 2

6．87　×　4．90 33．66 2．00 ～ 2．70 2．20 ～ノ2．50 個性 10 楕円形 ・隅丸長方形
90 ～ 124 i70 ～ 82 j

30 ～ 58
詔 畑 詣 霊 詣

127 L lO i 2
N － 30－E 恒 中 84 × 4・08 23中 ・70 ～ 2・40

1．70 ～ 2．30 側柱 10
l

舶 形 戦 長方形 ［78 ～ ユ1年 尋 28 ～ 54 慄 溜 甑 監 ‰ 常 温

（3）溝

調査8区では7条の溝を検出した。特徴的な遺構について記載しタそれ以外の遺構の特徴や遺物についてはタ

一覧表で掲載する。溝の平面図は8区遺構全体図（付図283）に示す。

第帽号溝（第659～礪図　付図　03）

位置　調査　区の南東乱M摘拍～N a区　N鋸～の弛区。平成8年度の調査区と平成朋トは年度の調査区

にまたがって位置している。そのため，中央部（図9わ6～N9e6区）を平成8年鼠南部を（N鋸～の蝕区）

を平成10年鼠　北部から東部　M摘移～N a区）を平成男年度に調査した。

重複関係　東部（M温Oj3区）で第1422号住居跡を掘り込んでいる。東部　M摘鐙区）を第9号道路状遺構払

南部（の9b5区）を第81号溝に掘り込まれている。北部（図9a7区）でタ第35怒号溝とつながっている。覆土が

連続した堆積状況であることから第35迅号溝と第蟻号溝は同時期に廃絶したもの考えられる。

規模藍形状　上幅75～210cmタ下幅42～1の5cmでタ確認面からの深さは5の～82臓である。底部は平坦で，壁は外

傾して立ち上がる。確認できる長さほ平成8年度調査を含めて鱒mで　東端と南端で調査区域外に延びている。

方向や形状から，平成9年度の調査7区に位置する第2の号溝とつながるものと考えられる。

方向　の9ぬ6区から北方向（N－0つに直線的に延びタ野馳7区で東方向（N－860　一斑）にほぼ直角に屈曲

し，直線的に延びてM且Oj4区に至る。

覆土　8層からなり，自然堆積と考えられる。

土層解説

1黒褐色　ローム小ブロック中畳，ローム粒子少量，炭化粒子微量
2　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量

3　黒褐色　ローム小ブロック中量，ローム粒子少量

5　黒褐色　ローム小ブロック少量，ローム粒子微量
6　暗褐色　ローム小ブロックeローム粒子中量，粘土粒子少量
7　暗褐色　ローム小ブロック・ローム粒子中量

4　黒褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック・ローム粒子・粘土　8　暗褐色　ローム小ブロック多鼠　ローム粒子中量
粒子教畳

遺物　土師器片引銅点　須恵器片鮮点　不明鉄製品　息銅製品主査（巡方）が出土している。第662～666

（）27　－



ヮ
♂

、
、
一
1
｝
ハ
㌧
㌦
り
　
′
藩
l
寄

0　　　　　　　　　　2円n

L＿＿＿＿＿…＿‥lll1－

0　　　　　　　　　1m

－・＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿▲＿＿　‾‾＿‥lミ

l
　
。
二
十
㍉
l
l

／ハ誹

6完⑥

第659図　第温6号溝e須恵器太婆（39）出土状況固

、一一　928　一一一一



図　0　を　0㍍の測0鏡は　北部M鋤～M摘拍区から出土している。　ゆ　の丑師器輝男　鏡の土師器藍は

覆土下層からタ湖の須恵器凝頸壷は覆土下層から産経でそれぞれ出立している。　の須恵器軌野の須恵器蓋

は覆土中層から出土している。　e摘さ蟻の摘～錮あ禦～錆の邦や別の野は南部の闊銚～の艶区から出土し

ている。ここからほ遺物が集中して出土している。　の土師器輝は斜位で野　郎顎須恵器軌　蟻の土師器皿は覆

土下層からそれぞれ連位で出立している。摘～鋼を霊～邦は須恵器蓋である。邦以外はいずれも覆並下層から

連位で出土している。鋸意覆土中層から出ました破片である。鍋の須恵器鉢芦　臓須恵器小形短頸嵐野の素

意器鷺は　覆土下層から出立した破片が接合したものである。3の素意器壷は　南部の北半の飼漁区の覆土

下層から出土した破片が接合したものである。　の　が　ゆ　～臓を摘め膵を別の3　0歳せ鍋は　南部の商半

のの鍼～の海区から出土している。　の丑師器輝は　覆並滞層から出漉している。　8　0　～臓の蟻は着

意苦杯である。　の　～銚意覆土下層から産経で出漉している。農は覆土下層から鵬漉した　片が接合したも

のである。　は覆土中層から下層にかけて出土した破片が接合したものである。はき臓な臓は覆土中層から出

土している。膵の　机顎須恵器蓋は覆土下層から正隆で出漉している。器の提瓶の諦め淵の須意器婆は覆土中層

から出土している。調の須恵器太婆は　南部の溝全体から出ました鋸漁が接合したものである。破片の漉部分

は飼銚～圏甥区の覆土下層に集中していることから　破砕して投棄した可能性が考えられる。の艶区の覆土

中から出土している鍋の須恵器子持ち器台　閣鋤区の覆土中から出漉している鍼の須恵器提瓶は混丸したも

のと考えられる。綱の不明鉄製品は南部　の鮎区　の覆並下層から芦　臓遥方は北部　M摘拍区　の覆土上

層から出漉している。

所農　本跡の中東部は平成　年度に調査が終了してお酌　その部分については学　茨城県教育財団文化財調査

報告　第臓寮を参照されたい。第溺迅号溝は　本捗の北コーナー部に連結してお酌底部が一段高くなって

′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

′

′
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第661図　第16号溝実測図（2）
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第662図　第16号溝出土遺物実測図（1）
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第663図　第16号溝出土遺物実測図（2）
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第665図　第16号溝出土遺物実測図（4）
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第666図　第16号溝出土遺物実測図（5）

第16号構出土遺物観察表

‡‾ン‾芋＿
＼　　　　　　／

0　　　　　　　5cm

l　：！

図版番号器　種計測値（C皿） 器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成備　　　考

第662図杯

土　師　器

A　12．6 ロ綾部・体部一部欠損。丸底。体口緑部内・外面横ナデ。体部外面砂粒・雲母・長石P80001

1 B　　3．9 部は内攣気味に立ち上がり，口緑ヘラ削り。内面槙ナデ。 明赤褐色 90％

部との境に弱い稜をもつ。口緑部

は外傾して立ち上がる。

普通 PL270

2

杯

土　師　器

A　13．6 口縁部・休部一部欠損。丸底。体ロ緑部内・外面横ナデ。体部外面砂粒・雲母・長石P80002

B　　3，9部は内攣気味に立ち上がり，ロ緑ヘラ削り後ナデ。内面横ナデ。にぷい橙色 80％

部との境に稜をもつ。ロ緑部は外

上方に開く。

普通 PL270

3

杯

土　師　器

A　12．4 口緑部・体部一部欠損。丸底。体口緑部内・外面横ナデ。体部外面砂粒・雲母・長石P80003

B　　4．2部は内攣気味に立ち上がり，口縁ヘラ削り，内面梼ナデ。 にぷい橙色 80％

部との境に稜をもつ。ロ緑部は外

傾して立ち上がる。

普通 PL270

4

珂こ

土　師　器

A　13．0 口緑部・体部一部欠損。丸底。体口緑部内・外面槙ナデ。体部外面砂粒・雲母・長石P80004

B　　3．7部は内管気味に立ち上がり，口緑ヘラ削り。内面横ナデ。 にぷい橙色 80％

部との境に稜をもつ。口緑部は外

傾して立ち上がる。

普通 PL270

5

杯

須　恵　器

A　13．5 口緑部一部欠損。平底。体部は外口緑部及び体部内・外面ロクロナ砂粒・雲母・長石P80007　90％

B　　3．1

C　　9．5

傾して立ち上がり，口縁部に至る。デ。底部回転へラ削り。 黄灰色

普通

PL270

底部内面箆記号「－」火祷

6

杯

須　恵　器

A　14．6体部・口緑部一部欠損。平底。体ロ縁部及び体部内・外面ロクロナ砂粒・雲母・長石・P80008

B　　3．8部は外傾して立ち上がり，口縁部にデ。底部多方向のヘラ削り。 石英 70％

C　lO．0至る。口緑部はわずかに外反する。 灰白色，普通 PL270

7

杯

須　恵　器

A　13．2休部・ロ緑部一部欠損。平底。体ロ緑部及び体部内・外面ロタロナ砂粒・雲母・長石P80009

B　　4．1部は外傾して立ち上がり，日録部デ。底部多方向のヘラ削り。 にぷい橙色 90％

C　　8．2 に至る。 普通 PL272

ー934一



図版番号 器　 種 計測値 （cm） 器　 形　 の　 特　 徴 i　 手 法 の 特 徴 ！胎士 e色調 e焼成
備　　　 考

第 662 図 林 A 14．0　 体 部 。日縁 部一部欠損 。平底。体 目線 部及 び体部内 ・外面 ロ クロナ 砂粒 ・雲母 ・長石 P 80 0 10

8 B　 3，5　 部は外傾 して立 ち上が り，目線部に デ。底部多方 向のへ ラ削 り。 灰黄色 70％

須　 恵　 器 C　 9．0　 至 る。 目線部 はわずかに外反する。 普通 P L 27 2

杯 A　 接3　 体部 8 日縁部一部欠損。平底。体 目線部及 び体部内 ・外面 ロクロナ 砂 粒 ・雲母 ・長石 ㌘800は

9 B　 4．2　 部 は外傾 して立 ち上が りチ　打線部 デ∴　底部回転へ ラ切り後，回転へ 黄灰色 70％

須　 恵　 器 C　　 8．7 に至 る。 ラ削 年 普通 P L 2 72

10

林

須　 恵　 器

Å 〔1⊥61

B　　 4．3

C　　 8．2

底部から目線部の破片。平底。体部

は外傾して立ち上が り，日縁部に至

る。目線部はわずかに外反する。

目線部及び体部内 ・外 面ロクロナ

デ．底部回転へラ切 り後，回転へ

ラ削 り。

砂粒 ・雲母 ・長石 ・

石英

黄灰色，普通

P 800 12

5 0％

P L 2 72

林 A　 14。0 底 部か ら目線 部の破 片。平底。体 目線 部及び体部 内 ・外面 ロクロナ 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ ㌘800 13

n B　 姐　 部は外傾 して立 ち上 が り，目線部 デ∵　底部回転へ ラ削 i主 石英 50％

須　 恵　 器 C　 7．0　　 に至 る。 灰黄褐色 ，普通 P L 27 2

12

杯

須　 恵　 器

A　 H 1 6］ 底部か ら目線部 の破片。平底。体 ＝縁部及 び体部内 ・外面 ロクロナ 砂粒 ・雲母 ・長石 P 80 0 14

B　　 3．8 部 は外傾して立ち上が り，打線部に デ。底部多方向のヘ ラ削 り。 灰色 30％

C ［3．8］ 至 る。 目線部 はわずかに外反する。 普通

第 663 回 林 A ［13．2］ 底部か ら日縁部の破片。平底。体 目線部及び体部内 ・外面 ロクロナ 砂粒 ・雲母 P 80の5

13 B　　 4．3 部は外傾 して 立ち上が り，‖縁 部 デJ 底部回転へ ラ切 り後，回転へ 灰 白色 30％

須　 恵　 器 C　　 9．4 に至る。 ラ削 り。 普通

杯 Å 〔日．2」 底部か ら目線 部の破 片。平底。体 目線 部及び体部 内 ・外面 ロクロナ 砂粒 ・雲母 ・長石 P 800 捕

14

須　 恵　 器

B　　 4。9 部は外傾 して立 ち上が り，目線部 デ．休部 下端及 び底部 回転へラ削 にぷい黄橙色 30％

C　　 6。6 に至 る。 り。 普通

15
林 B （2。5） 底部か ら体部 の破片。平底。体部 体部 内 ・外面 ロクロナデJ 底部回 砂粒 ・雲母 ・長石 P 80 0 17

須　 恵　 器 C　　 9．0 は外博 して立 ち上が る。 転へ ラ切 り後，多方向のへラ削 り。 にぷい褐色 ，普通 30％

第 66 2 回 皿 A ［22．9］ 底部か ら日録部の破片。体部は内 目線部内 ・外面横ナデ㍉休部外面 砂 粒 ・雲母 ・長右 P 80 00 5

1 6 H　　 3．0 攣気味 に大 きく聞 き，目線部 に圭

る。

ヘ ラ削 り㍉　内面械ナデ後，放射状 明赤褐色 40％

土　 師　 器 のへ ラ磨 き。 普通 P L 270

第 663 図 蓋 A　 14．5 完形。か天井部は伏せ皿形。扁平な 天井部回転へ ラ削 り後，つ まみ貼 砂 粒 ・雲母 ・長石 ・ P 800 18

17 B　　 2．5 ボ タン状 のつ まみが付 く。目線 部 り付 け，ナデ。外周 部及び目線 部 石英 100％

I須　 恵　 器 F　　 3。0 内面には，ご く小 さなかえ りが付

く。

完形。天井部 は伏せ皿形。 中央部

内 ・外面ロクロナデ㍉ 灰色 P L 2 72

P 8 00 m蓋

G　　 O．丁

天井部回転 へラ削 り後 ，つまみ貼

普通

A ． ］摘．9 砂粒 ・霊母 ・長石 ・

18
須　 恵　 器

B　　 3．2

F　　 3．3

を くぼませ た扁平 なボタン状 のつ り付 け， ナデ。外周部及 び目線部 石英 100％

まみが付 く十　日縁部 内面 には，小 内 ・外面 ロクロナデ㍉ 黄灰色 P L 27 2

P 80 02 0蓋

G　　 O．7 さなか え りが付 く。

天井部回転へ ラ削 り後，つ まみ貼

普通

A　 15．4 完形。天井部は伏せ皿形。 中央部 砂粒 ・雲 母 ・長 石 ・

19
須　 恵　 器

B　　 2．7

F　　 3．1

をくぼ ませた扁平なボ タン状のつ り付け，ナデ。外周部及 び日経部 石英 ヱ00％

まみが付 く。目線部内面にはタ　小 内 ・外面 ロクロナデJ 灰色 P L 27 2

P 8 00 2 1蓋

G　　 O．6 さなかえ りが付 く。

天井部回転 へラ削 り後 ，つ まみ貼

普通

A　 14．6 完形。．天井 部は伏せ 皿形。中央部 砂粒 ・雲母 ・長石 ・

20
須　 恵　 器

量

B　　 2．0

F　　 3．0

G　　 O．7

を隆起 させ た扁 平なボ タン状 のつ り付 け，ナデ。外周部 及び日縁部 石英 100％

まみが付 く。 目線部 内面には，小 内 ・外 面ロクロナデJ 灰色 P L 2 72

P 8 00 22

さなかえ りが付 く。

天井部 回転へ ラ削 り後，つ まみ貼

普通

Å　 15．6 完形。天井部 は伏せ皿形。 中央部 砂粒 ・雲母 ・長石 ・

21
須　 恵　 器

蓋

B　　 3．2

F　　 3。4

G　　 O．6

を隆起 させた扁平 なボタン状のつ り付 け， ナデ。外周部及 び日録部 石英 100％

まみが付 く。 日録部内商 には， ご 内 ・外面 ロクロナデ㍉ 黄灰色 P L 27 2

P 80 02 3

く小 さなか えりが付 く。

天井部回転へ ラ削 り後，つ まみ粘

普通

A ［16．6］ 天井部か ら目線部の破片。天井部 砂粒 ・雲母

22
須　 恵　 器

蓋

B　　 3．1

F　　 3．5

G　　 O．7

A　 14．4

は伏せ皿形。扁平なボ タン状のつ り付け，ナデ。外周部及び目線部 黄灰色 60％

まみが付 く。目線 部内面には，か

え りが付 く。

天井部か ら打線 部の破 片。天井部

内 ・外面ロ クロナデ∴ 普通 P L 27 2

天井部回転 へラ削 り後 ，つ まみ貼 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 800 2 4

2 3 須　 恵　 器

B　　 3」

F　　 3．3

は伏せ皿形。 中央部 を くぼませ た り付 け，ナデ。外周 部及 び目線部 石英 60％

扁平 なボタン状 のつ まみが付 く。 内 ・外面 ロクロナデ∵ 灰色 P L 2 72

P 8 00 25蓋

G　　 O．6 目線部内面 には，か え りが付 く。

天井部 回転へ ラ削 り後，つ まみ貼

普通

Å　 18．0 天井部か ら目線部の破片。天井部 砂粒 ・雲母 ・長石

24
須　 恵　 器

B　　 2．9

F　　 4．0

G　　 O．9

は伏せ皿形。中央部 を隆起 させた り付 け， ナデ。外周部及 び目線部 黄灰色 50％

扁平 なボ タン状のつ まみが付 く。

日録部内面には，かえ りが付 く。

内 ・外面 ロクロナデこ 普通 P L 2 72

一一一一一　935　－－－一一一一



図版番号 器　 種 計測値 （cIn） 器　 形　 の　 特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎士 ・色調 ・焼成 備　　　 考

第 663 図 蓋 A　 15．6 天井部か らロ縁 部の破 片。天井部 天井部回転 へラ削 り後，つ まみ粘 砂粒 ・霊母 ・長有 ・ P 800 26

25 B　　 2．8 は伏せ皿形。扁平なボ タン状 のつ り付 け，ナデ。外周部及 び目線部 石英 50％

須　 恵　 器 F　　 3．6

G　　 O．6

まみが付 く∴　目線 部内面には，か

えりが付 く。

内 ・外 面ロクロナデ∵ 灰 白色

普通

P L 2 72

26

蓋

須　 恵　 器

A ［15．5］ 目線部欠損 。天井部 は伏せ皿形。 天井部 回転へ ラ削 り後．つ まみ貼 砂粒 ・雲母 ・長有 ・ P 80 02 7

B　　 2．5 扁平な擬宝珠状 のつ まみが付 く。 り付け，ナヂ∵外周部内 ・外面 ロ 石英 60％

F　　 3．7

G　　 O．7

クロナデ。 灰白色

普通

P L 27 2

蓋 B （2．0） 天井部片。天井部 は伏せ皿形。扁 天井部回転へラ削り後，つまみ貼 り 砂粒 ・雲母 ・長石 ㌘8002 8

2 7 須　 恵　 器 F　　 3．2 平なボタ ン状 のつ まみが付 く。 付 け㍉外周部内 ・外面 ロクロナデ㍉ 黄灰色 ，普通 50％

第 66 4 図 鉢 A　 射．5 体 部 ・目線部一部欠損。平底。体 目線部 内 ・外面 ロクロナデ∵休部 砂 粒 ・雲母 ・長有 ・ P 80 029

2 8 B　 16．8 部は外傾 しなが ら立ち上が り， ＝ 外面植位の 平行叩 き∵下端構位の 石英 70％

須　 恵　 器 C　 18．2 縁部 で屈 曲す る。 目線端部 を面取 へ ラ削 り。内面ナデ。底 部剥離に 黄灰色

りして角張 らせ，中央 に 1 条の沈

線 を巡 らしてい る。

よ り調整不明。 普通

第 663 図 子 持 器 台

須　 恵　 器

A ［29．2］ 棒部片。休部 は外反 して立ち上が 目線端部杯貼 り伸 す後，ナデ。体部 砂粒 の長石 P 800 30

2 9 B （6．6） り9　日嫁部 に水平な面 を造 り，そ 外面カキ＝調整∴内面ナデ 、林貼付 灰 白色 30％

の上面 に貼付 した埠の残存部 2 か 箇所の中央部に，貫通する径 8 m の 普通 P L 2 72

所有 り。均こ貼付 5 か所 カ。 円孔がそれぞれ 1か所穿たれている。

30

長　 頸　 壷

I須　 恵　 器

B （12．8） 日縁部か ら体部の破片。やや丸み 体部内 ・外面ロクロナデ㍉　ロクロ 砂粒 P 800 3 1

0　　 8．0 を帯 びた底部に，ハの字状に開 く 日は弱い十　底部回転へラ削 り後， 灰色 60％

E　 l．0 高台が付 く㍉休部は内攣 して立 ち

上が り，肩部で 「く」 の状に屈 曲

し内傾する。

高台貼 り付 け。高台部 自然粕。 良好 P L 2 72

小形短頸壷 A　　 9．0 目線部 つ射 針一部欠損 。体 部は内 目線 部及び体部 内 ・外面 ロクロナ 砂粒 0雲母 も石英 P 800 33

3 1

i

須　 恵　 器

B　　 8．7 攣 して立ち上が りタ　肩 部で 「く」 デ。底 部多方 向のヘ ラ削 り。 灰色 80％

C　　 7．4 の字状 に屈 曲 し，日縁部に至 る。

臼縁部は直立する。

普通 P L 2 71

第 664 図 二土ご寛 A　 15．8 目線 部 振体部一部 欠損。平底。体 目線部 内 ・外面 ロクロナデ．休部 砂粒 ・雲母 ・長石 P 80 0 36

32 B　 28．0 部は球形 を呈す る。頚部 は強 く屈 外面斜位 の平行叩 き，下位構位の 黄灰色 80％

須　 恵　 器 C　 13．0 曲 して直立 しタ　ロ縁部は外反する。

端部は面取 りして角張らせている。

ヘ ラ削 り∵　内面 ナデ∴ 良好 P L 2 70

底部外面箆記号 「＋」

提　　　 瓶 A ［10．0］ 体 部か ら目線部 の破片。頚部 は比 口縁部及 び体部外面 ロクロナデ∵ 砂粒 e 雲母 や石英 ㌘8003 2

33 B （8．9） 酸 的細 く，目線部 はなだらか に外 内面 ナデ十　日縁部内 ・外面及び体 灰色 10％

I須　 恵　 器 反 して口縁部 に至 る 部外面 自然袖． 普通 P L 27 3

3 4

提　　　 瓶

須　 恵　 器

A ［1各5］ 体部から口縁部の破片。頚部は比較 目線部内 ・外面 ロクロナデ㍉　ロク 砂粒 も長石 e石 英 ㌘8003 4

B （28．5） 的太く，日録部はなだ らかに外反 し ロ日は弱い．体部外面カキ＝調軋 灰 色 60％

て端部に至る。体部は平 らな偏球形 内面ナデ。 普通 P L 27 3

を呈する。肩部に把手の剥離痕有 り。

35

婆 A ［16．0］ 体部か ら日録部の破片。体部は内 目線部内 ・外面十デ．体部外 面ナ 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 80 00（う

B （8．6） 攣 して立 ち上が り，頚部で屈曲 し デ，内面へ ラナヂ∴ 石 英 20％

土　 師　 器 ロ縁部 に至 る。端部は上方へつ ま にぷい黄褐色

み上げ られてい る。 普通

第 666 図 嚢

須　 恵　 器

A ［24．2］ ！底部か ら目線部一部欠損。平底。
［
目線部内 ・外面ロクロナデ．体 部

lI砂粒 ・雲母 ∵長石 ・

右 英

灰色

P 80 035

80％

P L 2 72

3 6 B　 38．6 体部は球形 を呈 し，頭部で屈曲 し 外面斜位の 平行叩 き，下位 植位 の

C　 19．8 日録部に至る。端部は下方に突出 ヘ ラ削 り，内面無文の当て具痕。

させている。 普通

第 664 図 襲 Å　 16．3 休部 ・目線部一部欠損∴平底 ∴体 ＝縁 部内 ・外 面ロクロナデ∴休部 砂粒 0雲母 e長石 P 8 00 37

3 7 B　 24。9 部は球形 を呈 し．頭部で屈曲 し＝ 外 面斜 位の平行叩き，下位 棟位 の 黄灰色 80％

須　 恵　 器 C　 12．8 縁部に圭る．端 部は面取 りして角

張 らせている。

ヘラ削 り，内面ナデ∵ 普通 P L 2 70

38

牽

須　 恵　 器

A ［20．8］ 体部上位から日縁部の破片。体部は太 目線 部内 ・外 面ロクロナデ∴休部 砂粒 ・雲母 ・長右 P 800 38

B （9勇 きく内傾 ・両攣して立ち上がり，頭部 外 面横位 の平 行叩 き， 内面 ナデ∵ 灰色 5 ％

で強く屈曲し，ロ縁部は外反する。 普通 P L 2 7 1

第 665 図 大　　　 喪 A　 49．7 底 部か ら日録部一部 欠損。平底。 目線 部内 ・外面 ロクロナデ＋　目線 砂粒 0雲母 せ長石 ・ P 800 39

39 B　 90．0 体部は縦 長の球形 を皇 し，頚部 で 部外面 に平行 した 3 本 1 線の櫛状 石英 80％

須　 恵　 器 C　 23．9 屈曲 し日縁部 に至 る。 ロ縁部 は外 工 具による平行線 と斜めのヘ ラ描 灰色 湖西産 カ

反 し，端部 は面取 りして角張 らせ －き沈線文施文。体部外面横位の平 良好 P L 2 74

ている。 行叩 き後 ，綻位の平行叩 きっ　内面

同心 円状 の当て具痕。外面 自然粕。

椚（う



図嫡 号 音 種 全 長 行m） 幅 五m）； 厚 さk m） 董 酎 g ） 材 質　 特　 徴
備　　　 考

第鍬 不　 明 十 つ ・3
0．6　　　　 57．3　　　　 鉄　　 環状。開口部に径4m の貫通する円 M 8224

孔がそれぞれ1か所穿たれている。 P L 282

図版番号 器　　 種
計　　　　　 測　　　　　 値 i 材 質

i 特　　 徴 備　　　 考
全長k m）　 幅　 km）　 厚 さ五m）　重 量ね）

第666図41 巡　　　 方 ま・9 ！ （摘）
0．5 （1．9） 銅 方私長軸1．4C恥短軸0．5cmの垂孔有。 M 8225　P L 283

第35院号溝（第667～673図，付図283）

位置　調査8区の中央部。監9悔7～M9j6区。平成9年度と平成11年度の調査にまたがって位置しており，その

ため芦調査も北部の一部を平成9年鼠　それ以外を平成は年度と両年度にわたった。平成9年度調査分を掲載

している　茨城県教育財団文化財調査報告　第摘集では，当遺跡北部の調査4十は区で確認された第35号溝

に連結するものとして報告されているがタ今回の調査で別の溝と判明したため　調査　eH区のものを第35A

号溝と改めプ　本跡を第35怒号溝とした。

重複関係　北部で第1射9号住居跡を掘　込み北部が第犯号溝に掘　込まれている。南端が第蟻号溝のコーナー

に連結してお酌　両港の堆積状況は，土層断面から同時期に堆積したと考えられる。

規模藍形状　規模は長さ74688mタ上幅71～254cm　下幅鋼～鮮cmで　確認面からの深さは47～102。mであり，

形状は底面がほぼ平坦でタ壁面が外債して立ち上がる箱薬研状をしている。

、′′　く′ノ．．∴ノ’　　　一　．・，；二′j∴　ノー二＿．、　ノ

覆豊　9層に分層できた。ほぼレンズ状に堆積していることからタ埋没する段階での自然堆積と考えられる。

土層断面図中「第485層は全体的にややしまりがあり，その上部の幅2～3臓の部分がやや硬くしまってい

る。M鋸区の第　～　層中に　長径膵臓　短径鋸cm　厚さ舶cmの焼土塊が検出されタ　その焼土が第3層上

面を南部のM飢区付近まで流れていた。第摘～摘層が焼土塊の土層である。

土層解説

1暗赤褐色　廃土粒子・炭化物中量，ローム小ブロックのローム粒　8　暗褐色　ローム粒子中農　ローム小ブロック少量
子。焼土中ブロック・炭化粒子少量　　　　　　　　　9　黒　色　ローム粒子e廃土粒子微量

2　暗赤褐色　焼土中ブロックの焼土中ブロック・焼土粒子も炭化物車　用　暗赤褐色　焼土中ブロック・焼土粒子多鼠焼土中ブロック凋占土
量，ローム粒子・炭化粒子少量　　　　　　　　　　　　　　　　粒子・砂粒中鼠炭化物少量。ややしまりあり。

3　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子も焼土中ブロック・焼土　は　暗赤褐色　焼土粒子多鼠焼土中ブロックe焼土中ブロック中鼠
粒子・炭化物・炭化粒子少量

4　黒　　色　ローム粒子少量。しまりやや強い。

5　黒褐色　ローム粒子・炭化物少量。しまりやや強い。
6　暗褐色　ローム小ブロック6ローム粒子e炭化物少量
7　暗褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量

炭化粒子0粘土粒子少量

12　暗赤灰色　焼土中ブロック。焼土中ブロックを焼土粒子中量，炭化
物0粘土粒子少量

13　暗赤褐色　廃土小ブロック8廃土粒子少量
14　暗赤褐色　ローム粒子も焼土粒子少量

遺物　土師器片4誹7点（杯273，高台付捧7タ聾を甑類帰32，ミニチュア土器5）須恵器片息諸輌点　杯鮮8タ

高台付杯膵　蓋凱　盤軋　高盤4　婆e甑類邦告鉢2　短頸壷鼠上土製品　点　球状土錘お鉄器　点　刀

子上手鎌日夕鉄浮2点が出土している。出土遺物は　M鋸～M飢区で出土しタ大半はM鋸～M鮎区に

集中している。また，覆土の土層断面図中，第1～3層から出土している。第670～673図30485の須恵器

杯，10の土師器高台付捧言2el3の須恵器盤夢　路。膵の須恵器高盤，19の須恵器鼠22の須恵器整タ30の球状

土嵐32の刀子はタ第1層から出土してお勘　鋸こは休部外面と底部外面の2か所に「萎」と墨書されている。

の　の須恵器杯夕　摘の須恵器盤タ20の土師器鈍26の土師器甑は第2層から，iの土師器杯，208の須恵

器軌　はの高台付捧タ21の須恵器短頸嵐　23の須恵器藍タ28の須恵器鉢の休部片，29の須恵器藍の休部片は，

第3層からタ　それぞれ出土している。24025の須恵器婆はタ遺構の確認面から第182層にかけて出土してお

一一一　9：汀　－



第667図　第35B号溝実測図（自
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第668図　第35B号溝遺物出土状況図
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り芦　25は上半部が正位で出土している。24の頸部の一部と25の下半部は　第卸号井戸跡から出土した破片と接

合した。　の須恵器杯，蟻の須恵器盤，31の士錘は，第4層から出土している。18の須恵器蓋は第8層から，

第33の手鎌は第6層から，それぞれ出土している。Iと1鋸ま，他の土器群とは異なり，新しい時期のものと考

えられる。

所見　本跡の性格は，南端が第16号溝のコーナーに連結しておりタ　堆積状況から廃絶がほぼ同時期と考えられ

ることから，同時期に橙能していたことがいえる。本跡は南北に直線的に延びるものであるが，連結部では東

方向に折れて連結しておりタ　第路号溝より掘り込みが浅い。これらのことから，第16号溝の掘削時期より後に

掘り込まれたものと考えられる。また，北端は第35Å号溝には連結していないものの，本跡と第35A号溝とは

形状及び長軸方向が同じであり芦　出土土器からほぼ同時期に機能していたものと考えられる。さらに本跡の東

側には，本跡に長軸方向と桁行方向をほぼ同じにするL字状の掘立柱建物跡群が検出されていることから，掘

立柱建物跡群と密接な関係があり，区画を目的として設けられた溝と考えられる。堆積状況からみてタ　中層に

硬化した面が検出されたことから，廃絶後，埋没する段階で通路に使用された可能性がある。その後は，遣物

の出土状況から，大量の土器類を投棄した場所と考えられる。時期は，7世紀前半の第1419号住居跡を掘り込

んでいることと，8世紀中葉の土器が出土していることからタ　8世紀中葉以前には機能していたと考えられる。

一一一一一一一一一一一　940　－1‥
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第670図　第35B号溝出土遺物実測図（1）
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第671図　第35B号溝出土遺物実測図（2）
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第672図　第35B号溝出土遺物実測図（3）
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甘　　口　32

第673図　第35B号溝出土遺物実測図（4）

第35B号溝出土遺物観察表

0　　　　　　　　　　5cm
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図版番号 器　 種 計測値（CⅡl） 器　 形　 の　 特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎土・色調・焼成 備　　　 考

第670 図 i不

土　 師　 器

A ［13．7］ 体部，口緑部一部欠損。平底。体 口緑部，体部内・外面ロタロナデ。 砂粒 ・雲母・長石 ・ P8891

1 B　　 4．4 部は内攣気味に立ち上がり，口緑 ロクロ目強い。体部外面下端手持 石英 70％

C　　 6．0 部でわずかに外反する。 ちヘラ削り，内面へラ磨き。底部

1方向のヘラ削り。内面黒色処理。

橙色

普通

2

杯

須　 恵　 器

A ［12．6］ 底部からロ緑部にかけての破片。 口緑部，体部内・外面ロクロナデ。 砂粒・雲母・長石・ P8925

B　　 4．0 平底。休部は外傾して立ち上がり， ロクロ日弱い。体部下端手持ちへ 石英 45％

C ［7．4］ 口緑部に至る。 ラ削り。底部1方向のヘラ削り。 黄灰色，普通 P L 275

3

杯

須　 恵　 器

A ［11．4］ 体部，口緑部一部欠損。平底。体 口緑部，体部内・外面ロクロナデ。 砂粒・雲母・長石・ P 8926　70％

B　　 3．5 部は外傾して立ち上がり，ロ縁部 体部下端手持ちへラ削り。底部1 石英 P L 275

C　　 7．6 でわずかに外反する。 方向のヘラ削り。 黄灰色，普通 内・外面火禅あり

4

杯

須　 恵　 器

A　 13．1 休部，口緑部一部欠損。平底。体 口緑部，体部内・外面ロクロナデ。 砂粒 ・雲母・石英 P 8927　80％

B　　 3．9 部は外債して立ち上がり，口縁部 体部下端手持ちへラ削り。底部1 黄灰色 P L 273

C　　 7．6 でわずかに外反する。 方向のヘラ削り。 普通 内・外面に煤付着

5

杯

須　 恵　 器

A　 13．4 体郡，口緑部一部欠損。平底。体 ロ緑部，体部内・外面ロクロナデ。 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 8928

B　　 4．2 部は外傾して立ち上がり，口緑部 休部下端手持ちへラ削り。底部1 石英 85％

C　　 7．6 に至る。 方向のヘラ削り。 にぷい褐色，普通 P L 273

6

呵こ

須　 恵　 器

A　 13．1 休部，口緑部一部欠損。平底。体 口緑部，体部内・外面ロクロナデ。 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 8929

B　　 3．9 部は内攣気味に外傾して立ち上が 体部下端手持ちへラ削り。底部へ 石英 50％

C　　 7，6 り，口緑部に至る。 ラ切り痕を残す，2 方向のヘラ削

り。

灰色

普通

P L 275

7

士不

須　 恵　 器

A　 12．5 休部，口緑部一部欠損。平底。体 口緑部，体部内・外面ロクロナデ。 砂粒 ・雲母 ・長石 P 8930

B　　 4．4 部は外傾して立ち上がり，口緑部 体部下端手持ちへラ削り。底部回 黄灰色 90％

C　　 7．2 に至る。 転へラ切り後，ナデ。 普通 P L 273

8

杯

須　 恵　 器

A　 14．8 底部，体部一部欠損。平底。休部 口緑部，体部内・外面ロクロナデ。 砂粒 ・雲母・長石 P8931

B　　 4．1 は外傾して立ち上がり，口緑部に 体部下端手持ちへラ削り。底部1 褐灰色 90％

C　　 8．9 至る。端部は丸く収めている。 方向のヘラ削り。 普通 P L 273

9

杯

須　 恵　 器

A ［14．1］ 底部から口緑部にかけての破片。 口緑部，体部内・外面ロクロナデ。 砂粒・雲母・長石 ・ P8932

B　　 4，1 平底。休部は外傾して立ち上がり， 体部下端手持ちへラ削り。底部へ 石英 60％

C　　 7，8 口縁部はわずかに外反する。 ラ切り後，不定方向のへラ削り。 貴灰色，普通 P L 273

－944－



図版番号 器　 種 恒 測縮 m） 器 形 の 特 徴　 i　 手 法 の 特 徴
胎士 ・色調 ・焼成 備　　　 考

第 670 回 高 台 付 林 八　 白」亘
［
高台部か ら目線 部にかけての破片∴　 目線 乱　 体部内 ・外面 ロケロナデ∴ 砂粒 ・雲母 ・石英 ㌘8924　40％

10 B　　 6．ヱ 体 部は底部か ら外傾 して立 ち上が　 体部内商へ ラ磨 き。底部回転へ ラ にぷい黄橙色 P L 2 73

工　 師　 器 B　　 8逮 り，目線部 に士 る∴高台 は吠部 外　 削 年　 高台貼 り付け後，ナデ∵　内 普通 体 部に 「不上　 底

E　 l．う 周 にあ り，「ハ」の字状 に開 く∴　　 面黒色処理∴ 部に 「杢」墨書

高 台 付 林 B　 主摘 ） 高台乱　 休部1 部欠損∴休部は成　 体部内 ・外面ロクロナデ．底 部回 砂 粒 ・雲母 ・長石 ・ P 8933

H E （0．8） 部か ら外傾 して立ち上が る。高台　 転へ ラ削 り。高融 占り付 け乳　 ナ 石英 50％
須　 恵　 器 は内側にある。　　　　　　　　　 デ。 灰色，普通 P L 27 3

盤 Å　 15．6 高台部か ら目線 部にかけての破片∵　 目線乱　 体部 内 ・外面ロクロナデ∴ 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 89 34

12
須　 恵　 器

B　　 2．8

り　　 9．4

休部は外傾 して外 方に開 き，屈 曲　 底部 回転へ ラ削 年 高台貼 り付け

して目線部 に至 る。 日綾部 はわず　 後 ，ナデ。

石英

灰 白色

35％

P L 273

E　　 O．7 かに外反す る。高台 は三 日月状。 普通

13

盤 B （2．2） 高台部か ら休部 にか けての破片㍉　 体部内 ・外面 ロクロナデ∴底部回 砂 粒 ・雲母 ・長右 ・ ㌘893 5

須　 恵　 器

り　 13．8 体部 は外傾 して外方 に開 く。高台　 転へ ラ削 り。高台粘 り付 け後，ナ 石英 20％

E　 l．3 はわずかに外方にふんば る。　　　 デ。 黄灰色ラ　普通 P L 2 73

14
盤 B （1蔚 休部の破 片㍉丸底 ㍉休部は内攣気　 体部内 ・外面ロクロナデ㍉底 部回 砂粒 ・雲母 ・長右 ㌘8936　 75％

須　 恵　 器 味に外 方に大 きく開 く。　　　　　 転 へラ削 り。 黄灰色資　普通 P L 27 3

15
盤 i B （2・3）

体部の破片。丸底。体 部は内攣気　 体部 内 の外面 ロクロナ デ。底部回 砂粒 ・雲母 ・長石 ㌘8937　 30％

須　 恵　 器 味に外方 に大 き く開 く。　　　　　 転へ ラ削 り。 黄灰色，普通 P L 273

第 67 1 図 高　　　 盤 B （5潮 脚部上位か ら体部 にかけての破片。 体部，脚部麿巨 夕柄酢ロタロナデ。 砂粒 ・雲母 ・赤 色粒 ㌘893 8

16

須　 恵　 器

休 部は内攣 気味 に外方 に大 き く開　 休部外面へ ラナデ． 子 15％

く．脚部 は円筒状 を呈し．朝方 に にぷい橙色 P L 2 73

切 り込みがあ る。 普通

17

高　　　 盤 B （2．9） 体部の破片㍉休部は内攣気味に外　 体部内 ・外 面ロクロナデ㍉体 部外 砂恥 ・雲 母 ・長石 ・ ㌘893 9

方 に大 きく開 く㍉　脚部は休部外 面　 面へラナデ㍉ 石英 20％

須　 恵　 器 の痕跡か ら，円筒状 を皇 し，朝方 黄灰色 P L 2 73

に透か し孔 を有 した と思 われる。 普通

18

孟 施 （摘 ）
天 井部 の破片∵　天井頂部が平川で， 天 井部回転へ ラ削 り，外周部 ロク 砂粒 ・雲母 ・石英 P 柑 10

F　　 寸．1 外周部 はなだらか に下 降す る．つ　 ロナ デ∴つ まみ部ナデ∵ 灰黄色 30％

須　 恵　 器 G　　 は7 まみ ほボタン状。 普通 P L 273

孟 A　 16．1 完彬．天 井部は丸 く，外周 部は な　 天井部回転へ ラ削 り，外 周部 ・‖ 砂 粒 ・霊母 ・長有 P 89射

19
須　 恵　 器

B　　 3．2

F　　 2．3

だ ちか に下降す る。目線部は屈曲　 線部 ロク ロナデ。つまみ部ナデ。

し，短 く垂下する。つ まみは腰 高

灰色

普通

100％

P L 2 73

G　 l．0 の擬宝珠状。

鉢 A ［18．1．］ 体軌　 目線部一 部欠損。平底。体　 日録部族巨 鯨 計横 ナデ。 体 部外面 砂粒 ・雲母 ・赤色粒千 P 8942

20 B　　 9．4 部は内攣 して立 ち上が り，屈 曲 し　 横位のヘ ラ削 り胤 ナデ，内面 へラ 明赤褐色 70％

士　 師　 器 C　　 6．5 て目線部 に至 る。　　　　　　　 ナデ。内面黒色処理。底部木葉痕。 普通 P L 二27 5

短　 頸　 壷 Å　　 9。8 底甘　 口縁部一部 欠損．平底J 体　 頭部，体部内 ・外面 ロクロナデ㍉ 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 89 43

2 1 B　 12．5 部 は扁平 な球形 を呈 し，頭部は体　 休部外面下端手持ちへ ラ削 り，内 石英 95％

須　 恵　 器 し　 12．2 部か ら屈曲 して，短 く直立する。　 両横ナデ。底部へ ラナデ。 灰 色，普通 P L 2 75

登 A　 23．8 吠甘　 口緑部一部 欠損．休部は倒　 目線 部，頸部内 ・外面 ロクロナデ∵ 砂粒 ・雲母 ・有 英 P 894 4

22
須　 恵　 器

B　 38．2

C　 20．2

卵形を皇 し，頭部は 「く」 の字状　 体部外 面横位 の平 行叩 き∴ 卜端 へ

に屈曲 し，目線 部は外 反する㍉端　 ラ削 り，内面横 ナデ∵ 底部へラ削

灰色

普通

砂粒 ・雲母 ・長石 ・

90％

P L 2 75

P 8 94 5

部はわずかに上下 に突出している。　 り。

聾 A　 22．8 体 乱　 ＝縁部‥部 欠損㍉休部 は倒　 目線 部，頸部 内 ・外面ロクロナデ∵

23

須　 恵　 器

8　 32．0

C　 18適

警慧 霊笠9し認 芸：；羞夕；孟豊 状 i讐 禁 慧 誓 宗警 瀾 当 石 英

灰色，普通

80％

P L 27 5

第 672 図 大　　　 襲 B （59．5） 休部，目線部一部 欠損∴休部は倒　 目線部，体部内 ・外面 ロクロナデ㍉ 砂粒 ゆ雲母 の長石 e P 89 46

24 卵形 を呈 し，頭部は直 立気味に外　 休部外面横位の 平行叩 き，内面棟 石英 80％

狛　 恵　 器 傾す る。　　　　　　　　　　　 ナデ。頚部に ア条 1 単位 の櫛措波 灰 褐色 P L 27 5

状 文と 7 条 1 単位の櫛描 区両文が 普通

交互に 2 段施 文されている。

太　　　 嚢 A　 47．4 体 部一部 欠損。体部 は倒卵形 を量 目練乳 体部 内 湖 面ロタロナデ。！砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 894 7

2 5
土　 師　 器

R　 75．0 漂 霊 獣 認 慧 票 麿 票 禁 豊 霊 認 矧 石英

灰黄色

80％

P L 2 74

いる。　　　　　　　　　　　　　　 状文が 4 段施文 されてい る。 普通 自然 紬

第 67日図 甑 A ［25．6］ 休部下位か ら‖縁部にかけての破　 目線乱　 体部内 ・外面碩ナデ＋体 砂粒 ・雲母 ・赤色粒 P 89 48

26 B　 28．1 片÷無底式∴体部下半は外傾 して　 部下端へ ラ削 り十両 ・外面 に輪積 子 20％

土　 師　 器 C ［13．4］ 立ち上が りタ　上位でやや内攣する。 み痕が残る。 にぷい褐色 P L 27 5

目線 部は外反 し†端部はわずかに， 普通

i i i外上方につまみ上げられている。

一一一一　里う　ー一一一



図版番号　 器　 種 桓 測値 毎 ）　 器 形 の 特 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎士 ・色調 ・焼成 備　　　 考

第 673 回　 ミニチュア土器　 B （4．1） 「体部か らロ縁 部にかけての破片。 日縁部内 ・外面横ナデ。体部外面 砂粒 ・長石 0石 英 P 89 49

27 C ［1．8］　 平底。体部 は球形 を皇 し，頚部 は へ ラ磨 き，内面横ナデ。 明褐色 45％

土　 師　 器　　　　　　 ゆるやかに くびれ，目線部に至る。 普通 P L 275

鉢　　　 B　 0 5．5） 「体部か ら目線 部にかけての破片。 目線部，体部内 ・外面ロクロナデ∵ 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ T P 8 42 9

28 体 部は外傾 して立 ち上が り，屈 曲 休部外面斜位の平行叩 き．下端へ 石英 20％

須　 恵　 器 して目線部 に至 る。 ラ削 り。 黒色 ，普通 P L 2 75

聾　　　 B （12．7）　 体部 中位 から頚部 にかけての破片。 頭部，体部内 ・外面ロクロナデ√ 砂粒 ・雲母 。長石 T P 8 43 0

29 体部 は内攣 して立 ち上が り，頚部 体部外面横位の平行叩 き，内面横 灰褐色 10％

須　 恵　 器　　　　　　 に至 る。 ナテP。 普通 P L 2 75

図版番号 器　 種

計　　　　　 測　　　　　 値
特　　　　 徴 胎　 士 ・色　 調 備　　　 考

径 （cm）　 長さ （cm） 孔径 （cm）　 重量 （g ）

やや扁平な球体。ナデ。 雲母， にぷい黄橙色 D P 8 43 5　 P L 2 80第673図3 球 状 土 錘 2．2 2．5　　　　　 0．8 13．4

31 球 状 土 鐘 1．7
・中 ・3

2．8 やや扁平な球体。ナデ。 雲母 ・長有，黒褐色 D P 8 43 6　 P L 2 80

図版番号 器　　 種
計　　　　　 測　　　　　 値 i材質

特　　　　 徴 備　　　 考
全長（cm）！刀身長（cm）i身幅（cm）重ね（cm）茎長（cm）重量（g）

0」、0．1 （4．4） （9．6） 鉄 刃乳 茎部一部欠礼 両区あ娠 M 8448　P L282第673図3尋刀　　　 子 賂4） ［ ㈲ ‖ ㍉ 制

図版番号

器 種 ！全 長 。。m）芋 幅 。。m）；。厚 さ 。。m） 重 量 ね ） 材 質

特　　　　　 徴 備　　　 考

第673図3
手　 鎌 ［ （5・9） ！ （痛 ［ 0せ1 ［ （3・8） l 鉄 一部欠損。平面形は長方形でテ　薄手。 M 8449　 P L 281

．こi∴与言一　第‥′iくJ tノ

位置　調査8区の北部。監鮎～監摘離区。西部は調査区域外に延びている。

重複関係　第1射9号住居跡0第37号掘立柱建物跡e第35迅号溝を掘り込み，第83号溝に掘り込まれている。

規模と形状　西部は調査区域外に延びており，東部は掘り込みが浅くなり確認できなくなる。確認できた規模

はタ長さ26。9m　上幅鋼～鍋cm　下幅12～撮mで，確認薗からの深さは最大Hkmであ勘形状は断面が「〕」

状をしている。溝の底面から　径鋼～32捜，深さ17～27臓のピットが9最　上50～2830m間隔で検出された。

ピットの性格については不明である。

方約　m腸狙区から西方向（N－890　－W）にタ　直線的に延びている。

覆並　3層に分層された。堆積状況はヲ覆土が薄いため断定することは難しいが，ほぼレンズ状に堆積してい

ることから，自然堆積と考えられる。

土層解説
1黒褐色　ローム粒子け炭化物少量
2　暗褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量
3　暗褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロックサローム粒子少量

遺物　土師器片6点が出土している。いずれも細片であるためタ　図示できなかった。

所見　本跡の性格は不明である。時期は，出土土器が細片のため不明であるが，8世紀後某の第37号掘立柱建

物跡を掘り込んでいることから，それ以降と考えられる。

04（う　ー－



第67堵図　第82号藩士層断面図

轡‾叫ここ二二三二二ニ㌢鞠噌
0　　　　　　　　　　　　　　　2m

：l二l　　＿、1－∴

第83号溝（第675図㍉酎酎「3）

位置　調査8区の北部。監9C6～監9e6区。北部は調査区域外に延びている。

重複関係　第82号溝を掘り込んでいる。

規模と形状　北部は調査区域外に延びているため，全容は確認できなかった。確認できた規模は，長さ7。98m，

上幅22～44cm，下幅6～20cmで，確認薗からの深さは8～10cmでありタ形状は断面形がU字形をしている。溝

の底面からプ　ピットが2か所（mlかP2）の検出された。Pi O㌘2の径30cmの25。mタ深さ28。mO32。皿であ

Q。ピットの性格については不明である。
プ

方向　監9e6区から北方向（N＋路○　…紅）に，直線的に延びている。

者達　2層に分層された。レンズ状に堆積していることから芦　自然堆積と考えられる。

土層解説

i　暗褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量
2　褐　色　ローム粒子多量

所農　本跡からは土器は出土しておらず，時期及び性格については不明である。

′′．′′

；耳1‾

第繹　図　第鋸号藩実測図

昭喝鞠転勤謎ダ輸

0　　　　　　　1m

一　　　　一‥－1－　－－

第8磯風は院号溝（第676図，付図2。3）

位置　調査8区の西部。第84A号溝はM8e4～M弛区に位置しタ第84怒号溝は第鋸A号溝からM8e6区で分岐

しており，M9C温区に至る。第84A号溝と第84怒号溝が分岐する部分でヲ　両者の新旧関係は認められないこと

から芦　同時期に機能していたものと考えられる。西部は調査区域外に延びている。

重複関係　第142301摘。143401初号住居眺第1354。1355号士坑を掘り込んでいる。

規模と形状　西部が調査区域外に延び，第84A号溝の東部と，第84迅号溝の北東部で掘り込みが浅くなり，い

ずれも確認できなかった。確認できた規模は，第84A号溝が長さ2招4m，上幅44～96。孤，下幅24～70。皿で，

確認面からの深さは最大で38cmでありタ第84B号溝が長さ鉦1m，上幅78～92cmタ下幅38～49。mでタ確認面か

らの深さは最大で44cmである。形状は断面形がいずれもU字形をしている。

方向　第84A号溝はM8e4区から東方向C断つ朋0　－E　に　直線的に延び　第銅迅号溝はM8e6区で第84A

号溝から分岐し，北東方向（N－630　－E）に，直線的に延びている。

覆土　5層に分層できた。ほぼレンズ状に堆積していることから，自然堆積と考えられる。

土層解説

1黒褐色　ローム小ブロック中量，ローム粒子・焼土粒子・炭化粒子少量
2　黒褐色　ローム小ブロック少量，ローム粒子微量

＝7　－



3　黒褐色　ローム小ブロック少鼠　ロ…ム粒子8炭化粒子微量
4　極陪褐色．ローム小ブロックQ∴ローム粒子少量

5　黒褐色　ローム小プロッタのロ…ム粒子少鼠　焼土粒子微量

遺物　土師器尉24息　須恵器片35点が出土している。いずれも細片であるため，図示はできなかった。

所見　本跡の時期は潤土土器が細片のため不明であるが誹世紀後半から7世紀後半の第1423㍉摘封「つ摘お巨

1初号住居跡夕用世紀後半の第1355号土坑を掘り込んでいることから算用世紀後半以降と考えられる。性格は

不明である。

二l三三l：＿三l‾

一三二拉′一

＿‡蓬‾：ll‾

∴2ニシー′

第鮮　図　第錮A魯迅号溝実測図

：〔二三：二三三一で・

ぐ十立了

以下に，上述した遺構を除く溝の土層解説を記載する。（第677図）

＿′～・i用．r　　　　　－j

＼2プ′′　　　　　　－JT／、2

S167

第677図　第67◎8思考藩士層断面図

第67号溝土層解説
1黒褐色　にトーム粒子や焼土粒子・炭化粒子少量
2　極暗褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量

表摘　8区港一覧表

′＿‡・主－

、亘へ融二ゝ・ノ／‾

、二三フ2フー′

0　　　　　　　　　　　　　　　2m

二∵l＿　＿　＿　三上　　‾　一二　＿‾＿

旦

ヽ、＼－／、一一一・．

2

S181
0　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

＿　　　‥＿＿＿ゝ∴二二一二二三

第81号溝土層解説

1黒褐色　ローム小ブロックe炭化粒子少量
2　暗褐色　ローム小ブロックeローム粒子少量
3　褐　　色　にトーム粒子中量
4　褐　　色　ローム粒子中量，ローム小ブロック少量
5　暗褐色　ローム小ブロック少量，炭化粒子微量

溝

番

田亨

位　 置 方　 向 形　 状

規 模　 十m う ！

駁 壁 面 底 面

覆 土巨 土 遺 物
備　　　　　　 考

重　 複　 関　 係
確認長 上幅 下幅

N 9a7～0 9b 6

N 9 a7～M l勘4

S I 1422－ヰ本跡 → 第9

号道路状遺構 ・S l）8116
北一南

西一束
L 字状 （98．0）0．75、2．10 0．42～1．05 50～82　外傾 平坦

自 然 霊孟子霊等 芸莞警慧芸；孟；

35B L 9b7～M 9 j6 北一南 直線状 （74．9）0．71～2．54 0．30～0．97 4　～柑2　外傾 平坦 S I 1419－ヰ本跡→ S D 82

67 0 9b6～0 9e 6 北～南 直線状 （11．5）0．26～0．43 0．13～0．18 柑　　 媛斜 平班
！

0．38～0．88
20 ［緩斜

平坦
！

81 0 9c l～0 9b 5 西～東 直線状 （17．0）0．20～0．98

82 L 9C4～L lOdl 東一西 直線状 （27．0）0．24～0．68
［

鋸 2～0848日 0 ［緩斜
平川

拍 車 師器片 SI1419・SB37・SD35B→本跡→SD83

83 L 9C6～L9e6 北 ～南 直線状 （8．0）0も22～0．44
0・06～0・20！8～10 ［外傾

U
自 然i S D 82→本跡

84A M 8e4～M 9h 3 東～西 直線状 A （24．1）0．44～0．96
0．2 ～ ．関目 中 外傾 U 唇 片プ須鮒 S I1423 e1426・1似 弓魂巨

SK 1354 01355→本跡
84B M 8f6～M 9c l 南西～北西 直線上 B（21．1）0．78～0．92 0．38～掴可　 44 i外傾 U

－…、一一一　948　…一一一



（4）井戸跡

第4号井戸跡（第678図）

位置　調査8区の中央部，N9e2区。平成8

年度の調査区と平成10年度の調査区にまたが

って位置している。そのため，調査も大半を

平成8年度に，南部の一部を平成10年度にと

両年度にわたった。

規模と形状　大半が平成8年度に調査されて

おり，平成10年度調査では，南側に張り出し

た部分を検出した。検出した規模は，長軸64

cm，短軸50cmの不定形で，深さ55cmである。

底面は平坦で，薄く粘土が堆積していた。

遺物　土師器片28点，須恵器片10点が覆土中

から出土している。

所見　本跡の大部分は平成8年度に調査が終

了しており，その部分についは『茨城県教育

財団文化財調査報告』第133集を参照された

い。時期は，判断する出土遺物がないため，

不明である。

旦20カm

＼＿
第678図　第4号井戸跡実測図

0　　　　　　1m

し；」

第29号井戸跡（第679図）［SK－1342］

位置　調査8区の北東部。M9dO区。

規模と形状　掘り方が確認されただけである。掘り方は漏斗状をしている。上部は平面形が長径1．80m，短径

1．45mの楕円形で，確認面から約0．95mの深さまですぼまっていき，下部は長径0．98m，短径0．94mの楕円筒

形に掘り込まれている。確認面から3．2mの深さまで掘り下げた時点で水が珍出してきたため，そこまでしか

調査できなかったが，本跡はローム層と常総粘土層を掘り抜き，さらに下まで掘り込んでいる。

長径方向　N－820　－E

覆土　土層断面図中，第1～7層は，ブロック状に堆積しており，廃棄のため埋め戻した層と考えられる。第

8～12層は，レンズ状に堆積していることから，自然堆積と考えられる。

土層解説

1黒褐色　ローム粒子・焼土粒子・炭化粒子・砂粒少量
2　黒褐色　ローム粒子・炭化粒千・秒粒少量
3　黒褐色　ローム粒子・焼土粒子・炭化物・炭化粒子・砂粒少量

4　黒　　色　ローム小ブロック・ローム粒子・炭化粒子・砂粒少量
5　黒　　色　ローム粒子・砂粒少量
6　黒褐色　ローム粒子・粘土小ブロック少量
7　黒褐色　ローム粒子少量。しまり弱い。
8　極暗褐色　ローム小ブロック・ローム粒子・粘土粒子・砂粒少量。

しまり弱い。

9　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子少量

10　黒褐色　ローム粒子中量，ローム小ブロック・粘土粒子・砂粒少

量。しまり弱い。

11黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子・粘土粒子・砂粒少量。

しまり弱い。

12　黒褐色　ローム小ブロック・ローム粒子・粘土粒子少量。しまり

弱い。

遺物　土師器片14点，須恵器片3点，雲母片岩2点が出土している。

所見　本跡の時期は，出土土器が細片のため不明であり，図示できなかった。

tHt1－



第野　図　第渕骨井戸跡実測図

0　　　　　　　　　　　　　　　2m

』　　　迄

′　　　　　　　　　　　　　ノ

位置　調査　区の北西部。M鮎区。

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　∴′　　・　′＼　　　　　　　　　‥　′　　．

発された半円形の土手状の盛り土が検出されタ　この盛り土の内側は楕円筒形に掘り込まれた井戸跡であったこ

ノ　　　′　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　′　　　　　　　　　　′′　　　′ノ

便宜上汐　上半を大形士族部夕　薄幸を井戸部として記載ずる。確認できたのは資掘り方とわずかなÅ為堆積のま

．　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・．’　　　二　′，　′一、

′　　　　　　　　　．　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　′　　′　　　　∴　J　．　　　∴ごノ

ノ　　　　ノ　　　′　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ、I J′′ノ　　　　′′　　　＝

形に掘　込まれている。井戸開田部の北半に巡った土手状の盛　土部分は　底面からの高さ摘～はcm　幅摘～

、　　　　　　　　　　　′　言　ノ　′　ノ　　　　ブ　　　　　　　　　　　′　′′　ノ　′　　　ノ　ー　　　　　，．

一′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！′　　　　一　′　　　　　　、り　　　　　′　－　　　　1′　　　　　′　　・′・′

さらに下まで掘り込／′している。

長径方向　N－1！．・‾）0　－W

、　　　　　　，′　：　　′′　．　′　　　　　′′’

したものと考えられる。第摘～邦層は井戸部の並層であ娠ブロック状に堆積していることから　廃絶のため撃

ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　′　　　′・く　　　　　　　　　、

土層解説
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ローム小ブロックきローム粒子ザ焼土中ブロックも廃土粒子の炭化粒子少量

ロ…ム小ブロックぁローム粒子も廃土小ブロックe焼土粒子が炭化粒子少量

ロー∴中一十日、、・∴′・；‾ト∴′トプロ・、・ソ・：ト∴粒「・鳩十粒千・歳化粒千少量

口…∴粒J’－・焼巨ト′い；ト′ソ・鳩目＼白一・・歳化粒「少量

ローム粒子中量ク

ローム粒子中農，

ローム小ブロック

ローム粒子中量，

ローム小ブロック

ローム粒子中農芦

ローム小プロッ

ローム中プロッ

・；－「－∴粒イ∴

ローム太プロッ

6ロ…ム粒予め

ロ…ム車プロヅ

クの焼土中ブロッ

ク・∴ローム小プロ

廃土小ブロックも

グぬにト∴ム中プロ

焼土中ブロックを

グ0ローム小プロ

ク0廃土粒子の炭化粒子少量
ックも廃土粒子ず炭化粒子少量
焼土粒子の炭化粒子少量
ックやローム小ブロックず焼土粒子の炭化粒子少量
廃土粒子の炭化粒子少量
ックも廃土粒予め炭化粒子少量

廃土粒子中量ア　ローム小ブロックやローム粒子も廃土小ブロックの炭化粒子少量

；「－∴小一′′十「り∵・；ト∴粒J一一′レ品　焼上粒J’・・炭化粒日放量
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ローム粒子多鼠　ロームかプロッタ中量

ロームかブロックのローム粒子中農夢　粘土粒子少遍㍍蓬針㌢気が姦雄㍉　信藍りがヰ嗜瑠凱

ローム小ブロックぁU…ム粒子や廃土小ブロックの廃土粒子か炭化物ぜ炭化粒子少還

ローム粒子中鼠　ローム中ブロックがローム小ブロック少量

甘…ム小ブロックもローム粒子も廃土粒子や炭化粒子少還

ローム小ブロック少量芦　焼土粒子の炭化粒子微量

ロ…ムタかブロック中鼠　炭化粒子e粘土粒子少鼠　廃土粒子微量。ややしま勘あ軋

ローム粒子の焼土粒子や炭化粒子の粘土粒子少量

ローム粒子を廃土粒子も炭化粒予少量

ロ…ム小ブロックゆ粘土粒子少鼠　焼土粒子や炭化粒子教義

粘土粒子車鼠　ローム小プロッタ少量

ローム粒子少量き　炭化粒子e粘土粒子微量

ローム粒子が廃土粒子の炭化粒子微量

ローム粒予少鼠　廃土粒子の炭化粒子微量

粘土粒子多畳ク　ローム小ブロックぁローム粒子少農。粘性芦　しまり強い。

′

′

馬骨　体が出土している。出土遺物の太半は上部の太形並坑部から出土してお酌　下部の井戸部内からの出土

畳は撃　全体からみてわずかである。また汐　大形土銑部から出立した並器は汐　そのほとんどが破片であるが撃　井

戸部内及び太形丑坑の底面から出漉している土器は　要　義類が　立ち　それらは破損が少な　はば完形であ

る。太形丑坑部の各層ごとの出土状況は　ま層断面図中　第臓層から上層にかけての覆止から多量に出土して

お酌　また　これらの各層からまんべんな　出土している。第瞞～鵜図霊の須恵器婆の描線部片は第　層か

ら汐　膵の須恵器蓋撃　3の管状丑錘夕　鍼の球状丑錘汐　細の銑鉢が第　層から　それぞれ出土している。　の須恵

′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　ニ

輝汐　蟻の須恵器乱　雑の須意器整夢　湖の灰粕陶器手付瓶夕　媚の鉄鉱が第　層から　それぞれ出土している。3

の須恵器鋳彩　2の土師器襲撃　鍋の鉄鉢が第摘層から芦　　の　の須意器輝夢　欝の刀子が第鼠層から汐　臓の須恵器

高台紺輝芳　最の丑五　胡の鉄鉱が第は層から芦　の素意器軌　別の須恵器鉢芦　霊の須恵器壷努　鍋の須恵器蜜が

第臓層から　それぞれ出土している。　の須恵器杯は　第摘層と第皇層から出漉した破片が接合したものであ

′　　ノ　、　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　′

層　第摘層　第且層から出ました破片が接合したものである。別の土師器播片は覆豊中から出土してお酌

′　　　　　　　　　　　　　　′

の須恵器杯芦　臓も摘の須恵器盤芦　蟻の須意器蓋芦　臓の須恵器凝頸瓶撃滅の須恵器鉢撃鍼の錆の邦の土師器要撃

′‥　′　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　′　　　　′　　　　　　′

された状態で出土している。第需選考溝から出漉している須恵器整錘の媚　の休部片が　南西部の覆土中層芦

第　層と第摘層から出漉している。

所鳳　寒路の性格は　上部の太形士族の堆積状況で重複関係が認められないことから　太形士族部を含む全体

が漉形の井戸跡であったと考えられる。突出した南東部底面の平場はタ　作業場的な施設と考えられる。またタ

井戸開田部に巡らされた土手状の盛　土が北半にあ勘南半では確認されていないことからも　索榔すられる。

井戸部は堆積状況から資　廃絶のため汐　入為的に埋め戻されたと考えられ撃　井戸部の上面から太形土坑の底面に

かけて芦　解体された馬骨が3倦出土している。これらのことから撃　疫病の発生等芦　何らかの原因で廃絶され芦

‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

陛紀の後薬と考えられる。本跡はタ　遺物の出土状況からみて汐　井戸が廃絶された後汐　廃棄士族として利用され

′　　　　　　　　　ノ　′　　　　　　　　　　　　　　　′ノ　　　　　　　　′

…951…



第680図　第30号井戸跡実測図（1）
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第甜　図　第渕号井戸跡遺物出土状況図　0）



第683図　第30号井戸跡遺物出土状況図（2）
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第684図　第30号井戸跡出土遺物実測図（1）
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第685図　第30号井戸跡出土遺物実測図（2）
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第686図　第30号井戸跡出土遺物実測図（3）



第687回　第30号井戸跡出土遺物実測図（4）
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磯議

第醜　聞　第測骨井夢路出漉遺物実測固　持）

第測普井炉捗出土遺物観察東

鬱　　　議謬

：≡迂三
響　撃溺

⑳　　　　　惑鑑闘

』≡≡≡藍≡≡≡』

囲嫡 号　 器　 種 桓測億つcm）　 器 形 の 特 徴　　　 手 法 の 特 徴　　 始まの色調の焼成
備　　　 考

第曾　 塔「鵠鵠慧慧㌶畿拍畿豊豊慧鴻禁欄 ㌘猶別．
渕％煩　 患　器　 し　 （用　 十が上　目緑部でわずかに外星十る　 定方向のヘラ削十　　　　　　　　 普通 P L J76

琢　 iA は湖　 底部から描線部にかけての破片。 打線弧 体部内濁 離 タロナデ㌔上砂凝十割註横 着
㌘8952

ゴ　　　　　　　　　 H　 ∬I 「中心 休部は外傾して立ち十がリ，休部下端手持ちへラ削；十 底部不　 黄灰色 50％

須　 恵　 器　 し　 7．2　　 目線部でわずかに外圧する＋　　　　 定方向のヘラ削り．　　　　　　　 普通 P L芸吊

林　　　 A ト1ユ去　 底部から目線部にかけての破片＋　 目線乱　 体部内・外面ロケ＝ナナ　 砂粒・霊母・長有・ ㌘8953

誤　 。　 平底。体部は外憾して立ち上が凱　 体部下端手持ちへラ削 。底部　　 石英 65％

須　 恵　 器　 C　　 e　　 描線部でわずかに外庭する。　　　 方向のヘラ削　 0　　　　　　　　　 灰黄褐色　 普通 P L 27（i

林　　　 1 1ユゴ　 休部一部欠損＋　平底∴休部は外伸　 目線部．体部内・外面ロケHナデ．砂粒・雲母・長石 P 8051

4　 須 恵 器 鵠 ：鵠 孟孟豊禁 の瑠 部でわずか 完 冒窯 芸；認 票 禁 禁 義 禁 色 75％

P L 27（i

i　　　　　　　　　　 す夕　橘 向のヘラ削りO　　 i

林　　　 A　 は．0　 休部一部欠損、中心 休部は外傾　 目線部．体部内・外面ロケUナデ∵　砂粒・雲母・長有 ㌘8955

5　　　　　　　　　 日　 －目　　 して立ち＿上がり，目線部に士る＋　 休部下端手持ちへラ削年　底部不　 褐灰色 90％

須　 患　 器　 し　 7．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　 定方向のヘラ削年　　　　　　　　 普通 P L 276

稀　　　 A　 は　　 倦譜汚一部欠損。平底。倦部は外傾　 描線都　 債部内の　痛 ロタロナデ。砂粒の雲母の長石の ㌘8956

H　　　　　　　　　 H　 ．持　　 して立な十がり，目線部でわずか　 休部上端手持ちへラ削り．底部回　有薬 95％

須　 恵　 器　 し　 6．8　 に外反する∴　　　　　　　　　　 転へラ切り痕を残す回転へラ削年　 吠黄色，普通 P L27（う

き 林　　　 A　 は．8　 休部1 部欠損∴平底∵休部は外傾　 目線部†体部内・外面ロケロナナ体　 砂粒・雲母・長右・ ㌘8957

7　　　　　　　　　 B　 ・目　　 して立ち十が上　目縁部でわずか　 甘下端手持ちへラ削年 底部回転　石英 95％

須　 恵　 器　 し　 7．8　　 に外広十る　　　　　　　　　　　 ヘラ切り花，不定方向のヘラ削十　 にぷい賞橙色†普通
！
P L 27（i

林　　　 A　 は．8　 休部　一部欠損．申立　休部は内曾　 目線部．体部内・外面ロクロナチ＋　砂粒・実母・石英 ㌘8958

8　　　　　　　　　 8　 15　　 気味に外傾して立ち上がり十　日緑　 休部下端手持ちへラ削年　底部へ　 黄灰色 磁％

須　 恵　器　 r　 m　 声 でわずかに外反する．　　　　 ラ削年　　　　　　　　　　　 普通

l
P L 276

言　 塔「鵠出霊豊篭禁恕豊漂㌶踪㌶恕㈲瀞i ㌘8959
撒％須　恵　器　 し　 封）　 に外甘辛る　　　　　　　　　　　 方向のヘラ削；）　　　　　　　　 黄吠色，普通 P上27（う

摘 須 音盤 …　　　　 転切 離し痕を残す 械 方向の 褐灰色 i
P8輔0

95％

P LJγ6
ii ヘラ削り＋　　　　　　　　　　　　 普通

！
i

m

㌘896温

滋％

P Lr（う

机吊



摘 番号　 器　 種 桓 測億つcmラ
器　 彬　 の　 特　 徴 一　 手 法 の 特 徴　　 堅 粟 攣 機 成 「 鯖＋ 考

第 684 図　 高 台 相 棒　 A　 は9．6］ 体部夕　日稼部一部欠損。体溺慮 底 日縁乳 体部内 を夕滴 ロクロナデ。 砂断 雲母 も長石 0 序 8粥2

は　　　　　　　　　　 H　　 7．1 部か ら屈曲 して立 ち上が り†目線 休部下端回転へ ラ削 年　 底部回転　 石英　　　　　　　 諏 ％

須　 恵　 器　 ＝ 10．8 部でわずかに外反する豊　高台は短 ヘラ削 り後、高台貼 り付け∵　　　 亜灰色　　　　　　 P L 2 77

E　　 O．p く，「′、」 の字状 に開 く∴ 普通

第 68　回　　　 盤　　　 A　 摘．5 体温　 日縁部一部欠損。休部は大 きく 目線乱　 体 部内 ・外面ロクロナデ． 砂粒 ・霊母 ・長有 ・ P 8輔3

鼠3　　　　　　　　　　 B　　 3．9 外方に開勘 屈曲　 て日縁部に至 る。 休部下端 回転へラ削 り∴底 部回転　 石英　　　　　　　 70％

須　 恵　 器　 0　 日目 日縁部はわずかに外反する。高台は へ ラ削 年　 高台貼 り付け軋 ナデノ‖天色　　　　　　　 P L 27 6

E　 l．1 「ハ」の字状に開く。接地面平ら。 普通

第 684 図　　 盤　　　 B （2．9） 高台部か ら体部 にかけての破片。 体部内 ・外面 ロクロナデ∵体部下　 砂 粒 ・雲母 ・右 英　 P 8鮎1

†寸　　　　　　　　　　 H　 lJ．ゴ 休部は内攣 気味 に外方に大 きく開 端回転へ ラ削 年 底部回転へラ削　 暗吠黄色　　　　　 応％

須　 恵　 器　 E　　 川 く。 年　 高台貼 i日出ナ軋　 ナデ∴　　　 普通　　　　　　　 P L 2 76

第 685 回　　 皿　　　 B （2．2） 高台部か ら休部にかけての破片∴ 体 部内 ・外面ロタロナデ㍉底部 回　 砂粒 ・雲母 ・有薬　 P 8賄う

15　　　　　　　　　　 D　　 6．1 休 部は外方に開 く㍉ 転へ ラ切 年　 高台貼 り付け私　 ナ　 黄灰色　　　　　　 30％

須　 恵　 器　 E　 O．γ デ。　　　　　　　　　　　　　　 普通　　　　　　　　 P L 27 6

蓋　　　 B　 自慢） 天井部 の破片㍉　天井頂部が平川で， 天井頂部 回転へ ラ削 り、外周部 口　 砂粒 ・雲母 ・石英　 P 8輔6

16　　　　　　　　　　 F　　 3．0 外周部 はなだらか に下 降す る。つ タロナデ。　　　　　　　　　　　 灰白色　　　　　　　 20％

須　 恵　 器　 G　 O」 まみ は扁平 な擬宝珠状。 普通　　　　　　　　 P L 2 76

膵 須 器は（；；；）目線部一部欠損。天井頂部が平料
でタ　外周部はなだらかに下降する。
P まみは腰高の擬宝珠状。

雷雷讐 霊 思 紳 魔 ㌣ 摘 怒

普通　　　　 車2閥
長　 頸　 瓶　 A　 lO」 頚部の破 片。頚 部は円筒形状 に立 目線 部．頸部内 ・外面ロケロナデ． 砂粒 ・長有　　　　 P 89脚　 30％

且8　　　　　　　　 B　 組摘 ） ち十が り，目線 部で大 きく外反す 吠オ リーブ色　　　　 P L 2 77

須　 恵　 器 る。端部 は上下 に突 出す る。 良好　　　　　　　　 自然軸

鉢　　　 A ［27．0］ 体部から目線部にかけての破片。体 目線部外面横 ナデ∴休部外面へ ラ　 砂粒 ・雲母 ・赤色粒子　 P 8貯0

19　　　　　　　　 B （14。6） 部は内攣 して立ち上が 娠　 屈曲 して 削 り胤　 へ ラナ デ　 内面横位のへ 一明赤褐色　　　　　 用％

士　 師　 器 目線部に至る。打線部は外反する。 ラ磨 き。内面黒色処理。　　　　 普通　　　　　　　 P L 278

第 686 図　　 鉢　　　 A ［35粛 休部か ら目線部にかけての破片∵ 目線 乱　 体部内 ・外面ロクロナデ∵　砂粒 ・雲母 ・長右　 P 8貯1

20　　　　　　　　　 B （15．6） 体部は内攣気味に外 伸 して立ち工 休 部外 面横位の平行叩 き．　　　 黄灰色　　　　　 10％

須　 恵　 器 が り，屈 曲 して目線 部に圭る予　端 普通　　　　　　　　 P L 2 78

部は下 方にわず かに突出している．

第 砧5 図　 短　 頸　 壷　 Å　 仕0 体部，底部一部欠損。体部 は倒卵 頭乱　 体部 内 ・外面 ロクロナデ∴　 砂粒 ・雲母 ・長有 ・ P 8貯2

2 1　　　　　　　　　　 B　 16．5 形を呈し，頭部 は直立す る予高台 体部外薗下端へ ラ削 り。底部回転　 石英　　　　　　　 90％

須　 恵　 器　 D　H 3．0」 は短 くタ　ほぼ垂下す る。 ヘ ラ削 り，高台貼 り付け像 ナデご　灰色　　　　　　　 P L 27 7

E　 l．0 普通

第 687 阿　　　 東　　　 A 17．7 底部，日録部一部欠損。平底。体 目線 乱　 頸乱　 休部内面ロクロナ　 砂 粒 ・雲母 ・長有 ・ P 89 73

22　　　　　　　　　　 B　 32 53 部は倒卵形を皇 し、頭部は外傾 し デ㍉休 部外面横位の 平行叩 き，下　 右薬　　　　　　　 90％

須　 恵　 器　 C ［鑑適］ て立ち上が り，目線部は外反する。 端横位 のヘ ラ削 り∵　　　　　　　 灰 白色　　　　　　 P L 2 76

端 部は角 張る。 普通

第 685 国　　　 賓　　　 A ll。6 体 部，目線部一部欠損。平底。体 目線 部、頸部 内 ・外面械 ナデ㍉体　 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 8971

2 3　　　　　　　　　　　 B　 H 適 部 は倒卵形 を皇 し，頚部 は健やか 部外面十位縦位 のヘ ラ削 り，下位　 赤色粒子　　　　　 70％

士　 師　 器　 し　 6．8 に くびれ， 目線部 は外反す る。端 横位のへ ラ削 りタ　内面横 ナデ。底　 橙色　　　　　　　 P L 27 7

部は外上方につまみ上げ られている。 部木葉痕。　　　　　　　　　　 普通

嚢　　　 Å 15．4 日録部一部欠損。平底。体部は倒 目線 乱　 体部内 ・外面横ナデ√体　 砂 粒 ・雲母 ・長石 ・ P 89 75

24　 土 師 詔 書 霊 卵彬を呈 し．頚部は 「く」の字状

に くびれ，目線 部は外 反する∴端

部外 面下位横位のヘ ラ削 り，内面　 赤色粒千　　　　　 99％

輪積 み痕を残す横ナデ。底 部木葉　 にぷ い褐色　　　　 P L 2 77

部は外上方につまみ上げられている。 痕。　　　　　　　　　　　　　　 普通

第 捕γ図　　　 悪　　　 Å　 20．3 底部 †体 部一部 欠損∵休 部は倒卵 ＝縁乱　 体部 内 ・外面 構ナデ㍉体　 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 897 6

2 5　　　　　　　　　 B （27。3） 形 を呈 し，頭部 は 「く」の字状 に 部外面下位縦位 のヘラ磨 き，内面　 石英　　　　　　　 80％

士　 師　 器 くびれ， 目線部 は外反す る．端部 ヘ ラナ デ∴　　　　　　　　　　　　 橙色　　　　　　　　 P L 2 77

は十方 につ まみ十け られている∴ 普通

第 686 図　　　 嚢　　　 A　 23。2 底部，体部一部欠損。平底。体部は 目線 乱　 体部内 ・外面構ナデ∴体　 砂粒 ・雲母 ・長有　 P 89 77

26　　　　　　　　　　 B　 32．9 倒卵形を呈 し，頭部は 「く」の字状 部外 面下位縦位のヘ ラ磨 き．内面　 明赤褐色　　　　　 70％

土　 師　 器　 C ［＆4］ に くびれ，口縁 部は外反する÷端 輪積 み痕 を残す横ナデ。底 部木葉　 普通　　　　　　　 P L 27 7

部は上方につまみ上げ られている。 痕。

嚢　　　 B （30．2） 底部 から体部下半 にかけての破片。 休部 内面 ロクロナデ∴休 部外面斜　 砂粒 ・雲母 ・長有 ・ P 897 8

2 7　　　　　　　　　　 C　 20鰯 平底。体部 は内攣 して立ち上がる。 す立の 平行叩 き．下端 横位 のヘ ラ削　 石英　　　　　　　 30％

頂　 恵　 器 リ、内面横 ナデ∵　　　　　　　　 暗灰色，普通　　　 P L 2 78

一　肌う1－－



図版番号 器　 楯 計測値 （cm） 器　 形　 の　 特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎 十 ・色調 ・焼成 備　　　 考

第 686 図 聾 A　 23．3 底部から日縁部にかけての破片。平 目線部 ，体部 内 ・外面U クU ナデ∴ 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 8979

28 B　 38．4 底。体部は外傾 して立ち上がり9　中 体部外面斜位 の平行叩 き，下端横 石英 50％

須　 恵　 器 C　は5．6］ 位で内攣し，頚部に至る。頚部は外 位 のヘ ラ削 り， 内面指頭 による押 灰色 P L 27 6

傾して立ち上がり， 目線部は外反す

る。端部はわずかに下方に突出する。

さえ痕 を残す横 ナデ。 普通

悪 B （19．0） 底部か ら体 部下位 にかけての破片。 体部内 ・外商 ロクロナデ。体部外 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 89 80

29 C　 16．8 平底。体 部下位 は外傾 して立 ち上 面斜位の平行叩 き，下端横位のヘラ 石英 30％

須　 恵　 器 がる。 削 り，内面輪積み痕を残す横ナデ。 灰色芦　普通 P L 27 7

第 68 7 回 手　 付　 瓶 B （20．9） 体部 の破片。把手部一部 欠損。体 頭部，体部内 ・外面 ロクロナデ∴ 赦密 P 89 68

30 部は卵形 を皇 し，頚部 は緩やか に 寒由は流 しか けカ。 胎士　 族黄色 40％

灰 粕 陶 器 くびれる。体部上半か ら頚部 に把 軸　 吠 オ リーブ色 P L 27 7

手が付 く。 良好 二川窯 カ

杯 B （2．9） 体部の破片。 休部外面 ロクロナデ，内面へ ラ磨 砂粒 ・雲母 P 89 92

31

士　 帥　 器

き，黒色処理。 にぷい橙色 5 ％

普通 外商に墨痕あ り

32

嚢 A ［34．0］ 頚部か らロ縁部 にか けての破片。 目線部，頭部内 ・外面ロクロナデ∴ 砂 粒 ・雲母 ・長有 ・ T P 84 31

B （9．7） 頭 部は外傾 して 立ち上が り，目線 頚部外商に 8 条 1 単位の櫛措波条 赤色粒子 5 ％

須　 恵　 器 部 は外反す る。端部は角張 る。 文が 3 段 施 されている。 暗褐色，普通 P L 278

図版番号　 器　　 橙

径 行m） 長 さ 五m）； 乱 射 。m）竿重 言　 特　 徴

胎　 士 ・色　 調 備　　　 考

第687図33 管 状 土 錘
3。3　　 7・9 ［ 0キ9 i 67・6　 エンタシス形の筒状0 ナデ。 雲母・長有言二ぷい黄橙色 D P鋸37　P L 280

凱　　 球 状 土 錘
3・0　　 2・7 i 鵬 ［ 22e8　 扁平な球体0 げ 。 雲母 ・長石，黒褐色 D P 8438　P L 280

… 言√ ‾匝　 玉 1。9　　 ・8　 恒 ～ ・8 i 7・0　 縦長の球体。げ 。 霊母 ・五五 にぷい褐色 D P 8439　P L 280

醜 番号！器 種 i全長。。m）i刀身蒜 身幅。。m）1時重ね。。m）茎長。。m）一重量。g）！材質債
特　　　　 徴 備　　　 考

雛鵬 3頼　 子日 3・6日 。・0） ‖ 10割　 恒 85 伽 ） 日 5ヰお　 鉄 刃乳　茎部一部欠熟両区あり。 M 8455　P L 282

37 i刀　 子［ （8・1日　 梱 「 鋤 i 肇 鶴 ） 「 脇 目 鉄 刃部夕　茎部一部欠損。 M 8456　P L 282

図版番号 器　　 楯

計　　　　　 測　　　　　 値 i 材 質

特　　　　 徴 備　　　 考
i全長（cm）鍍身長（C痺 舶 箆被部長（cm）馴摘㈲彿

茎長 （C痺 腑 ）厚さ（cm）恒 （g ）

第68 7図3 鉄 （7の
賂9） 恒 3）

5。2 0．5
（1・0日 脳 中 可 ㈲ ） 鉄 切亀 茎部一部欠駄 材醸簸。 M 84 50　 P L 2 82

39 鍍 （7．9） 略9） i 掴
－ － （1．0）　 掴　　 0．3　 （5．2） 鉄 関部方形。長頸赦 ヵ。 M 84 51　 P L 2 82

40 鉄 （7．5） （7．5）　 0．4 － － 0．3　 （4。3） 鉄 切先，茎部欠損。長頸鉄ヵ。 M 84 52　 P L 2 82

4 1 鉄 （8。3）
l

2。3　　　 0．9 （6．0） 0．6 鋼　　 線2） 鉄 箆被部折れ曲がる。神業鉱。！
M 84 53　 P L 2 83

42 鉱 （4．9） （2．2）　 仕2） （2．7） 0．8
掴 「舗 鉄 鉄身部は逆三角形。雁股凱 M 84 54　 P L 2 8 1

義 朗 4尋 鍍 且2可 4・0 日 5
3．5 0．7

5・1 ［ 掴　 003 日 5・9 鉄 鉄身断面両丸。関吾裾軋 M 封60　 P L 2 82

44 鉱 （8。2） 2el 巨 ・0
5．4 0．5

（0・7） 巨 砲 「 掴 巨細 鉄 茎端部欠損。長頚柳菓鉄。 M 846 1　 P L 2 82

第馴号井罪跡（第軸～鋸図）

位置　調査　区の南部　の鋸区。

規模藍形状　掘　方を確認しただけである。掘り方は漏斗状を皇している。確認面での平面形は長径行路恥

短径。錆mの楕円形で　上半は約』蟻mの深さまで緩やかに狭まっていき，それ以下は径。蟻mの円筒状に掘

り込まれている。底面は，径行消mの円形である。確認薗からの掘り込みの深さは，確認しただけで3。56mで

ある。本跡はローム層と粘土層を掘り抜きさらに下まで掘り込んでいる。

1ノブ八、、．‘　　　l　一　二

覆漉　堆積土層を半裁して調査する過程で崩落したため図化できなかったが，太半が黒褐色のロームブロック

を含んだ粘質土である。一挙に埋め戻したものと考えられる。

つ捕2　一



遺物　土師器片3点，須恵器片12点，陶器片3点，木製品6点が出土して

いる。第690・691図1の陶器片口鉢は，2．46mの深さから出土した3片が

接合したものである。2～7は木製品類である。2の桶の底板は，3．45m

の深さから出土している。3分の1の断片で，直径25．2cmの円形に復元さ

れる。3は3．14mの深さから出土している。台形の板状を呈しており，器

種は不明である。4は3．45mの深さから出土している。円形の3分の1片

で，中央部から縁辺部寄りに径4mmほどの円孔が穿たれている。器種は不

明である。また，片面に多数の擦痕が見られる。5～7の有頭棒状木製品

は，3．48mの深さから出土している。それぞれが一端を折損しており，残

存する端部を粗い削りで調整し，一面に突起をつくっている。紐かけをも

つ部材の一部の可能性が考えられる。出土木製品の樹種は同定分析の結果，

2はスギ，3・4はケヤキ，5～7はウルシであることが明らかになった。

詳細は「付章」を参照されたい。

所見　本跡の時期は，出土遺物から13世紀後半と考えられる。

0　　　　　1m

L－ま　＿！

第689図　第31号井戸跡
実測図
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第690図　第31号井戸跡出土遺物実測図（1）

0　　　　　　　　　10cm
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第691図　第31号井戸跡出土遺物実測図（2）

第31号井戸跡出土遺物観察表

3

0　　　　　　　　　　10cm

！　；＿　！

図版番号器　種計測値（cm） 器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成備　　　　考

第690図片　口　鉢A［23．8］高台部から口緑部の破片。底部の外ロ縁部及び体部内・外面ロクロナ砂粒・長石 P80040

1 B　　79周にハの字状の高台が付く。休部はデ。体部外両輪積み痕。高台貼り灰色 50％

陶　　　器D［12．0］

E　l．1

外傾して立ち上がり，ロ緑部は外

反する。片口は口緑端部の一部を

外方に折り曲げてつくられている。

付け後，ナデ。 普通 常滑

PL279

図版番号種　　別
計　　　　　 測　　　　　 値

樹種 形　態　的　特　徴 備　　　考

長さ（cm）幅（cm）厚　さ（cm）

第690図

2

桶　底　板（24．1） （9．5） 1．2 ス　ギ円形の3分の1断片。側面に木釘痕3か所。

周縁は斜めに削り落とす。

W8001　PL284

第691図3台形板状木製品17．0 11．5 3．0 ケヤキ貫通する長径6m皿，短径4m血の楕円孔1か所。W8002　PL284

第690図

4

円形板状

木　製　品

（23．0） （8．6） （1．0）ケヤキ貫通する径4mmの小孔1か所。周辺は丁寧に加工さ

れ，ほぼ直に削り落とす。片面に多数の擦痕あり。

W8003　PL284

第691図有頭棒状（18．5）長径1．9 ウルシ一端を折損。断面円形。端部の一面に突起W8004　PL284

5 木　製　品 短径1．5 を残す。

6
有頭棒状

木　製　品

（15．0）長径2．6

短径1．6
－ ウルシ一端を折損。断面円形。折損部付近を一段

細くし，端部の一面に突起を残す。

W8005　PL284

7
有頭棒状

木　製　品

（10．5）長径2．3

短径1．5
－ ウルシ一端を折損。断面円形。端部の一面に突起

を残す。

W8006　PL284

第32号井戸跡（第692図）

位置　調査8区の南部，08e9区。

規模と形状　掘り方を確認しただけである。掘り方は漏斗状を皇している。確認面での平面形は径1．12mの円

形で，上半は約0．45mの深さまで緩やかに狭まっていき，それ以下は径0．87mの円筒状に掘り込まれている。

底面は，径0．83mの円形である。確認面からの掘り込みの深さは，確認しただけで1．96mである。本跡はロー

ム層と粘土層を掘り抜きさらに下まで掘り込んでいる。

9両　－



覆漉　堆積土層を半裁して調査する過程で崩落したため図

化できなかったが，大半がロームブロックを含んだ暗褐

色0黒褐色の粘質土である。一挙に埋め戻したものと考え

られる。

遺物　須恵器片1点が覆土中から出土している。混入した

ものと考えられる。

所見　本跡の時期は，判断する出土遣物がないため，不明

である。

∴‾‾＿＿＿＿－
0　　　　　’tm

L二十∵」

第692図　第32号井戸跡実測図

第33号井戸跡（第693図）

位置　調査8区の南東部，の9d9区。

規模と形状　掘り方を確認しただけである。掘り方は漏斗状を皇している。確認面での平面形は径上32mの円

形で，上半は約0。35mの深さまで緩やかに狭まっていき，それ以下は径上09mの円筒状に掘り込まれている。

深さ2mまで掘り込んだところで湧水が著しくなり，それ以下の調査を打ち切った。

覆丑　9層からなる。レンズ状の堆積状況から，自然堆積と考えられる。

土層解説
1　暗褐色　ローム粒子中量，焼土粒子・炭化粒子少量
2　極暗褐色　ローム粒子中量，粘土小ブロック少量
3　極暗褐色　ローム粒子・粘土粒子少量

4　暗褐色　ローム粒子中量，粘土中ブロックの粘土粒子少量
5　黒褐色　ローム粒子・粘土小ブロック・粘土粒子少量

6　極暗褐色　ローム粒子・粘土中ブロック・粘土小ブロック少量
7　黒褐色　粘土粒子中量，ローム粒子・粘土小ブロック少量
8　極暗褐色　粘土粒子中量，ローム粒子・粘土小ブロック少量
9　極暗褐色　ローム小ブロックe粘土中ブロックe粘土粒子中量，

ローム粒子少量

遺物　土師器片4点，礫1点が覆土中から出土している。

所見　本跡の時期は，判断する出土遺物がないため，不明である。

第693図　第33号井戸跡実測図
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表15　8区井戸跡－1一一覧表

井戸

位 置

番号

長律方向

［（長軸方向）

！

平 面 彬

規　　　 模 ［

壁 面 底 面 覆 土

！

主　 な　 遺　 物

備　　　　　　 考

新　 旧　 関　 係

（古 → 新）

長径潮）×短径潮）

（m l

深　 さ

（cm ）

4　　 N 9 d 2 jN 線120－E 長　 方　 彬 4．42 ×3．70
巨 60

接　 斜 －
自　 然 士 師器片，須恵 器片

29　 M 9 d O ［N －820－E 楕　 円　 形 1．80 ×1」う （320） 急　 斜 … 人為守滅 土師器片，須恵器片，雲母片岩

30　 M 8　e 9 N つり∴W 楕　 円　 形 9．55 ×6．81 （525） 急　 斜 － 人　 為
十師器猟 覿 須恵器猟 盤，乳 壷，凱 旋

輌 器拝付軋 放射 刀子・凱 土製品 馬骨
S I l426 ・1434→本跡

31　 0 8　f O N －13JtE 楕　 円　 形 1」7 ×1．26 356 急　 斜 平　 坦 人　 為 陶器 （片口鉢），木製品

32　 0 8　e 9 … 円　　 形 1．且2 196 急　 斜 平　 坦 人　 為 須恵器片

33　 0 9 d 9 － 出　　　 彬 1．32 （200） 急　 斜 －
自　 然 士師 器片．礫

（5）道路状遺構

第　号道路状遺構　第栖図　付図。の

位置　調査8区の北部。監9わ9～監mc区。平成9年度と平成は年度の調査区にまたがって位置しており，そ

のため，調査も東部が平成9年度　西部が平成は年度と両年度にわたった。また，北半が現在生活道路として

使用されているため調査区域外とされた部分に位置している。

規模と形状　北西部が調査区域外に延びているため，全容は確認できなかった。確認できた規模は学　長さは8

mでタ　平成9年度調査分を含めて36mとなり，最太上幅は1。72mで，確認面からの深さは摘撒程度である。形

状は，北部に向かってゆるやかに下っている。北側の生活道路を状況確認のためトレンチ調査をしたところ，

土層断面図中にみられる上幅7。Om，下幅上5mで，生活道路面からの深さ上7mの箱薬研状の溝状に堆積して

いる土層が確認された。また，西部の先端はほぼ生活道路に沿って北西方向に延びていることが確認できた。

方向　監9b9区から西方向（N－850　…W）に，直線的に延びている。

覆漉　7層に分層された。土層断面図中学　第1～4層までは，硬くしまっている。第1層上面は現在の生活道

路面である。第2。3層はプ　普請されたま層と考えられる。第4～7層は，レンズ状に堆積しておりタ　箱薬研

状の溝が廃絶された後，埋没する段階で自然堆積した土層と考えられる。

土層解説

1　暗褐色　ローム粒子少量夕　焼土粒子微量。しまり強い。

2　暗褐色　ローム小ブロックめローム粒子が砂粒少量，焼土粒子の炭化物微量。しまり強い。

3　暗褐色　ローム中ブロックeローム小ブロック・ローム粒子も焼土粒子・炭化物・砂粒少量。しまり強い。

4　暗褐色　ローム小ブロックさローム粒子少量。しまり強い。

5　黒褐色　ローム小ブロックむローム粒子中量，ローム中ブロック少量。しまりやや強い。

6　－黒褐色　ローム粒子中量，ローム小ブロックe焼土粒子e炭化物少量

7　暗褐色　ローム粒子車遍∴　Eト∴ん小ブロック少量

所農　本跡は，土層断面図車掌　第5～7層の堆積状況から芦　箱薬研状の溝と考えられタ　第4層が硬化している

ことから，その後，溝が埋没ずる段階でタ　道路として使用されたと思われる。時期はタ　本跡に直交している第

35Aの迅号溝と形状は似ているが不明である。第3層上面はタ　南側の調査区内で確認された路面と一致してお

りタ　位置と形態から調査7区の第3号遠路状遺構につながるものと考えられる。第3号道路状遺構の時期は，

第錮4回　第　号道路状遺構実測図
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土師質土器内耳鍋が出土していることから夢　中世と考えられている。これらのことから，箱薬研状の溝は中世

以前で資本跡は第3号道路状遺構とほぼ同時期と思われ芦第鼠の2層は中世以降現代までの道路と考えられる。

号道路状遺構　第の図　付図　0の

位置　調査8区の東部。M摘漁～野路掴区。東半が現在生活道路として使用されているとして調査区域外と

されたため芦　全容は確認できなかったがヲ　硬化薗とその西側に側溝が検出された。南部の腎臓毎区以南は　平

成　年度と平成摘年度の調査区になるが　検出されておらず　南東部の調査区域外に延びていたものと推測さ

れる。

重複関係　第摘霊号住居跡　第摘号溝跡を掘り込んでいる。

規模と形状　確認できた規模は　長さが相の詭m　幅が約粥cmで　その内硬化面の幅が約撒cmである。側溝は，

幅且6～55cmで芦深さ測～舗cmである。形状は硬化面がほぼ平坦で　側溝がU字形をしている。北端は東部の調

査区域外に延びている。

方向　N摘C区から北方向　N…　○　…藍　に　直線的に延びている。

覆渡　川層に分層された。丑層断面図車　第　～　層は自然堆積土層である。第40509㍉粕層は硬化して

いることからタ路面の土層と考えられる。第6～8層は側溝の覆土で，レンズ状に堆積していることからタ　自

然堆積と考えられる。

土層解説

1黒褐色　ローム粒子中量夢　ローム小ブロックゆ焼土中ブロック3炭化粒子少量。しまり強い。

2　黒褐色　ローム粒子中量，ローム小ブロックぁ焼土粒子の炭化粒子少量。しまり強い。

3　黒褐色　ローム粒子中量，ローム小ブロックの焼土中ブロック8炭化物サ炭化粒子少量。しまり強い。

4　暗褐色　ローム小ブロックぁローム粒子中量，廃土小ブロックe炭化粒子少量。しまり強い。

5　暗褐色　ローム小ブロック・∴ローム粒子多量，ロ…ム中ブロック．廃土粒子0炭化材8炭化物少量。しまり強い。

6　黒褐色　ローム粒子車鼠　にト∴ム車ブロックのロ∴∴ム小ブロックの焼土粒子少量

7　黒褐色　ローム小ブロックやローム粒子中量，ローム中ブロック・炭化粒子少量

8　暗褐色　ローム小ブロックもローム粒子多量，ローム中ブロック少量

9　暗褐色　ローム小ブロックのローム粒子多量，焼土中ブロック粒子少量。ややしまりあり。

摘　暗褐色　にトーム粒子中豊，ローム小ブロック・炭化粒子少量。ややしまりあり。

遺物　陶器片2意夕土師器片42点，須意器片29点が出土している。陶器片は常滑系の聾の破片である。土師器

片を須恵器片は混入したものと考えられる。いずれも細片であ勘　図示はできなかった。

所鳳　本跡の堆積状況からみてタ土層断面図車の第6～8層が側溝に堆積した後学踏み固められた第　の摘層

がプ　次に第4の9層が堆積していることからタ　側溝が自然に埋没した後にタ　2期にわたって普請が行われたも

のと考えられる。このことから側溝が機能していた時期を含めて芦　3期にわたって使用されたと考えられる。

側溝が機能していた時期の路面はタ土層断面では確認されなかった。本跡はタ位置と形態から調査7区の第2

号遠路状遺構につながる可能性がある。時期はタ　常滑系の陶器の婆片が側溝の覆土上層から出土しており，こ

（ノ1）ことから第1期については中世と考えられる。

′ナ：一′′　　　　　　　　　　　　．＼′・

第約　回　第　号道路状遺構実測図
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表16　8区道路状遺構一覧表

道路状

遺　 構

番　 号

位　 置 方　 向 形 状

規　　　 模 （m ）
！硬化面

側溝 覆土 出　 土　 遺　 物
備　　　　　 考

重　 複　 関　 係確認長 上幅 側溝幅 側溝深さ

5 L 9 b9～L lOc4 東～酋 直線状 （36．0） 仕7） － － 平川 － 自 然

U 自 然 土師器片牒 恵器片，陶器片 S H 442・SD 16→本跡9 M lOh 4～N lO b4 北 ～南 直線状 （18．4） （0．9） 0．16～0．55 0．30～0．50 平坦

（6）方形竪穴状遺構

第調号方形竪穴状遺構［SK－874］（第696図）

位置　調査8区の南西部。の8e2区。

重複関係　周囲に第70号掘立柱建物跡の柱穴が存在している。切り合いはないが重複関係にある。

規模と平面形　長軸2。43m，短軸2。04mの隅丸長方形で，深さ66cmである。

長軸方向　N－00

壁　外傾して立ち上がる。

底面　平坦であり，踏み固められた面は認められない。

ぼり『卜＋5か所（Pl～㌘5）。㌘118㌘2はいずれも径25cmの円形で，深さ18cm812cmであり，Plは北壁

際の中央部，㌘2は南壁際の中央部にそれぞれ位置している。㌘3は径23粗の円形で，深さ8cmであり，東壁

際の北部に位置している。㌘4・㌘5は径40cm。35cmの円形で，深さ60cm・40cmであり，南西コーナー部に位

置している。それぞれのピットの性格は，㌘「　㌘2は位置的に柱穴の可能性があるが，その他は不明である。

覆土　7層からなる。ブロック状の堆積状況から，人為堆積と考えられる。

土層解説
1暗褐色　ローム小ブロック中量，ローム中ブロック・焼土粒子・炭化物少量
2　黒褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック中量，ローム粒子・炭化物少量

3　暗褐色　ローム中ブロックeローム小ブロック中量，炭化粒子少量
4　黒褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック中最，ローム大ブロック少量，焼土粒子微量
5　褐　色　ローム中ブロック中最，ローム大ブロック・炭化粒子少量
6　褐　色　ローム小ブロック多量，ローム中ブロック中量，焼土粒子・炭化物少量
7　暗褐色　ローム大ブロック・ローム小ブロック中量，ローム中ブロック・焼土粒子・炭化物・炭化粒子少量

．qthht鞠鴫

田　　　圃

0　　　　　　　　2m

「…∴＝‥111　一二三

0　　　　2cm
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第約　回　第20号方形竪穴状遺構◎出土遺物実測図
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遺物　土師器片2点，土製晶1点（管状土錘）が出土している。第696図1の管状土錘が覆土中から出土して

いる。土師器片・管状土錘はいずれも混入したものと思われる。土師器片は細片のため，図示はできなかった。

所見　本跡の時期及び性格については不明である。

第20号方形竪穴状遺構出土遺物観察表［SK874］

図版番号 器　　 種
計　　　　　 測　　　　　 値

特　　　 徴 胎　 土 ・ 色　 調 備　　　 考
径 （cm） 長　 さ （cm） 孔 径 （cm ） 重 量 （g ）

第69 6図 1 管 状 土 錘 1．8 3．4 0．5 ～ 0．7 8．9 円柱状，ナデ。 雲母 ・長石，明赤褐色 D P 糾40　 P L 280

第21号方形竪穴状遺構（第697図）

位置　調査8区の南東部，N9hO区。

規模と平面形　長軸3．96m，短軸2．54mの長方形である。

長軸方向　N－86。－W

壁　壁高は13～15cmで，外債して立ち上がる。

床　はぼ平坦であり，中央部が踏み固められている。

覆土　2層からなる。レンズ状の堆積状況から，自然堆積と考えられる。

土層解説

1暗褐色　焼土粒子・炭化粒子少量，ローム中ブロック微量
2　暗褐色　ローム小ブロック少量

第697図　第21号方形竪穴状遺構・出土遺物実測図

0　　　　　　　　　　　　　　2m
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遺物　土師若緑節点　混丸と思われる素意器片軋桑が出立しているの　第猶図　の土師器輝は北東部の覆土下

層から連位で出土している。

所農　本跡の時期は　判断する出土遺物が少な　限定することは幾しいが　出土した土師器の形状から鼠世紀

以降と考えられる。

第別号方形竪究状遺構出土遺物観察兼

図版番号　 器　 種　　 測億つcm）　　　 器　 形　 の　 特　 徴　　　　　　　 手　 法　 の　 特　 徴 胎土 の色調 さ焼成 i 備　 考

第 癖　 河　　　 畔　　　 Å　 鵜　　 体 部 0 m 縁部…一部欠損。倦部 は外　 打線部及 び体部内 の外商 ロタロナ 砂粒 を雲母 の石英　 序 犯撒

丁　　　　　　　　　 目　 寸．う　　 伸 して千 七十が 上　 目緑部 はわず　 テ’ hL 鵠回転 封が ） 底 部内面ナ 工ぷい橙色　　　　　 川）㌦

土　 師　 器　 C　　 め　　 かに外反す る。　　　　　　　　　　 デ。
i

普通　　　　　　　　 P L 2 7リ

表膵　　匪方形竪穴状遺構　ぬ覧東

方車里　　　　　 長律方向 平面形 招 瀾； 酎軸澤 。m舶 底面 覆土 主 な 遺 物　 浮 複 関 芸

i　　　　　　　　　 新旧関係清 尋新ラ
雄遺［位置
構番号i　　 滅朝方翻
測 序酌 可狛牒

i
腑 紺 可 紺 鶴 狙 巨識　 極 立序 鰻序 為 土師器凱 士製品 管状土錘）序 Bか 本跡

飢 』醐綱 目結掛澗 長 方 形＿働 湖 上 摘 外 碩 学 遭極 然 土師器聞　　　　 i

（、丁）i二J一ノ■L

ここでは芦　性格や形状に特徴のあるものを決のように分類したの

②火葬施設　②墓磯　③その他の士族

以下　この分類に緩りて記載ずる。記載されなかりた丑抗については夢　一覧表に記載する。また夢　出立遺物

については実測図と観察表でその一部を掲載ずる。

、、、＿1　火葬施設

第鍼考量蟻　第栖囲）

位置　調査　区の南東部　の鮎区。

規模藍形状　楕円形を　つつないだような不整形で　全廃は。鍋耶抱である。燃焼部は　長軸が主軸と直交ずる芦

長軸粥監m　短軸胸腔私の楕僧形で　深さ蟻¢mである。壁面は外儀して立ち上がる。開田部は長軸が主軸と平行す

る　凝海相¢m　短躯鋪腔mの楕円形で　深さ霊¢mである。壁画は外憾して立ち上がる。通気溝は燃焼部と直交

上　長‾さγ旋Ill，上幅22へ′受鉦恥　下幅17へ2板†illで言葉、さ2壷Ilである。壁面は，燃焼部側は外醸して立ナ）士がi），

開田都側は緩やかに外傾して立ち上がる。

童車癖方痢　N…850　…藍

底面　開田部から燃焼部へ緩やかこ下がりでいる。燃焼部及び通気清の底面はタ一部炎熱を受け赤愛している。

燃焼部の両側に通気溝をはさんで雲母片岩が敷かれていた。

覆土1頭上恒l）なる。ソロ、、．′ツ状の堆隋状況から，人為堆積と考えられる。日矧新面図中，第5・7　つ（「11

層から火葬骨片が出漉して障る。

土層解説

1　暗　褐　色

2　暗　褐　色

3　暗　褐　色

4　褐　　　色

5　暗　褐　色

6　暗　褐　色

7　暗赤褐色

ローム粒子中農ク　ローム小ブロックか廃土粒子少量

ロ…ム小ブロックのロ…ム粒子さ炭化粒子少量

ロ…ム小ブロック中農芦　ローム粒子も廃土粒子も炭化物を炭化粒子少量

ローム粒子多量

ローム粒子き炭化粒子0火葬骨粉少量

ロ…ム粒子中量　廃土粒子や炭化粒子少量

廃土粒子あ炭化物中農ア　ロ…ム粒子0炭化粒子も火葬骨粉少量

8　極暗赤褐色　廃土粒子中量，ローム粒子を炭化粒子少量

樟（）



9　褐　　　色　ローム粒子多量，ローム小ブロック少量
10　黒　褐　色　炭化粒子多量，炭化物中量，ローム粒子・焼土

粒子・火葬骨粉少量

11極暗赤褐色　焼土粒子・炭化粒子中量，ローム粒子・火葬骨
粉少量

12　暗　褐　色　ローム小ブロック・ローム粒子中量，焼土粒子・
炭化粒子微量

遺物　燃焼部から火葬骨片が出土している。

所見　本跡は，燃焼部及び通気溝の底面が一部火熱

を受けて赤変しており，火葬骨片・炭化物等が出土

していることから，火葬施設と考えられる。本跡の

時期は，形状から中世と考えられる。

叫　　凸l
l

第698図　第847号土坑実測図

②　墓境

第863号土坑（第699図）

位置　調査8区の南西部。07C9区。

規模と平面形　径0．90はどの円形で，深さ42cmである。

壁　外傾して立ち上がる。

底面　はぼ平坦であり，踏み固められた面は認められない。

覆土　3層からなる。ブロック状の堆積状況から，人為堆積と考えられる。

土層解説
1　黒褐色　ローム小ブロック少量

2　褐　色　ローム小ブロック中量，ローム粒子・焼土粒子少量
3　暗褐色　ローム中ブロック・ローム小ブロック中量

遺物　土師器片2点，鉄製品1点（小刀），人骨片（大腿骨の一部，骨片，骨粉）が出土している。第699図1

の小刀，人骨片（大腿骨の一部）は，覆土中層から出土している。

所見　本跡の時期は不明であるが，性格は遺構の形状及び人骨片が出土していることから墓境と考えられる。

三三、
叫 叫

う
A22カm

闇‾　ヒ＝＝土∃m
第699図　第863号土坑・出土遺物実測図

第863号土坑出土遺物観察表

冒　　8　9，

0　　　　　　　　　　　　　　10cm

l　　　　；　　　！

図版番号器　　種
計　　　　　　 測　　　　　　 値 i材質

特　　　　徴 備　　　考
全長（cm）刀身長（C皿）身幅（cm）重ね（C血）茎長（cm）重量（g）

第699図1小　　　刀30．6 20．7 （2．3）～2．8 0．5 9．9 （95．9）鉄両区あり，切先部に木質付着。M8457　PL281

971－



③　その他の土坑

．ここニ　ーノ　　ー　　言　‥、：㍉：く一

位置　調査　区の南乳N鋤区。

重複関係　北部で第捕号土坑を掘　込み　南東部が第鍋号士坑に掘　込まれている。

－ノノ　ノ　　　h

規模と形状　長軸。鵬m　短軸。粥mの隅丸長方形で　深さ甜cmである。壁は外傾して立ち上が勘底面は凸

凹である。中央部からやや北寄　の東壁から西壁にかけて　長軸と直交する上幅2～詭cm　下幅腑～瞞cm　高

さ23cmの断面台形状の高まりを検出した。

覆土　温2層からなる。ブロック状の堆積状況から人為堆積と考えられる。第2～5層からは灰が多量に出土し

ている。覆土の堆積状況を見るとジ　北側から南側に向かって埋め戻されたものと考えられる。

土層解説

1　暗褐色lト∴′、粒j∴・焼上粒J’l・炭化粒J∴・吠少量

2　灰褐色　灰中量，廃土小ブロックe焼土粒子が炭化物さ炭化粒子少
巨二1＿

月邑

3　灰褐色　灰多量，焼土中ブロックぞ焼土粒子ま炭化物も炭化粒子少
＿鼠

Il！．

4　灰褐色　灰多量，炭化物少量
5　褐灰色　灰多量，炭化物は粘土太ブロックの粘土小ブロックの粘土

粒子少量

一　　ごて　第二三二三　　三′（‡、．　　ノ、ノ．．〈

6　黒褐色　廃土小ブロックe焼土粒子8炭化粒子少量

γ　黒褐色　焼巨トー‾ナ「コ、、ノ′ア・焼土粒子・炭化物・炭化粒「′塙葺二

8　黒褐色　廃土粒子0炭化物も炭化粒子一粘土小ブロック少量

9　黒褐色　粘土粒子ゆ砂粒車鼠　焼土粒子や炭化粒子少量

1日　褐　色lト∴粒J∴・粘‖粒子中払　暁＝粒子一′塙l：

11黒褐色I火中払　暁l二粒J∴炭化物日射ヒ粒J’・・粘巨トゾ「∫、、′ノ少
度し
遜敦

12　黒褐色　焼土粒子・炭化粒子0粘土小ブロック0灰少量

一一（）72　－－－…一一一

9　　　　　　　　　　　　　　　2m

』　　　室



遺物　土師器片668点，須恵器片904点，鉄器・鉄製品2点（刀子・不明），鉄津1点が出土している。第70ト

702図に示した土器はいずれも須恵器である。1～11は杯で，1は中央部の覆土下層から逆位で出土している。

2は南部の覆土下層と覆土中から出土した破片が，3は南部の覆土中層から出土した破片数点が接合したもの

である。4は南部の底面と覆土中から出土した破片が，6は南東部の覆土中層と覆土中から出土した破片が接

合したものである。8は南部の覆土中層から，10は南西部の覆土下層からそれぞれ出土している。9は，中央

部から南西部寄りの底面から出土した破片である。5・7は，覆土中から出土している。11の底部片は，覆土

中から出土している。外面に墨書されているが，判読不能である。12の高台付杯は南部の覆土下層から正位で，

13の高台付杯は南西部の覆土上層から逆位で出土している。14の蓋は南西部の覆土上層から正位で，15の蓋は

西部の覆土中層から逆位で出土している。16の鉢は南西部の覆土中層から正位で出土している。17の饗は北西

部と西部の覆土中層から出土した破片が接合したものである。18の刀子は中央部の覆土下層から，19の不明鉄

製品は南西部の覆土上層から出土している。

所見　遺物は，多量の土師器の整体部片に混じって，須恵器の整体部片や杯細片が出土している。そのほとん

どが覆土下層から中層にかけて出土している。土器の出土状況や多量に検出された灰の堆積状況から，灰と土

器は投棄された可能性が考えられる。性格は不明である。本跡の時期は，出土土器から9世紀中葉と考えられ

る。灰は自然科学分析の結果，稲藁の灰であることが明らかになった。詳細は「付章」を参照されたい。

＼∈］二幸石貨

1零‾‾＿ノ

＼三云

第701図　第881号土坑出土遺物実測図（1）
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第702図　第881号土坑出土遺物実測図（2）

第881号土坑出土遺物観察表

0　　　　　　　　　　　5cm

！　　；　　！

図版番号券　種計測値（cm） 器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴 胎土・色調・焼成備　　　考

第701図 杯

須　恵　器

A　13．4 完形。平底。体郡は外傾して立ち口緑部及び体部内・外面ロクロナデ。砂粒・雲母・長石・P80047

1 B　　4．7 上がり，口緑部はわずかに外反す体部下端手持ちへラ削り。底部回転石英，暗灰色 100％

C　　5．8 る。 ヘラ切り後，1方向のヘラ削り。普通 PL278

2

杯

須　恵　器

A　13．4 底部から口縁部の破片。平底。体口緑部及び体部内・外面ロクロナ砂粒・雲母・長石P80048

B　　4．5部は外傾して立ち上がり，口緑部デ。体部下端手持ちへラ削り。底黄灰色 50％

C　　5．6 に至る。端部は丸く収めている。部1方向のヘラ削り。 普通 PL277

3

杯

須　恵　器

A［13．0］底部からロ綾部の破片。平底。体口緑部及び体部内・外面ロクロナデ。砂粒・雲母・長石・P80049

B　　4．4 部は外傾して立ち上がり，ロ緑部体部下端手持ちへラ削り。底部回転石英，貴灰色 50％

C　　5．8 に至る。端部は丸く収めている。ヘラ切り後，多方向のヘラ削り。普通 PL278

4

杯

須　恵　器

A［13．8］底部から口緑部の破片。平底。体口緑部及び体部内・外面ロクロナデ。砂粒・雲母・長石・P80050

B　　4．7 部は外傾して立ち上がり，口緑部体部下端手持ちへラ削り。底部回転石英，黄灰色 50％

C　　6．0 はわずかに外反する。 ヘラ切り後，1方向のヘラ削り。普通 PL278

5

杯

須　恵　器

A［14月］底部から口緑部の破片。平底。体口緑部及び体部内・外面ロクロナ砂粒・雲母・長石P80051

B　　3．8 部は外傾して立ち上がり，口緑部デ。休部下端手持ちへラ削り。底灰色 50％

C　　8．0 はやや外反する。 部1方向のヘラ削り。 普通 PL278

6

坪

須　恵　器

A［12．9］底部から口緑部の破片。平底。体ロ緑部及び体部内・外面ロクロナ砂粒・雲母・石英P80052

B　　4．0 部は外傾して立ち上がり，ロ緑部デ。体部下端手持ちへラ削り。底黄灰色 40％

C［6．6］はわずかに外反する。 部1方向のヘラ削り。 普通 PL278

7

杯

須　恵　器

A［12．2］底部から口緑部の破片。平底。体口緑部及び体部内・外面ロクロナ砂粒・雲母・長石P80053

B　　4．4 部は外傾して立ち上がり，口縁部デ。休部下端手持ちへラ削り。底灰色 40％

C　　5．9 はわずかに外反する。 部1方向のヘラ削り。 普通 PL278

8

杯

須　恵　器

A［12．8］底部から口緑部の破片。平底。体ロ緑部及び体部内・外面ロタロナ砂粒・雲母・長石P80054

B　　4．2 部は外傾して立ち上がり，端部はデ。休部下端手持ちへラ削り。底褐灰色 35％

C　　6．0 丸く収めている。 部1方向のヘラ削り。 普通 PL278

9

杯

須　恵　器

A　14．0 底部から口緑部の破片。平底。体ロ緑部及び体部内・外面ロクロナデ。砂粒・雲母・長石P80055

B　　4．6 部は外傾して立ち上がり，口緑部体部下端手持ちへラ削り。底部回転にぷい褐色 25％

C［6．4］はわずかに外反する。 ヘラ切り後，1方向のヘラ削り。普通 PL278

ー974－



図版番号　 器　 種　 計測値 k m　　　 器　 形　 の　 特　 徴　　　　　 手　 法　 の　 特　 徴　　　 胎土 ゆ色調 の焼 成　　 備　　 考

第m l 図　　 時　　 A つ鉦　 底部か ら‖禄 高の破 片・半吠＋休　 日緑部及び体部内 ・外面ロケLP ←デ　 砂粒 ・実母 ・艮有　 P 80 0諒

川　　　　　　　 H　 3・い　 部は外頼 して立ち十が リ，目線部　 休 部 上端手持ちへラ削 十 吠吉出 癌　 吠色　　　　　　　 25㌦

須 恵 器 序 揃 の日　 わず かに外反す る0　　　 へラ切 復 路 向のヘラ削 〇　 普通　　　 i

山逃追裏竺二「「彿料
高 台 廿 林　 H 豆 51 高台部か ら休部下端の碑 「 高台　 体部内 ・外面 ロケロナナ 底部回　 砂 粒 ・霊母 ・長有 ・ P 800 58

H　　　　　　　 H　 ∴　　 はハの字状に聞 く∵休部下位に後　 転へラ削 り軋 高台貼 り付け，ナ　 右奥　　　　　　　 3脇

須　 恵　 器　 E　 ・2　 を有する。　　　　　　　　　 デ。　　　　　　　　　　　 灰色　 普通　　　　 ㌘L 2閥

高 台 付 杯　 目 し」誹　 高台部か ら休 部 卜端 瑚 射 「 高台　 体部 内 ・外面 ロケロナデ＋底部回　 砂粒 ・雲母 ・長有 ・ P 80 0諏

13　　　　　　　 日 血 01 は壇 くハ の字状 に開 く∴休部十位　 転へ ラ削 り軋 高台貼 り付け，ナ　 石英　　　　　　 15㌦

須　 恵　 器　 E　 l・」　 に彼を有す る∴　　　　　　　　 う㍉　　　　　　　　　　　　 吠色，普通

第慧図　蓋　は且豊悟 警蒜雷雲警慧悪霊‡：讐霊憲宗吾悪霊：票警蒜孟警岩豊警卿漂㌢鏑藩か恩讐
須　 恵　 器　 F　 2・」　 は屈曲 し，付 く垂 卜する．　　　　　　　　　　　　　　　　　 灰 色　　　　　　　 P H Tγ

H　 （号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

意　　 Å 宥 亘　 大冊 にか ら目線 部の破 星 天井部　 天井部 回転へラ削 十 外周 部及 び　 砂粒 ・雲母 ・長有 ・ P 80 0両

且つ須恵器i；；；；恩窯蓋志警薫蓋蒸 打線部内働タロナデ。i憂蓋　 笹閻且5 須恵器i；；；i i蓋蓋窯蓋志管薫蓋曇 鬱 打線部内働 タロナデつ 憂蓋 序％
㌣

鉢　　 A 事 01 休部か ら‖緑部の破星 休部は外　 目線部内 ・外面 ロクU ナ十 休部　 砂 粒 ・霊母 ・長有 ・ P 800揖

且6 日　用 耳　 順 して立ち十が り，目線吉腔 屈曲す　 外面航位の平 行叩 き．横位のナデ　 吠 色 柑％

須　 恵　 器　　　　　 る∴端 部は十方へ突 出させ てい る∵　痕有 年 内面ナナ　　　　　　 普通 ㌘L 2．78

盛　　 A は言 〕 休部か ら目線 部の朝封「 休 部は大　 日緑部 内 ・外面ロクロナテ㍉ 休部　 砂粒 ・雲母 ・長右 ・ P 80 0（う2

17 H　 廿 ．封　 きく両価 ・内曾 し†頭部は強 く屈　 外面 構位 の半行叩 き， 内面輪積み　 吠 色 頴％

須 恵 器　　 i 曲 して打線部 に至 る。　　　 痕 を残す ナデo　　　　 i普通 iP L ご丁リ

図版番号　 器 種　 鰯 km）
計 測 値

付質　　 特　　　　 徴 備　　　 考
刀身義km） 身幅km） 重ねk m） 重畳（g）

第開 園鼠　刀 子 i （5e8） i 梱 i 摘 i 鍼 絡郎 鉄　 刀身部の破片． M 8227　㌢と282

、　　　′　　　　′′

位置　調査　区の南部　N鋤区。

重複関係　南部を第錮号士族に掘　込まれている。

－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

′　′！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

′　・．－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　′

れる。

土層解説

i　黒褐色　ローム小ブロックぁ廃土小ブロック∵焼土粒子e炭化粒子や粘土小ブロック6粘土粒子少量
2　黒褐色　廃土粒子中量，炭化粒子の粘土小ブロック少量
3　黒褐色　廃土粒子中農芦　炭化粒子を粘土小ブロック少量，粘土太ブロック微量

4　黒褐色　粘土小ブロック多量，粘土粒子車鼠　焼土中ブロックゆ炭化粒子少量

′．　′　　　　　　　　　　　　　　′・・′J　ノノ　ー　　　　　　　　　　　　　　　　′

は北部の覆土中層から連位で出土している。休部外面に　ナヵ」タ底部内面に「酒」と墨書されている。2は

北東部の覆土中層から斜位で出漉している。3ほ覆土中から鵬漉している。射豊北部の覆土中層から出土して

いる。底部外商に「原」と墨書されている。

－〔号う



所見　本跡の時期は，出土土器から9世紀中葉と考えられる。性格は不明である。

第703図　第886号土坑出土遺物実測図

第886号土坑出土遺物観察表

0　　　　　　　　　　　　　10cm

L i　　　　！

図版番号器　種計測値（C皿）器　形　の　特　徴 手　法　の　特　徴胎土・色調・焼成備　　　考

第703図杯

須　恵　器

A　13．0底部から口緑部の破片。平底。体口緑部及び体部内・外面ロクロナ砂粒・雲母・長石P80064　80％

1 B　　3．7部は外傾して立ち上がり，口緑部デ。体部下端手持ちへラ削り。底貴灰色 PL279

C　　6．7はわずかに外反する。 部回転へラ切り後，多方向のヘラ

削り。

普通 休部外面墨書「ナカ」

底部内面墨書「酒」

2

杯

須　恵　器

A　13．2底部から口緑部の破片。平底。体口緑部及び体部内・外面ロクロナ砂粒・雲母・長石・P80065

B　　4．1部は外傾して立ち上がり，口緑部デ。休部下端手持ちへラ削り。底石英 80％

C　　6．0はわずかに外反する。 部1方向のヘラ削り。 灰色，普通 PL278

3

杯

須　恵　器

A　13．4底部から口緑部の破片。平底。体ロ縁部及び体部内・外面ロクロナ砂粒・雲母・長石P80066

B　　3．9部は外傾して立ち上がり，口緑部デ。体部下端手持ちへラ削り。底黄灰色 70％

C　　6．9はわずかに外反する。 部1方向のヘラ削り。 普通 PL278

4

杯

須　恵　器

B（3．8）底部から休部の破片。平底。休部体部内・外面ロクロナデ。体部下砂粒・雲母・長石P80067

C［6．4］は外傾して立ち上がる。 端手持ちへラ削り。底部回転へラ灰黄褐色 35％

切り後，1方向のヘラ削り。普通 底部外面墨書「原」

∴至，〆32了‾こ’耳
ミヨ≡禿

、－　∴／
第704図　第857・860B・1026・1344号土坑出土遺物実測図

一一　g：6

10cm

1　－－l一一一　！



第705図　第856・1355号土坑出土遺物実測図

第856・857・860B・1026・1344・1355号土坑出土遺物観察表

図版 番号 器　 種 計 測値 （cm） 器　 形　 の　 特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎 土 ・色 調 ・焼 成 備　　　 考

第 7 04 囲 杯

土　 師　 器

B （2．9） 体 部 か ら口 緑 部 の 破 片 。 口緑 蔀 ， 体 部 外 面 ロ クロ ナ デ 。 内 砂 粒 P 8 00 44　 5％

1 面 へ ラ 磨 き， 黒 色 処 理 。 にぷ い 橙 色

普 通

体部外面墨書 「杢 ヵ」

S K －86 0 B

2

珂こ

土　 師　 器

B （4．7） 体 部 の破 片 。 体 部 内 ・外 面 ロ ク ロ ナ デ。 砂 粒 ・石 英

橙 色

普 通

P 80 04 5　 5％

体部外面墨昏 「杢 ヵ」

S K －8 6 0 B

3

杯 B （2．8） 体 部 か ら 口緑 部 の破 片 。 目 線 部 ， 体 部 外 面 ロ ク ロナ デ 。 内 砂粒 P 8 0 046　 5％

土　 師　 器

面 へ ラ磨 き， 黒 色 処 理 。 に ぷ い橙 色

普通

休部外面墨書 「杢 ヵ」

S K －8 60 B

4

皿 A　 12．8 高 台 部 か らロ 縁 部 の 破 片 。 高 台 は 口緑 部 及 び 体 部 外 面 ロ クロ ナ デ。 砂 粒 ・雲 母 ・長 石 P 8 00 69　 4 0％

土　 師　 器

B　　 3．0 底 部 外 周 にあ り，「ハ 」 の 字 状 に 内 面 へ ラ磨 き。底 部 回 転 へ ラ 削 り にぷ い 橙 色 P L 2 79

D ［6．6］

E　 l．5

開 く。 体 部 は 緩 や か に外 傾 して 立

ち 上 が り， 口縁 部 は 外 反 す る。

後 ， ナ デ 。 内 面 黒 色 処 理 。 普 通 体部外面墨書 「杢 ヵ」

S K －10 26

5

杯

土　 師　 器

A ［12．8］ 体 部 か ら口緑 部 の破 片。 休 部 は 内 ロ緑 部 ，‾体 部 内 ・外 面 ロ クロナ デ。 砂 粒 ・雲 母 P 8982　5％

B （2．9） 攣 気 味 に外 傾 して 立 ち上 が り， 口 体 部 内面 へ ラ磨 き。 内面 黒色 処理 。 にぷ い橙 色 P L 279，体部外面墨書

緑 部 で わず か に外 反す る。 普 通 「元カ」 S K －1344

第 70 5 図 高 台 付 杯

土　 師　 器

A ［23．2］ 高 台 部 か ら 口縁 部 にか けての破 片。 口 緑 部 ， 体 部 内 ・外 面 ロク ロナデ。 砂粒 ・雲 母 P 8 98 3

6 B　　 8．7 体 部 は 内轡 気 味 に外 傾 して 立 ち 上 体 部 下 半 横 位 の ヘ ラ削 り， 内 面横 に ぷ い黄 橙 色 40％

D　　 9．8 が り， 口緑 部 で わず か に外 反す る。 位 の ヘ ラ磨 き。 底 部 回 転 糸 切 り。 普通 P L 2 79

E　 l．5 高 台 は内 側 に あ り， 「ハ 」 の 字 状

に 開 く。

高 台貼 り付 け 後 ， ナ デ 。 内 面 黒色

処 理 。

S K －135 5

第 7 05 図 杯 A ［15．0］ 底 部 か ら口緑 部 の 破 片 。 平底 。 体 口緑 部 ， 体 部 内 ・外 面 ロ クロナ デ。 砂 粒 ・雲 母 ・長 石 P 8 00 4 1 4 0 ％

7

土　 師　 器

B　　 2．9 部 は 外 傾 して 立 ち 上 が り， 日録 部 底 部 回転 糸切 り。 底 部 内 面 ナ デ。 浅 黄 橙 色 P L 2 77

C ［9．4］ は わ ず か に外 反 す る。 普 通 S K －85 6

第 70 4 図 杯 A　 1 2．9 底 部 か ら口緑 部 の破 片 。 平 底 。 体 口緑 部 ， 体 部 内 ・外 面 ロ クロナ デ。 砂 粒 ・雲 母 ・長 石 P 80 04 2　 6 0％

8

土　 師　 器

B　　 3．1 部 は外 傾 して立 ち上 が り， 口緑 部 底 部 回 転 糸 切 り。 底 部 内 面 ナデ 。 浅 黄 橙 色 P L 27 7

C　　 7．4 は わず か に外 反 す る。 普 通 S K －857

9
杯 B （2．4） 底 部 か ら体 部 下 端 の 破 片 。 平 底 。 体 部 外 函 下 端 ロ ク ロナ デ 。 底 部 回 砂 粒 ・雲母 ・長 石 P 800 43　 40％

土　 師　 器 C　　 6．3 転 糸 切 り。 底 部 内 面 ナ デ 。 浅黄 橙 色 ， 普 通 S K －8 57

表18　8区土坑一覧表

土坑

番号

位 置

長径方 向

（長軸方 向）

平 面 形

規　　　 模

壁 面 底 面 覆 土 主　 な　 遺　 物

備　　　　　　 考

新　 旧　 関　 係

（古 → 新）
長径（軸）×短径（軸）

（m）
深　 さ
（cm）

69 0 M lO e l － 円　　 形 0．74　×　0．71 77 直　 立 平　 坦 － 土師器片

834 0 10 f l N ＿550＿E 楕　 円　 形 0．98　×　0．80 2 4 外　 傾 平　 坦 人　 為

835 0 10 f l － 円　　 形 0．90 4 0 外　 傾 平　 坦 人　 為 土 師器 片，須恵器片

836 0 10 f l 円　　 形 1．25 4 4 外　 傾 平　 坦 人　 為

837 0 10 e l － 円　　 形 1．15 30 外　 傾 平　 坦 人　 為 土師器片，須恵器片

838 0 10 e l － 円　　 形 1．15 38 外　 傾 傾　 斜 自　 然 土師器片，須恵器片

839 0 9 e O － 円　　 形 1．50 16 横　 斜 凹　 凸 人　 為 土師器片，須恵器片

1　977－



十兢
位置

。芸慧芸芸） 平 面 形 i長針 朝 鮮 軸薫 。mヂ 壁 面 底 面 覆 土　 主 な 遺 物　 鶴 諸 ）竃

番号

8朝 0 9 g の ！円　 形 ！ ・訪　 日 中 緩 斜 平 坦 Å 為 須恵器片　　　　　 i

8射 0 リf O 酢 580－可 楕 円 彩車 摘 ×　 潤 い 中 外 傾 平 坦 人 為 i　　　　　　 i

842 O p f O 円　 形 i　 e翻　 日 中 緩 斜 皿 状 極 然 i　　　　　　 i

844 0 9 f O N －470－E　 楕円形中 腰 × 調 い 中 外 傾 平 坦 Å 為 土師器片 須恵器片　　　 棒 K 鋸 魂本跡

鋸5 0 p f O N －500－E　 楕 円 形 い せ器 × ・糾 い 中 外 傾 平 坦 尤 為 土師器片 須恵器片　　　 本跡尋　 K 舶

846 0 リぐ0 N 朝野○めE　 楕 円 形 い せ翻 × 腰 日 中 緩 斜 恩 状 極 熱 土師器片　　　　　 i

847 0 p P 0 N H拓Ow E 序 整 形 巨 減 ×　 調 い 中 緩 斜 凹 凸 Å 為 土師器片 須恵器片 骨片　　 火葬施設

848 0 9 C 8 円　 形 ［　 潤　 い 中 外 傾 皿 状 尤 為 土師器片 須恵器片　　 i

850 ＼10 1ゴ N －酢 E　 楕 円 形 声 髄 X の痛 い 中 外 傾 平 坦 極 然 土師器凱 須恵器片　　　 棒 m 劫 朔本跡

85且 0 9 b 8 N 棚減0瀾 楕 円 形 恒 や翔 × 蘭 恒 中 外 傾 平 坦 Å 為　　　　　　　　　 恒 ほか 本跡車SK拓ヱ

852 N まO j 2 N －4㌧W 巨楕円形］ サ滋 ×［の茹］恒 中 外 傾 平 坦 極 然 i　　　　　　　 序 m 翻 ㊥本跡

853 N 9 g 9
酢 ぼ 沌 「楕 円 形 蘭 ×　 e中 ～嶺 外 傾 平 坦 Å 為 土師蓄凱 須恵鮒　　 i

854 N 9 g 9 N m酢 E　 隅丸方形 巨 飢 × eほ い 中 外 傾 平 坦 Å 為 土師器片 須恵器片　　 ［

855 X lU j2
N －200瀾 巨楕円形］ ［嘲 ×はぜ測］恒 3 外 傾 平 坦 極 然　　　　　　　　　 恒 は酎魂本跡

856 0 10 b l 酎 ぼ溌 「楕 閏 形 m X 錮 中 縮 減 i外 傾 平 坦 ！　 土師器 聯 ）　　　　 恒 Iほか 本跡

857 0 10 b 2
恒　 形 且860 ！ 野 i外 傾 平 坦 極 然 土師器 軌 須恵器片　　 恒 は鋸 のほか 本跡

858 ＼lO i J 鮮 紺 牒 「楕 円 形 蛸 × 蛸 自　 損日 夕 傾 平 坦 Å 為 i　　　　　　　 序 m 測 尋本跡

859 斗10 j J
N 蜘げ dW i楕 円 形 恒 も関 × 創 巨 潤 ！外 傾 凹 凸 Å 為　　　　　　　　　 序 ‡脱 車本跡

鋪 Å 0 7 汁0 円　 形　　 潤　 い　 極 立 皿 状 人 為　　　　　　　　 ［

捕　 B ′0 7 ユ0
円　 形　 e鵬 × 0粥 i雛 瞞 ！彿 傾 傾 斜 Å 為 土師羞 恥 須恵器片　 i

8鋸 0 7 a O N 戦勝 W 楕 円 形 恒 0霊 X e鋪 ！舶～叫 外 傾 凹 凸 尤 為 土師器片 須恵器片　　 ！

862 0 T b O 円　 形 i　 励　 声 中 緩 斜 平 坦 Å 為 i　　　　　　 i

鋪3 0 7 だ9 円　 形 ！　 強　 い 中 外 傾 平 坦 尤 為 土師新 鋭製品 尤骨片　 墓琉

8糾 0 7 C 9 円　 形 ！　 0億　 恒 バ 緩 斜 血 状 極 然 土師器片　　　　　 i

865 0 7 b O 野山裁0n E　 楕 円 形 い e鵬 × 強 い 中 緩 斜 血 状 Å 為 土師器片　　　　　 i

866 0 7 r P 野山餅 E　 楕 円 形 巨 測 × 腰 声　 援 斜 凹 凸 尤 為 i　　　　　　 i

振7 0 7 し8 野柵温50－斑　　 方　 形］　 鋸顧 ×　 e鋸　　 劫　　 緩　 斜　 皿　 状　 Å　 為　 須恵器片　　　　　　　　　　　 本跡報 S K 鋪8

868 0 7 し8 N －10∴W　 楕　 円　彬　 1．日 ＼ ＝）0　　 封　　 藻　 斜　 皿　 状　 人　 為　 士師器片，須恵器片　　　　　　 S K鉦汀→本跡

新中

野中

の d S i

の d 8 i

円　 形 i　 p損　 日 中 緩 斜 血 状 Å 為 i　　　　　　 i

酢 媚0瀾　 円　 形 ［ ・の0　 恒 ～雷 嬢 斜 傾 斜 Å 為 土師器片 須恵器片　　 ！

871 ［0 7 ぐ8 円　 形 ！　 罰　 恒 ～凱 揺 斜 皿 状 尤 為 土師器片　　　　　 i

872 0 8 g 3
聖 堅 止 墜 塑 山 型 聖 堅 反 響 漣 華 恒 や 序 為 ［＋ ＋ ＋　 H… … 「

88温 N p j 5 N ね　○戯E 極 丸長方形 i e拓 × 蘭 恒 中 外 傾 平 坦 Å 為　 嫡 鋸 酢 凱射胴 潮 恥蓋 恒 K 8鋪魂本跡→S K附

882 0 8 ぐう N w　O瀾 楕 円 形 巨 粥 × 調 ［ 蟻　 緩 斜 平 坦 極 然 土師器凱 須恵器片　　　 恒 は27 8S H 霊→本跡

884 N 9 拍 N w　O潤 極 丸長方形 声 腰 ×　 9鮎 恒 中 外 傾 平 坦 Å 為 土師器片 須恵器片　　　 本跡魂 5 m 別の

885 N 9 i 4 ！閏　 可 ＋ ほ う　 ト紅 顔 外 傾 極 斜 i人 為 i　　　　　　　　 本跡叫 S m 別の

886 N りi 5 N 棚且〇一E 恒 丸方形）恒 の胡 ×細ゆ損）恒 中 外 優 太 為 極 熱 土師器片 須恵器 酌 量 の嚢）本跡尋　 K 樟且

887 N 9 j 5
臣 60－E 序 定 形 恒 蘭 × 可 茄～粥 直 立 凹 凸 Å 為 ！　　　　　　　 序 段鎚 魂本捗

888 iN 9 g 4 N h鑓Omw 円　 形 ！　 強　 い 9 ！外 傾 平 坦 Å 為 土師器凱 須恵器片　　 ！

88可 N 9 g 2！N u鮎Oww 隅丸方形 序 鵬 × 腰 恒 中 外 傾 平 坦 Å 為 ！　　　　　　 ！

猶可 N 9 g 2！ 円　 形 ！ ・磁　 恒 一別 外 傾 傾 斜 人 為 i　　　　　　 ［

89日 N 9 抽 円　 形 ！　 罰　 日 中 外 侮 平 坦 Å 為 ［　　　　　　 i

89項 N 9 g 2！ 円　 形 i　 e汚　 い 中 外 傾 平 坦 Å 為 ［　　　　　　 ！

王
893 N 9 f 2 円　 形　　 や磁　　 飢　 外 傾 平 坦 Å 為　　　　　　　　 ；

894 N 9 f 3 i N 淵 瀾 方　 形 i ・磁　 恒 中 外 傾 平 坦 Å 為 i　　　　　　 i

鍾可 N 9 f 3 i 円　 形 i　 e関　 目 中 外 傾 平 坦 Å 為 i　　　　　　 i

相中 N 9 f 3 i 桓 … 旦 「 粟 生 」 畢 攣 序 傾 極 夢中 パ 可＋ ＋ ＋ ＋ ＋ …… つ

猶可 N 9 f 3［N －470－W i牟 … 考 「 」 攣 ∴ 」 や 空 車 甲 可 平 鹿中 松 為 i＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ‥つ

8可 N 9 抽 円　 形 ！ ・帯 ！柑～藷 外 傾 傾 斜 iÅ 為 i　　　　　　 i

楢可 N 9 g 3 i 円　 形 i　 e祁　 恒 ～罰 外 傾 傾 斜 人 為 i　　　　　　 i

粥可 0 9 C 8 i 円　 形 i　 e用　 い 中 外 傾 平 坦 Å 為 須恵器片　　　　　 i

9項 0 9 b 8！N 欄 ○瀾 楕 円 形 恒 撒 X　 や寝 恒 一項 外 傾 傾 斜 Å 為 i　　　　　　 i

粥可 0 9 C 9！鮮 紺 戌 ト隋 円 形 い湖 ×　 蘭 極 欄 外 傾 凹 凸 極 然 i　　　　　　　 i

…978…



土坑

番 号
位置

長径方向

（長軸方向）
平 面 彬

規　　　 模
壁 面 底 面 覆 土 主　 な　 遺　 物

備　　　　　　 考
新　 旧　 関　 係長径潮拉短径潮　 深　 さ

（m j （cm） （古 → 新）

983 0 9 c O N －　50－E 楕　 円　形 0・80 × 0・70 日 8 外　 傾 平　 坦 自　 然

984 0 10 b l N －450－W 楕　 円　 形 1．90　× 1．58 4中 外 傾 平　 坦 人　 為 土師器片 S H 203→本跡

985 0 9 e 7 － 円　　　 形 0．95 20 外　 傾 平　 坦 人　 為 土師器片，須恵器片

986 0 9 b 9 N －770－E 楕　 円　 形 1．25　×　0．65 46 緩　 斜 凹　 凸 人　 為

987 0 9 a 9 － 円　　 形 0．90 23～33 外　 傾 傾　 斜 人　 為

988 0 9 a 9 N －220－W 楕　 円　 形 1．02　×　0．65 30 外　 傾 凹　 凸 人　 為

989 0 9 a 9 N －670－W 楕　 円　形 1．00 亜　　 外　 傾 平　 坦 人　 為 土師器片，須恵器片

990 0 9 a 9 － 円　　 形 0．75 30 外　 傾 平　 川 人　 為

991 0 9 b O N －750－E 楕　 円　形 0．78　×　0．66 27 外　 傾 平　 坦 自　 然

992 0 9 a O － 円　　 形 0．40 58 外　 傾 平　 坦 人　 為

993 0 9 a O N －780－W 楕　 円　 形 0．56　×　0．43 33 外　 傾 凹　 凸 人　 為

994 N 9 j O N －　6㌔W 楕　 円　 形 1．10　×　0．93 27 外　 傾 平　 坦 自　 然 土師器片

995 N 9 j O N －430－E 楕　 円　 形 1．30　× 1．18 18 外　 傾 平　 坦 人　 為 土師器片，須恵器片

996 N 9 j 9 N －620＿W 楕　 円　形 1．02　×　0．66 32 外　 傾 平　 坦 人　 為 土師器片，須恵器片

99日 N 9 j 9 N －53。－E i楕 円 形 i 1・48 × 1・32 日 2 外　 傾 平　 坦 人　 為 土師器片，須恵器片

998 N 9 j 8 －
E円　　 形 1．45 50 外　 傾 平　 坦

l
人　 為 土師器片

壷
999 N 9 h 7 N －670鮒E 楕　 円　形 1．00 18 外　 傾 平　 坦 人　 為 土師器片

1000 N 9 g 7 N －　00 楕　 円　 形 1．64　× 1．45 12 外　 傾 平　 坦 人　 為 土師器片，須恵器片

1001 N 9 g 7 N －760－W 不整楕円形 0．85　×　0．78 20 外　 傾 凹　 凸 人　 為

1002 N 9 g 7 N －880－W 楕　 円　 形 1．18　×　0．60 30 外　 傾 平　 坦 人　 為

1003 N 9 f 7 N －700－W 不　 定　 形 1．08　× 1．03 35 外　 傾 凹　 凸 人　 為 土師器片

1001・N 9 f 8 N －　00－W 隅丸長方形 1．56　× 1．48 15 外　 傾 平　 坦 人　 為 土師器片，須恵器片

1005 N 9 g 9 N －　70－W 楕　 円　形 0．90　×　0．75 13 外　 傾 平　 坦 人　 為

100（うN 9 g O N －　00 楕　 円　形 0・98 × 0・85 日 8 外　 傾 平　 班 人　 為

1007 N lO g l N ＿　γ－E 楕　 円　形 0・69 × ・6中　 21 外　 傾 平　 川 自　 然

1008 N 9 f 5 － 円　　 形 H 0　 日 4 外　 傾 平　 川 人　 為 土師器片

1009 N 9 g 2 N －440－W 楕　 円　 形 le33 × 0．9中 23 ・45 外　 傾 平　 坦 人　 為

1010 N 9 g 2 N ＿120＿E 楕　 円　 形 1・25 × 0・9日 23 。50 外　 傾 平　 坦 人　 為

10日 N 9 f l N －30㌔W 楕　 円　 形 1・35 × 0・9中 25 038 外　 傾 平　 坦 人　 為

1012 N 9 e 2 N －350－E 楕　 円　形 1・20 × 0・95 i23 054 外　 傾 平　 坦 人　 為

10は N 9 f 2 － 円　　　 彬 0・65　 日 3 外　 傾 平　 坦 人　 為

1014 N 9 f 4 N －150－E 隅丸方形 0・75 ！ 26 外　 傾 平　 坦 人　 為

1015 N 9 f 4 N －440－E 隅丸方形 0・75 ！ 15 外　 傾 平　 坦 人　 為

1016 N 9 f 4 N －　80＿E 隅丸方形 0・55 ！ 23 ！外 傾 皿　 状 人　 為

1017 N 9 g ∴1 N －880－W 隅丸長方形 0・80 × 0・72 日 中 外 傾 平　 坦 人　 為

且018 ！N 9 g 5！N －　50－E 隅丸長方形 0・83 ×蛸 ‖ 17 ；外 傾 平　 坦 人 為 】須恵器片

10可 N 9 f 5 iN －850一項 隅丸方形 ！ Ot60 ！ 裏目 外 傾 平　 坦 人 為 ！

1020 iN 9 f li N －20t可 楕 円 叫 1・33 × 1・12 日 中 外 傾 平　 川 人 為 ！

1021 iN 9 g li N －580湖 ！楕 円 可 1・54 × 1・36 ！ 5中 外 傾 凹　 凸 人 為 ！土師器片

1022 iN 9 g li i円　 形 ！1・45 × 1・3可　 封‖ 外 傾 i凹 凸 I人 為 ！土師器片

1023 iN 9 h l i N －130－可 楕 円 形 ！1・10 × 0・9可　 27 i外 傾 i平 叫 人 為 i土師器片

1024 ！N 7 j 9！N －150一項 不 定 形 i 1・04 × 0・40 恒 ～70 ！直 可 凹　 凸 人 為 i土師器片，須恵器片

1025 ！N 7 j O！N －570－可 不 定 可 1・30 × 0・6中　 祭日 外 傾 ！平 叫 人 為 i土師器片，須恵器片

1026 ！N 7 j O！N －30－可 楕 円 可 1・21 × 膵 ‖　 42 i外 傾 ！平 叫 人 為 i土師器 （埠），須恵器片

1027 ！N 7 i O i N －740－E ！楕 円 形 i 1・13 × 0・93 ！ 37 i外 傾 ！平 叫 人 為 ！土師器片，須恵器片　　 i

1028 ！N 7 i O i N －250一項 不 定 形 ！1・50 × 0・可　 30 i外 傾 ！平 叫 人 為 ！土師器片　　　　　 i

1029 iN 7 i O！N －850－可 不 定 痢 1・80 × 1・37 日 中 外 傾 i平 叫 人 為 ！土師器片　　　　　 i

1030 iN 7 i O！ ！円　 痢 0・75 i 3中 外 傾 ！平 坦 i人 為 ！ i

1031 ！N 7 h O i N －350－E i不整楕円形 ！1・15 × 0・83 i 4中 外 傾 ！凹　 凸 人 為 ！土師器片，須恵器片　　 ［

1032 ！N 7 h O！ i円　 可 H 0 i 3中 外 傾 ！凹 凸 ！人 為 i土師器片，須恵器片　　 ！

1033 ！N 7 g O ！N －酢 可 楕 円 可 0・93 ×0・6中　 浣‖ 外 傾 i平 叫 人 為 ！土師器片　　　　　 ！

ユ034 ！N丁8 g l iN －610一項 不 定 可 0・96 × 0・可　 4日 外 項 皿 可 日　 射 土師器片　　　　　 ！

1035 ！N 8 g li ！円　 形 i 0・80 ！ 82 ！外 傾 i皿 状 ！日　 射 土師器片　　　　　 ！

一　つ）79　－…－



十兢

位置

長 律方 向 ，　　 規　　　 模

底 面 薇 十 工　 な　 遺　 物

I

備　　　　　　 考

新　 旧　 関　 係

（古 → 新）番号 （長軸方向）
半　面 彬

ヨ
趣 潮 時 醗 ㈲

（m ）
深　 さ
（cm）

壁　 面

103 6 N 8 g 2 －
［出　　 府 ！ 0・50 54 外　 価 皿　 状 l 自　 然 十師器片

103 9 N 8 f O N －15㌔E 楕　 円　 楷 0．～H　X　け70 4 5 外　 傾 皿　 状

I

人　 為

10寸0 N 8 e O …
i 円　　 形

i
0．65 35 i外　 傾 皿　 状 人　 為

1掴 1 N 8 g O － （円形） 0。98　×維浮が 30 外　 傾 皿　 状 人　 為 須恵器片 本跡 → S K lO4 2

10 42 N 8 g O N －350－E 楕　 円　 形 1．24　×　H 臓 52 外　 傾 平　 川 人　 為 十帥器片．頂点器片 S K lOlH →本跡

10 43 0 8 b 2
i

円　　 形 0．65 18 ～ 55 外　 傾 凹　 凸 人　 為 S I 1 22 5→ 本跡

l掴4 0 8 c l － 円　　 彬 0．50 43 ～ 58 外　 傾 凹　 凸 人　 為

1045 0 8 b i N ＿　20＿E 楕　 円　 彬 0．76　×　0．64 12 ～ 18 外　 傾 皿　 状 人　 為 士師器片

1（＝hA 0 8 c l －
楕　 円　 彬 1．10　x　O．頂 16 ～ 42 嬢　 斜 凹　 凸 人　 為 工師器片，須恵器片 S K lO4 6 B －尋本跡

104 6 B 0 8 c l － （円形） （1．03）×　0。95 15 ～ 40 緩　 斜 凹　 凸 人　 為 十師器片、須恵器片 本跡 → S K lO4 6A

10 47 0 8 b l － 円　　 彬 0．65 17 ～ 56 外　 傾 凹　 凸 人　 為 土師器片

1糾8 0 8 b l N －＝∴W 楕　 円　 彬 0．52　×　0．∴h 66 外　 傾 平　 坦 人　 為 S I 12 33 → 本跡

10 49 0 7 d 8 N 一　丁∴E 楕　 円　 彬 0．85　×　0．70 17 載　 斜 皿　 状 人　 為

1050 0 7 d 8 … 出　　　 彬 1．10 3 1 緩　 斜 平　 坦 人　 為 工帥器片，須恵器片

105 1 0 7 d O N －1こ「 E 楕　 円　 彬 1．05　×　0．95 4 7 外　 傾 平　 出 人　 為 工師器 片，須恵 器片

1052 0 7 ぐ0 N つ0㌧E 楕　 円　 形 1．01 ×　0．m 4 5 i直　 立 平　 坦 人　 為 土 師器 片，須恵器片

1053 0 7 b O －
円　　 形 0．35 37 直　 立 平　 川 人　 為

1054 0 7 b O … 出　　 彬 1．05 37 ～ノ47 外　 傾 傾　 斜 人　 為 十 帥器 片，須恵器片 S I 12 23 → 本跡

10 55 0 7 b O N －63 0－W 楕　 円　 形 0。68　×　0．54 J O 緩　 斜 平　 坦 人　 為

且056 0 7 b 9 － 出　　 府 0．55 3 3 緩　 斜 平　 川 人　 為

1057 0 8 e 5 N －35∴W 楕　 円　 彬 1．03　×　0．88 2 4 緩　 斜 平　 川 人　 為 S 1 1ヱ汀→ 本跡

1058 0 8 e 4 － 円　　　 彬 0．65 H 3 直　 立 平　 坦 人　 為

且059 0 8 e 5 N －10㍉－W 楕　 円　 彬 仕57　×　0．・B 5 4 外　 傾 平　 坦 人　 為

十師器片

i

［土師器片

l

i

土師器片　　　　　 ！

［

S H 飢 →S B lO2→本跡

108 0 0 8 d 5 － 円　　 形 0．65 4 8 外　 傾 平　 坦 人　 為

100 1 0 8 d ・1 …
円　　 彬 0．27 4 2 外　 傾 平　 川 人　 為

106 2 0 8 d 4 － 円　　　 彬 0．43 4 8 外　 傾 平　 坦 人　 為

106 3 0 8 d 4 N 一郎∴ E 楕　 円　 彬 0。62　×　0．52 15 ～42 外　 傾 平　 川 人　 為

106 4 0 8 d Ll N －　6㌔ E 不整楕円形 0．82　×　0．5（う 16 、70 外　 傾 平　 川 人　 為

106 5 0 8 C 後 － 出　　　 彬 0．55 100 外　 傾 平　 坦 人　 為

且瞞6 0 8 C 4 … 円　　 彬 0．50 3 7 外　 傾 平　 川 人　 為

l瞞7 0 8 C 4 … 円　　 彬 0．50 3 3～ 35 外　 傾 凹　 凸 人　 為

106 8 0 8 d 」・ － 円　　　 形 0．45 2 7～′′35 外　 傾 凹　 凸 人　 為

106 9 0 8 b 6 N つ30－E 楕　 円　 彬 け85　×　0．70 2 0～ 38 媛　 斜 凹　 凸 人　 為

107 0 0 8 a 5 N －10∴W 楕　 円　 鳴 0．（泣ト　X　O．58 34 媛　 斜 平　 坦 自　 然

107 1 N 8 j 5 － 出　　 彬 け80 19～ 29 外　 傾 凹　 凸 人　 為 S I 123 5 －抄本 跡

S H 23 5→ 本跡

l酵2 N 8 j 6 － 円　　　 彬 0．68 3 6～ 45 外　 傾 凹　 凸 人　 為

107 3 N 8 i 6 N －18ご－E 楕　 円　 彬 ＝吊　〉く　拙棺 36～ 56 外　 傾 平　 坦 人　 為

107 1・ N 8 i 6 N l（う0㌧W 楕　 円　 彬 0．83　×　0．62 12 ～ 42 外　 傾 皿　 状 人　 為

107 5 N 8 h （i － 出　　 府 0．90 48 外　 傾 皿　 状 人　 為

107 6 N 8 h （う
［出　　 府 0．90　 ［ 58 外　 傾 凹　 凸 i人　 為 ［

107 7 N 8 h 7 ＼ －11㌧ E 楕　 円　 形 0．57　×　0．45 25 外　 傾 皿　 状 人　 為

107 8 N 8 i 7 N －1二1㌔W 楕　 円　 形 0．69　×　0．56 24 外　 傾 皿　 状 人　 為

107 9 N 8 i 7 － 円　　 形 0．50 30 垂　 直 平　 川 人　 為

1080 N 8 j 8 － 円　　　 形 0．95 30 外　 傾 平　 坦 人　 為

108 1 N 8 i 7 － 月　　 形 0．77 25 外　 傾 平　 坦 人　 為

1082 N 8 h 8 － 円　　　 形 0．73 32 外　 傾 平　 川 人　 為

1083 N 8 j 5 ＼一　十一W 不　 定　 形 1。64　× 1．20 30 外　 傾 平　 坦 －

1084 N 8 j 5 N 一針「 W 楕　 円　 彬 0．84　×　0．73 4 1
ま

外　 傾 平　 川 ！土師器片　　　　　 ［

j

i

萱！

［

1085 N 8 f 9 ＼つ7∴W 不整楕円形 1．42　× 1．30 34 ～ 47 外　 傾 皿　 状 人　 為

1086 N 8 f 9 N －37こ－E I楕　 円　 形 1．15　×　0．95 27 ～ 53 外　 傾 平　 坦 人　 為

1087 N 8 e 8 N ＿18㌔E 楕　 円　 彬 0，85　×　0．65 20 外　 傾 凹　 凸 人　 為

1088 N 8 e 9 ＼一　い∴W 楕　 円　 彬 1．10　×　0．75 35 ～ 40 外　 傾 平　 出 入 射

1089Å N 8 e 7
N d 75 0－可 ［楕 円形 ］ ［0．95］×　私70 33 垂直緩斜 皿　 状 自　 然 士師器 片．須 恵器片

一　個（）一一



士兢　　　　　 長律方向
位置

番号　　　　　 長朝方向ラ

平面形 招 磯i 酎軸肯 mデ 壁面 底面 i覆土 i　 主 な 遺 物 備　　　　　　 考
新　 旧　 関　 係

し古→　新〕

且089B N 8 e 7iN∴。㌢一正 ㈲ 礪 刃 臓拍 舶 中 断 ヰ 媛 斜桓 凸 人　為 工師器片，須恵器片

1090　N 8 P T 円　 形i　 e舗　 恒 中 穫 斜 皿 状 人　為童

1001 N 8 P h　＼－JJ十一W 楕 閏 形い悌 ×　潤 い 中 媛 斜 皿 状 自　然

寸0い2　N 8いり　＼－60㌔W 酎 醐 畑 は 招摘 「 錆　 極 斜棒 状 自　然

胱中仙 司 閏　 罰可　 竃棚＋ 「 相　 棒 斜極 状 自　然 工帥器片
臓 極細 中 一酢 W 楕 閏形恒澗 ×脱‖　 鼠8　再拍可 平 坦 人　為
臓 匪… 中 潮 潤 楕 円形恒職 ×脳中針増車…可 皿 状 人　為

拍捕日射蟻薄日酢4 結E 楕 円形恒戯 ×馳‖　 2急　け…可 平 坦 人　為 士帥器片．須恵器片

且の97　N 8 g 6 閏　 肇可　 は＋ 「膵　 極 斜極 状 自　然
臓 中潮 凍 酢瀦 一正 酎 醐 中 は 叫臓 「鑑　 極 斜極 状 自　然
脳 中制司 酢粛 欄 隅丸長方形棒鋼 ×　朗 恒 中 外 傾 皿 状 自　然
脳中 略司 円　 形！ ・張　 恒 中 外 傾 血 状 自　然
膳中 潮司 酢磯雄 楕 閏 形恒蘭 ×繍バ　 且5　序…可 平 坦 自　然
125中 略抽 閤　 形！　 調　 い 中 外 傾 血 状 自　然
脳 桓路 車 用 欄 楕 円形巨酵 X　の紺 恒 023 外 傾 平 坦 自　然 士帥器片，須恵器片 i

i
闇中 潮司 酢磯雄 楕 円形恒儲 X は‖　 2省　け…可 皿 状 人　為 土師器片，須恵器片
勝中抽嗅 閏　 事項　 藍澗＋ 「 相　 棒牒 極 状 自　然 士師器片，須恵器片
腰 庫裾 車 誹 楕 閏形‖悌 ×　e弱 い 5 ！外 項 皿 状 人　為 士師器片．須恵器片
胱 中飾司 閏　 勇項　 藍偶＋ 「瀬　 極欄 極 状 人　為
勝 車抽斗 酢雷 欄 方　 形i　 e鍼　 恒 中 外 傾 凹 凸 人　為 本跡→S I1239
戦 車賄中 私感 欄 機 関 形巨偶 ×相 棒湖 中 欄 序 盤 人　為
潤中頼 叫 洞　 形i　 調　 い 中 外 傾 平 坦 自　然｝

土師器片　　　　　 i相好はM 摘牒日航瀾粒W 隅丸長方彬　 川　×　けTO　　市　　 外　傾　平　川 人　為
胤中細 叫 閏　 溺可　 間 ＋ 「 相　 棒牒 棒 状 自　然 土師器片，須恵器片
脳中 賄項 酢課欄 楕 閏形巨 摘×　朗 恒 中 外 傾 平 坦 自　然 土師器凱 須恵器片　　 i

i

土師器片　　　　　 ［
！

土師器片　　　　　 ！

S I926→本跡

憫 恒鯨 中 一74㌔W 楕 円形序野 ×　調 い 中 外 傾 血 状 自　然
膠中細㌘ 閏　 形i　 ぁ氾　 日 中 垂 直 平 坦 人　為
儲 中酢蛸 円　 形i　 e撒　 恒 中 垂 直 平 坦 人　為
淵中 榔吋 閏　 形i　 o減　 恒 中 垂 直 平 坦 人　為
脳 中 鋸 恒 湖 男 楕閏形］恒も5　×紹罰 い 詔　 外 傾 平 坦 自　然 十肺器片．須恵器片
皿 序鋸 中 … 描 楕 閏 形「憫 ×　調 い 中 准 尉 皿 状 人　為 士帥器片，須恵器片
133恒 8ノ凍 酢腐 欄 楕 円 形恒例 ×渦中 15　極…可 平 坦 人　為 土師器片　　　　　 i

！

土師器片　　　　　 ！

脳中 胤凍 酢腰欄 楕 閏 形‖脳 ×　6中 ～郡 外 傾 血 状 人　為
脳中 甘凍 私感欄 楕 円 形恒澗 ×臓‖　 且5　序招可 平 坦 人　為
且336A恒 凍 閏　 形［　 罰　 恒 ～霊 嬢 斜 平 坦 人　為 十師器片
且336車 9 i6iN c が 楕 円形車は躯 施醐 序十蟻極牒汗平 坦 人　為 土師器片
脚 極細 恒 憫 欄 楕 閏形恒潤 ×随中　 3憑　け…可 凹 凸 人　為 士師器片，須恵器片
臓 極細 中 欄 Ⅷ 楕 閤形声創 ×蛸中断湖中…可 傾 斜 人　為 士師器片，須恵器片

士師器片．須恵器片

脳 極細 恒 欄 欄 楕 円形恒戯 ×摘中　 且7　極…可 平 坦 人　為
捌 中仙凍 酢磯 雄 隅丸長方形巨5　×　す可 部～盟 外 傾 平 坦 人　為
温3項 蛸鉦可　 －… i不　 明恒e5　×細や鋸）庫～測 線 斜 凹 凸 自　然 士師器片，須恵器片
胤中 仙司 酢粛 欄 楕 円 形声戯 ×蛸日掛瑠中…可 凹 凸 人　為

人　為

須恵器‡片

士師器（林）．須恵器片は引　M 8 jO 円　　 形　 l。26　×　温。且3　　窓　　 外　傾　平　坦
胱 再 臨中 断 浩項 楕 閏 形声戯 ×蟻日掛鰭恒…可 凹 凸 人　為 工師器片
捌頼…射 序周鮮可 楕 閏形声戯 X は中断沌中招可平 坦 自　然 土師器片．須恵器片
髄 恒 射 可狛酢 可 楕 円形巨彪 ×　腰 日 中 外 侮 凹 凸

－ 十師器片．須恵器片 S lH 05→本跡
瀾 桓腑 中 一酢 可 楕 酢 項 撒け 錮中 断 耳 緩 斜桓 凸 人　為 土師器片　　　　　 ！

捌中朋 招再出鮮可 楕 円形声ぷ ×臓‖　 27　序…可 准 尉 人　為 土師器片　　　　　 i

温35のM 鈍 2i　 i閏　 可 は拍 摘中 断 ヰ 媛 斜恒 凸 Å　為 土師器片　　　　　 ［

且35且M lO i2［ …… ！閏　 男可　 脳＋ 「媚　 極牒 序 坦 人　為 土師器片，須恵新 調 断 つ S I1－日2→本跡
且354 M 9 g 可 ・－ i閏　 勇中 開 叫澗 日舞 極欄 序 盤 尤 為i ！SK1355→SB糾A→本跡

臓滋上腿針払出Ⅸ上野㌔W 姦 方 形恒爛 ×撒‖　 且7　序…可 平 坦
－ 士師器（高台付杯） 本路→SD84Å→SK1354

脳 中 酌 可狛 醗 可 楕 円 形恒の劉 ×　調 い 中 緩斜 平 坦 Å 為i士帥器片　　　　　　　　 ｝S I「＝0→本跡

つ）81　－－－



土坑

位 置

長径方 向

平 面 形

規　　　 模

壁 面 底 面 覆 土 主　 な　 造　 物
備　　　　　　 考

新　 旧　 関　 係

（古 → 新）番号 （長軸方向）
長径 （軸）×短径（恥

（m ）
深　 さ
（cm ）

13 58 M 9 f 3 N －380＿E 楕　 円　 形 1．66　× 1．25 2 8 ～32 緩　 斜 平　 坦 人　 為 S I 143 0→ 本跡

135 9 M 8 d 6 N －11。一E 隅丸長方形 1．14　×　0．75 7 一一10 横　 斜 平　 坦 人　 為 土師器片

136 0 M 8 d 7 N －16 0＿E 隅丸長方形 1．05　×　0．71 14 緩　 斜 平　 坦 人　 為 土師器片

136 1 M lO a 2 N －90。 隅丸長方形 1．13　×　0．88 80 外　 傾 平　 坦 人　 為

136 3 M 8 f O N －68 0＿W 不整楕円形 1．32　×　0．93 27 媛　 斜 平　 坦 人　 為 土師器片，須恵器片 S I 14 28 → 本跡

13 65 M 9 j O i
－ 円　　　 形 1．32 23 横　 斜 平　 坦 人　 為 土 師器片，須恵器片

（8）遺構外出土遺物（第706・707図）

今回の調査で，遺構に伴わない旧石器時代から中世にかけての遺物が出土している。ここでは，これらの出

土遺物のうち特徴的なものについて掲載する。

第706図　8区遺構外出土遺物実測図（1）

⊥‡∴宴二三
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第707図　8区遺構外出土遺物実測図（2）

遺構外出土遺物観察表

＿主 0　　　　1cm

25　L⊥」

図版番号 器　 種 計測値（cm） 器 形 及 び 文 様 の 特 徴 胎土・色調 ・焼成 備　　　 考

第706 図 探鉢形土器 B （3．8） 口縁部の破片。L R の単節縄文を地文に，沈線が施 小礫・長石・赤色粒子 T P 8433　P L 279

1 縄 文土 器 されている。 にぷい黄褐色，普通 縄文時代後期前葉　 堀ノ内I式

2
深鉢形土器 B （6．4） 胴部の破片。L R の単節縄文を地文とし，沈線文が 小礫 ・長石・赤色粒子 T P8434　P L279

縄文 土器 垂下する。 にぷい黄橙色，普通 縄文時代後期前葉　 堀ノ内I式

図版番号 器　 種 計測値（C血） 器　 形　 の　 特　 徴 手　 法　 の　 特　 徴 胎土・色調・焼成 備　　　 考

第706 園 杯

土　 師　 器

B （2．2） 底部から体部下端にかけての破片。 体部下端手持ちへラ削り，内面へ 砂粒 ・雲母 ・長石 ・ P 8987

3 C ［6．6］ 平底。体部は内攣気味に立ち上が ラ磨き。底部1 方向のヘラ削り。 石英 5％

る。 内面黒色処理。 灰色，普通 休部，底部に墨書判読不能

4

杯

土　 師　 器

B （3．8） 体部の破片。体部は内管気味に立 体部内・外面ロクロナデ。体部下 砂粒・雲母 P8991

ち上がる。 端手持ちへラ削り，内面へラ磨き。 にぷい橙色 5％

内面黒色処理。 普通 体部外面に墨書「杢ヵ」

5

杯

土　 師　 器

B （2．4） 休部の破片。 体部下端へラ削り，内面へラ磨き。 砂粒 ・雲母 P 8990

内面黒色処理。 にぷい褐色

普通

5％

体部外面に刻書判読不能

6

杯

須　 恵　 器

B （4．1） 体部の破片。 体部内 ・外面ロクロナデ。体部外 砂粒 ・雲母・石英 P 8988　5％

面下端手持ちへラ削り。 灰白色

普通

P L 279

休部外面に墨書「ナカ」

7

双　 耳　 杯

須　 恵　 器

B （2．7） 体部下端の破片。体部下端に稜を 体部内・外面ロクロナデ。耳部ナ 砂粒 ・長石 P8985

有し，下位に断面楕円形の耳部が デ。 灰色 5％

つく。耳部は外上方に開く。 普通 三和浜ノ台窯ヵ

8

董

須　 恵　 器

A ［13，6］ 天井部から口縁部にかけての破片。 口緑部，外周部内・外面ロクロナ 砂粒・長石・石英 P8986　30％

B （3．1） 天井頂部は丸味を帯び，外周部は デ。 暗灰黄色 P L 279

なだらかに下降し，屈曲して口緑

部に至る。ロ縁部は垂下する。

普通 外面に自然袖

0 8aO 区。

ー983－



航 番号　 若　 種 恒 順 行m）　 器 形 の 特 徴　　　 手 法 の 特 徴　　 胎ま あ色調 も焼成　 備　 考

ま第706 図　　 壷　　　 目　しγ証　 休部十半の破片∴体領 土内曾 して　 体部内 ・外面ロケU ナデ．体部下　 砂粒 ・赤色粒子　　　 P 脚出

9 須恵器 i立ち上がる○　　 ≡蓋≡蓋蓋逐還；窯 郡 色　 窯書完側
上位には 2 条 i単位 が 温段 巡る。

壷　　　 狛 犯 が　 底部か ら体部上位にかけての破片c　 体部内 の外面ロタロナデ。 高育貼　 砂粒 の雲母 の長石 の　 ㌘掴 9

iO　陶　 器雲［且芸：誓］雷誓霊 慧孟禁霊霊孟宗　榔後ナデ0　　　 霊褐色　　 警2撒
外周にあ り．毎 く外方にふんばる∵　　　　　　　　　　　　　　　　 普通　　　　　　　 常滑 系

図版番号 月日　　 種
計　　　　　　 測　　　　　　 値 主　 観

ー

胎　 士 ・ 色　 調 備　　　 考詣 径 （cm）　 長 さ　 k m） 孔饉膏cm）　 重射 g ）

第706図11 球 状 士 錘 （2。5）
02　 日 の目　 拍 誹

やや扁平な球体∵ナデ∴ 雲母． にぷい褐色 O P 机吏　 P L 二280

且2 球 状 士 錘 の中　 85　 恒 の日　 独 5
やや扁平な球体∴ナチ＋ 長有，にぷい赤褐色 D P 8 Ll∴13　 P L 2 80

温3 球 状 士 錘 1．8
m i 銑5 i 掴

扁平な球体 。ナデ。 長右，明褐色 D P 8 1∴15　 P L 28 0

皇4 球 状 士 錘
ゆ目　 せ8

0．6
［

丁．J 扇 辛な球体＋　ナデ∴ 長右．にぷい橙色 D P 81 1 7

15

［

管 状 士 錘

！

1．寸

i

2．3 0．3

［　　　　　　　　　　 ［

寸．寸

［

円筒状㍉　ナデ㍉

i

砂 粒．にぷい褐色

！

O P 8引6　 P L 28 0

踊 番号i 銭 名 ！ 計 測 ポ 諦 尋　 特　 徴
出土地慮

！

再　 考

「針廟
！

「狛廟

第開園且　長年太賓！ 且の9 序 X も6 ！ の7　 恒墟年 閏体方形0皇朝十二銭0 iM鍼の区 極鵬上靴親

摘　 璧栄元賓！ ご・寸　 i銚6　X　の感 の9　 極鵬 開催方形。北宋銭。 桓柑纏 M8氾3　P L2氾

図版番号 器　　 種
計　　　 測　　　 値　　 i

剥離と調整の特徴 備　　　 考長 さkm小 官 k m） 厚 さ玩m日 量射 g） 石材

蜘 頑 剥　　　 片 i J・0 3の3 i 鍼 ぁ中 頁岩 ［薄手の寸詰まりの剥片． 博 8紺　 P L284

2且 剥　　　 片 （2。6） の2 ！ の9 i 鼠を中 東岩 ∴朽彬を呈す．横長剥片∵ Q 8118　P L2甘1

22 剥　　　 片 2．6 3ぁ温 i oの7 叡疎　　　 頁岩 表面に自然面を残す，縦長剥片の十半部∵ Q 81川　 P L 281

23 削　　　 器 5言
招 「 儲 巨 消 極 厚手の縦長剥片を素祐二し，末端部の裏面を

中心に剥離｛加え，刃部を作り出している∴ Q 8416　P L 284

24 鉱 2の3 i m 04 ！ 。中 喝璃 両面押圧剥離∴左右対称彬．無茎∵ Qと＝ゴO　P L 2～吊

25 飯 Ⅲ＋ i m i c摘　 上 狛う　 「舶 両面抑圧剥離．左右対称彬㍉　無茎∴ Q 8寝l　P L 2出
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第4節　ま　　と　　め

1　はじめに

当遺跡の調査は，平成7年4月から平成は年3月までの5年間にわたって実施され，調査した遺構数は，竪

穴住居跡吊31軒，土坑1，2翻基　掘立柱建物跡は棟など，膨大な数に上る。これまでの調査から，当遺跡は

古墳時代後期から奈良の平安時代を中心とする複合遺跡であることが判明している。当遺跡は，律令期の行政

組織において常陸国河内郡鴫名郷に属しており，遺跡の規模や出土達観整然と配置された掘立柱建物跡群な

どから，郷の中心的な集落跡になると考えられる。

本報告書は，平成10㍉は年度に調査したっくぼ市熊の山遺跡のうち，平成10年度に調査した調査10区を除く

遺構と遺物を扱っている。概要は次のとおりである。

確認された遺構は，竪穴住居跡309軒（古墳時代134軋奈良。平安時代膵軒　時期不明4軒），掘立柱建物

跡腑棟　古墳時代　棟　奈良0平安時代53棟），溝29条（奈良も平安時代3嵐　時期不明26条）タ井戸跡7基

（奈良。平安時代i鼠　中世i基芦時期不明5基），道路状遺構2条（中世），方形竪穴状遺構ま3基（中世1盈

時期不明12基），地下式境6基（中世）タ土坑391基（その内性格が明らかなものは，火葬施設4基，墓壕つ基）

である。旧石器時代及び縄文時代の遣物は出土しているが，遺構は確認されていない。弥生時代に関しては，

遺構e遣物ともに確認されていない。なお，竪穴住居跡で遺構の規模と時期が不明であるのもは，住居跡一覧

表だけで記載している。

出土した遺物は資　旧石器時代の石器，縄文時代の土器片を石器，古墳時代の土師器。須恵器。金属製品の石

製品の土製鼠奈良の平安時代の土師器ゆ須恵器の灰粕陶器せ腰帯具の金属製品の石製品e土製品8古銭誹恒

近世の陶器片。煙管の古銭を土製品・木製品などである。旧石器時代と縄文時代の遣物は，表面採集された，

あるいは他の時代の遺構に混入していたものである。

今回報告した調査488区で主な遺構としては，古墳時代後期では，調査4区にみられる一辺が8～9mを

超える大形の竪穴住居跡や，第53055～57号掘立柱建物跡がある。奈良8平安時代では，調査8区の北部で検

出された「監」字状に配置された掘立柱建物跡群と，同じ調査8区の南部で検出された竪穴住居跡をはば「コ」

の字状に囲むように配置された掘立柱建物跡群がある。さらに，当遺跡を取り囲むように箱薬研堀状に掘り込

まれた第16035Ao35B号溝と大形の第30号井戸跡などがあげられる。出土遺物では，第16号鼠第35B号溝

と第30号井戸跡からそれぞれ出土した須恵器の太監　その他これらの遺構及びその他の遺構から出土した多量

の遺物がある。これらは奈良e平安時化　特に律令期の集落の様相を考察する上で，貴重な資料になるものと

考えられる。中世ではタ　調査4区の北部で検出された第1の醐号溝によって「コ」の字状に囲まれた区域にタ

墓境や墓境の可能性がある土坑群，火葬施設，地下式境，井戸跡，方形竪穴状遺構，柵列がある。このように

各遺構がセットで検出された例は少なく，中世の葬送儀礼を考察する上で，重要な資料と考えられる。

ここでは，今回報告分の調査408区を中心として，これまで報告されている調査区の遺構e遣物を含めタ

当遺跡の主体となる古墳時代後期及び奈良p平安時代の集落の様相について，竪穴住居屋敷　掘立柱建物跡及び

溝，大形井戸跡等の特徴的な遺構や須恵器の太婆，その他の遺物から若干の考察を加え，まとめとしたい。

2　古墳時代後期の集落の様相

（1）集落の変遷について

この項では，下拓の表日をもとに古墳時代後期の集落の変遷について概観しておく。

－一つ）85　－－－1－－



の　6世紀代

確認された当該期の竪穴住居跡の数はタ　今回報告する範囲では調査　区で錯節，　区で　軒芦　8区で12軒で

ある。これまでの調査報告では汐　今回報告分を含めて相野が確認されている。　陛紀前半または前葉から中

葉の時期に比定された住居跡は蟻軒だけである。5世紀代に比べわずかに住居跡数が増え資　7区で8軒芦　Ⅲ区

で7軒が比較的まとまって検出されているほかタ　5区で2軒タ　6区で1軒芦　8区で1軒が検出されている。住

居跡が急激に増加するのはタ　6世紀後半以降からである。6世紀後半の住居跡の分布は芦　調査区域の北部にあ

たるⅢ区から中央部から西部にあたる408区にかけて密であ勘東側から台地上に入　込む谷部0区と5

区の間に広がる　標高蟻～摘mの部分）を因むよ　に標高鋼～2mの地点にかけての台地上全体に広がりをみ

せている。大形住居跡2）の分布を見ても芦調査畑Ⅲ区に集庫してお娠　遺構の配置からヲ　さらにこの時期の

集落の範囲がタ調査畑8区の西側の未調査区域に広がっていることを想定させる。なおタ　6世紀後半から7

世紀にかけての集落の穀倉と考えられる2×2間の総柱式の掘立柱建物跡（第15054012の号）がタ　それぞれ

－ユ・5・8区で確認されている。

・7世紀代

当該期の竪穴住居跡は，今回報告する範囲では調査4区で50軒タ　5区で4軒タ　8区で29軒が確認されている。

これまでの調査報告では資　今回報告分を含めて相野が確認されている。7世紀は，前半と後半とでは芦　竪穴

住居跡の分布状況に変容が見られる。竪穴住居跡の最も密な分布地域がジ　7世紀前半はやや南部へ移動するも

のの6世紀後半に引き続くものと考えられタ太形住居跡の分布も，5区で増加しⅢ区で減少するものの6世紀

後半と同様の傾向を見せている。

様相に変化が腰えるのが，7世紀中薬を含めた7世紀後半である。これまでに確認された7世紀後半または

中葉から後薬の時期に比定された住居跡は錆軒であ勘　区で摘軋　区で　軋　区で　軋　区で　軋

7区で2軋　8区で3軌　は区で且軒が検出されている。大形住居跡も後の687区からの各1軒ずつ計3軒

にとどま勘　住居跡数の減少とともに大形住居跡数も減少している。またタ　集落の範囲も縮小し，調査4区の

中央部から北西部にかけての範囲と6区に住居跡の分布が目立つ程度である。7世紀後半の時期で注目すべき

遺構としては芦　4区の西部で確認されている第55～57号据立柱建物跡があげられる。3棟ともにほぼ同じ桁方

向であり芦　と　わけ　第萄号掘立柱建物跡（5×3間主第5号掘立柱建物跡雄×3間）はタ　この時期の掘

立柱建物跡としてほァ　柏木古墳群遺跡で確認されている第1～3号掘立柱建物跡に比肩する規模のものであ

る3）。またタ　3か所の柱穴だけ確認されタ　さらに未調査区に延びていると考えられる第53号掘立柱建物跡も7

世紀代の遺構である。これらの掘立柱建物跡からも，この時期，相当の有力者が存在したことを想像させるも

のである「。

表温9　各期昏各区住居跡数　懐中の（）内の数字楓一辺が6mを超す太形の住居跡であ尉

調査区　 世紀 4　 世　 紀 5　 健　 妃 6　 世　 紀 7　 世　 紀 8　 世　 紀 9　 世　 紀 10　 世　 紀 計 （軒）

調査 †区 3 l 1 3（＝ 4 13 12 3 4 9日目

2 1 1 3 （＝ 1 1 3 2 5 35 1日目

3 H 7 5 4 9 3 6

4 1 4射 14） 5 6（13） 6 2 （2） 2 7 3 8 228 （2 9）

5 7 中 3 17 ㈱ 3 0は4） 鼠5 14 10 96 （2 3）

6 16 ㈱ 6 綾） 16 （5） 22 （2） 4 3 2 7 7 2 202 （14）

7 2
［

且2 （1） 10 （5） 3 7（1） 6 3持） 54 178 （8 ）

8 i 2 1（2） 射 （9） 2 7は） 3 9（6） 1 7 142 （18）

9 1 2 3

Ⅲ 18 1 4 7（26） 11 （6） 3 2 2 9 20 158 （3 2）

証　 し軒1 47 （6） 13 （2） 18 1（58） 182 （4 9） 23 6（4） 22 0浮） 2 48 112 6 （12 6）

一一　個6　－



（2）出土遺物について

①　土器の様相について

ここでは，熊の山遺跡から出土した土師器の変遷について，古墳時代後期に焦点を絞り，述べることとする。

土器編年を試みるにあたり，形態変化が明瞭な杯に伴う肇・甑・高杯等の土器組成を捉え，各器種の形態変化

や遺構の重複関係，須恵器との共伴関係を検討し，組み立てた。

I期（第708図）

杯は，椀形杯と須恵器杯身の模倣杯，須恵器杯蓋の模倣杯が混在する。組成率は，椀形杯37％，杯身模倣杯

19％，杯蓋模倣杯44％である。計測値は，口径12．0～14．4cm，器高3．7～4．9cmであり，特に，口径12．0～14．0

cm，器高4・5～4・9cmに集中する。黒色処理率は87％と高く，赤彩されたものは出土していない。技法は，底部

外面にへラ削りやヘラナデ，内面にナデや横ナデが施されたものを主体とし，放射状のへラ磨きが施されたも

のも少数ながら存在する。藍は，やや縦長の球形を皇し，体都下半にへラ磨きが施されているものと，倒卵形

を皇し，休部外面にへラ削りが施されているものがある。椀・鉢類は，須恵器模倣杯を大形にしたような，口

綾部と休部の境に稜や段をもつものが多数を占める。技法は，杯とほぼ同様に，休部外面にへラ削り，内面に

ナデあるいは放射状のへラ磨きが施されている。

MV

Sl721－1　　　　　　　S1721－4

Sl721－7　　　　　　　S1723－2

Sl721－9

第708図　第I期出土土器

Sl721－20

0　　　　　　10cm

L　　と＿」
0　　　　10cm

！；！

Ⅱ期（第709図）

本期は，須恵器模倣形態の主体が蓋模倣から身模倣へと転換する段階である。組成率は，椀形杯31％，杯身

の模倣杯46％，杯蓋の模倣杯23％である。黒色処理率はさらに高くなり，97％を占める。計測値は，口径11．4

～14・8cm，器高3・7～5・5C皿であり，特に口径12．7～14．4cm，器高4．4～5．2cmに集中する。技法は，前期同様，

底部外面にへラ削り・内面にナデやへラ磨きが施されたものが主流である。高杯は，脚部がラッパ状に開き，

杯部と脚部の器高がほぼ等しいものが多い。婆は，長胴化の傾向にあり，ロ緑端部が外方につまみ出されるよ

うになる。休部に施されたへラ磨きが上位にまで及ぶものも見られる。甑は，休部外面にへラ削りが施された

ものとへラ磨きが施されたものがあり，調整はいずれも休部上位にまで及ぶ。

Ⅲ期（第710図）

本期は，大形化の傾向にあった杯が，小形化，あるいは扁平化する時期である。計測値は，口径10．9～14．8

C恥器高3・4～5・4cmで，特に，須恵器模倣杯は口径10．9～13．Oc皿，器高3．9～4．5C皿に集中し，小形化の傾向を

示し，椀形杯は口径13・7～14・8cm，器高3・4～4．4cmに集中し，扁平化の傾向を示す。黒色処理率は，前期より

減少し，73％である。技法は，休部外面にへラ削り，内面にナデ調整が施されているものが主流である。本期

987－
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には，密な放射状のへラ磨きが施されたものはほとんど見られなくなり，代わって暗文風のへラ磨きが放射状

に施されたものが組成に加わる。また，椀形杯の中には，口緑端部の内面に段を有するものが出現する。高杯

は，脚部がさらに外方に開き，杯部の口径と脚部の底径がほぼ等しくなってくる。出土量は減少し，本期をも

って消滅する。藍は，長胴化への移行が顕著である。休部上位にまで及んでいたへラ磨きは，中位以下に限定

されるようになる。また，休部外面にへラ削りが施されているものも認められる。甑は，休部外面にへラ削り

を施したものの出土数が増加する。椀・鉢類は，内面に放射状のへラ磨きが施されたものがなくなり，ナデあ

るいは横位のヘラ磨きが施されたものが主体となる。また，本期から，須恵器が供伴するようになる。

Ⅳ期（第711図）

杯は，さらに小形化の傾向にあり，深みのある椀形杯の出土数が増加する。計測値は，口径10．6～12．3cm，

器高2．8～4．5cmである。本期になると，黒色処理率は20％に減少する。技法は，前期と同様である。聾は，前

期とはば同様に長胴化の傾向を示し，その他に頸部のくびれの少ないものも出土している。

宅墓ク
S1274－1 S1274－2

Sl506－4　　　　　　　　　Sl506－5

一二二一「’’
S11166－1

第711図　第Ⅳ期出土土器
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S1506－7

F：「‾頂
Sl506－8 Sl1166－6

0　　　　　　10cm

l L‥」

Ⅴ期（第712図）

杯は，前期と同様，小形化の傾向にある。計測値は，口径9．8～11．8cm，器高2．6～4．1C皿である。黒色処理

率は，前期とほぼ同様の25％である。聾は，長胴化が進み，口縁端部のつまみ上げの明瞭なものの出土量が増

加する。体部下半の膨らみが大きく，安定感のあるものや，肩がわずかに張るものもこの時期に見られるよう

〔言王妄ク
S1327－1　　　　　　　Sl330－1

‾こて．、一一

Sl566－3
Sl566－1

第712図　第Ⅴ期出土土器
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になる。

以上　熊の山遺跡の古墳時代の土器様相について概観した。実年代は　Ⅲ0Ⅳ期に属する住居跡から出土し

たTK翻型式からTK飢型式併行と考えられる須恵器杯を基準として　樫柑宜行氏狛　浅井哲也氏のの編年

．ノ　‾　　′　　　　一　、　　　　　　、　　　　、′′　　　　　　′　∴　′　．′　′ノ

′　　　．　′　　一、　′　ノ′　、　′　　く

；・　　　　　　　　、、、　　　　　　　　　　　′　　　　／′　　　　′・一　′　′　　　・し′、　　　．′

蝋石　息不明監査である。時期別にみるとき　世紀前半の住居跡から最も多　出土し　次いで　世紀後半の

住居跡からが多ら　世紀後半の住居跡からは　点が出土しただけである。形態は　厚さが穿孔面の直径未満

、　　ノ　’・ノノ　′　　　　　′　　　　　　‥ノ　′　・、．∴．∴．　　　　　′・・・ノ　∴　′　‘！′　　．　′、；′

上げの研磨がなされていないものが多ら　車には　上下の穿孔面が平行でないものや側面が未調整のものも見

受けられる。これらのことから学　当遺跡から出土した臼玉は未製品のような印象を受けるが芦遺跡内の広い範

囲から謝意を超える点数が出土していることから　製品として流通したと考えるのが妥当と思われる。とする

・・　　　　　′　　′∴・、′’　　　′′－′　′・’・・ノ　ー．　　　′、／　　　′　　′、　、　＼　　　　　　　・　　・

・・　′′ノ　り　′ノ′・′C′　　　　　′　　∴　　　　　　　　ノ　　　　ー・′′ノ・・ノ′　　　　　一　′．

・・　　　　　　・′　′、　　　　　　　　／‥　　　、　′：ノ　　　′　′　′　′　′　　　　　　　　　　　　11で　　　′

′・　　　　　　　　・・　　　　　　　　′　′　　′　一　　′　′、　　　、　－　ノ　　ノ′　　　′、

太形柁することによ　少しでも簡易に製作できるように試みた結果が桟言え　このことは　既定の大きさの

概念が崩壊したことを意味するものと考えられる。次に芦　出土数を住居跡ごとにみていくと芦　4点出土した住

′　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′・・　　　′　ノ　′　′

′　‥　　　1　ノ　′、′′　　　　∴　′　′′　’一　　　′了．′・′・　‾㌣一′′ノ：　ノ′　ノノ、′′、・．′、∵、’

・′′′　　　　　・ノ　　、・　　ノ　　　　　　　　　ノ、′　　・′．∴　　　・・j　　　　　　　′l′・　　　　一　′　　ノ　　。．

所を輿にして行われた祭祀行為の終了とともに　祭祀具に護符的性格が与えられ　それらが各住居に配与され

・・　　　　　　　　ノ　　′　　　　　、′′　′、、′′　ノ了　　　　‘′′・・　言′　′　工は1′、・一′．リ　ノ　′

′　　　　　　　′　ノ　′　’　　　　　　　　　′、′・、′′′　　　　　　　　　ノ　　　　　∴′′　　　′　　　′　　　　′ノ　ノ

漉してお勘　混入ではなら　住居に伴うものと考えられることから　篠原氏の指摘した可能性も十分に想定さ

れる。

′　　　　　　　　　　　′J　　　′　　　　　　・　　′　　　　′　′　　　　　　　　　　ノ′、′　　　　　′　　　．′

・・　　　　　　　　く　　　　′　′　　　し′　　　′　　　　　　ノ　′　　　　　　　・　′　　　　　　　′　．′′　ノ　′

丑であ勘　出土地点から判断してタ　住居に伴う可能性の高いものが多い。管玉や勾玉を模造した止製品も出土

′ノ　　　ノ　　　　　　　　　　　′′′／・　ノ′　　ノ　　　　　　　　　　　　′′ノ　／　　　　　　　・′　　ノ′

に－・．．‾）いては保留する。

ノ　　　　　　　　　′　′　′ノ　　　、′　′　＿　．　′ノ′　‥ノ　　・′、　′　　　　　′′．　モ　ー　ノ

状のものが主体で芦　よ　使い込まれて中央部が薄　な勘　その薄　なった部分から折損してしまったものが多

′　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　　′ノ　・・　　ノ．　・′ノ　′　′／　　′′

く　一ノ　　　ー　ノ∴′　　　ノ　、′　　‾　′　　′　ノ　ノ　　　　　　′・／‾　　．′　二∴　′／ノ

その理由としてタ　佐々木義則氏は汐「幅の広い方を室蘭として使用すると芦　少しの攣曲で折れてしまい芦　使用

期間が短　なってしま　からではないかJ鋸と推測している。また撃　一方の端部が穿孔され芦　提げ砥として使

（柑（1
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用されたと考えられるものが4点出土している。中でも，5は破損面側が穿孔されていることから，長期の使

用により折損してしまった据え砥を，提げ砥としてさらに使用し続けたものと考えられる。

⊂コ
第714図　砥石集成図（2）

22

0　　　　　　　　　　　10cm

！　　：　　！

石製紡錘車は，8点出土している。材質は，滑石3点，蛇紋岩3点，ホルンフェルス1点，粘板岩1点であ

る。重量は70gを超えるものが1点，20g未満のものが1点で，その他は30～50gである。いずれも無文で，

断面が逆台形を呈しており，形態的な差異は見られない。

表20　石器・石製品一覧表

番　 号 器　 種
計　　　　　 測　　　　　 値

材　 質 特　　　 徴 出土遺構 出土位置 時　　 期 備　 考
径 （cm） 厚さまたは良さ（cm 孔径 （cm ） 重量 （g ）

1 臼　　 玉 1．2 0．7 0 ．3 （1．0） 珪岩 平玉状，作 り雑。 SI－3 覆土下層 7世紀 後半 Q 2

2 臼　　 玉 1．3 （0．9） 0 ．3 （2．0） 緑泥片岩 平玉状，作 り雑。 SI－64 覆土中層 7世紀前 半 Q 14

3 臼　　 玉 1．2 （0．8） 0．3 （2．0） 緑泥片岩 円筒状，作 り雑。 SI－78 ピッ ト4覆土中 6世紀後 半 Q 38

4 臼　　 玉 1．7 1．0 0．3 3．5 6 不明 平玉状，作 り雑。 S I－14 1 ピッ ト2底面 6世紀複 葉 Q 4 （6区）

5 白　　 玉 1．5 0．9 0．4 2．16 不明 平玉状，作 り雑。 SI－14 1 ピッ ト2底面 6世紀復 業 Q 5

6 臼　　 玉 1．2 （0．9） 0．35 （1．58） 滑石 円筒状，作 り雑。 SI－42 3 奄西側床 面 6世紀複 葉 Q 50 03

7 臼　　 玉 1．2 0．3 0．25 0．44 蝋石 平玉状 SI－43 5 竃東側 覆土下層 7世紀前 半 Q 50 04

8 臼　　 玉 0．8 0．9 0．3 2．16 滑石 平玉状，作 り雑 。 SI－5 10 中央部覆土上層 7世紀前葉 Q 20 06

9 臼　　 玉 1．6 0．6 0．3 1．66 滑石 平玉状，作 り雑 。 SI－5 15 覆土中 7世紀前葉以前 Q 20 07

10 臼　　 玉 0．9 0．7 0．2 0．88 滑石 円筒状，作 り雑 。 SI－78 0 北西部覆土下層 7世紀前 半 Q l lOO 8

11 臼　　 玉 1．4 0．8 0．3 2．48 滑石 平玉状，作 り雑 。 SI－78 0 塩東側 覆土中層 7世紀前半 Q l lOO 7

12 臼　　 玉 0．9 0．8 0．3 1．28 滑石 円筒状 SI－80 6 覆土中 7世紀前葉 Q l lO 15

13 臼　　 玉 0．9 0 ．6 0．3 0．8 1 i骨石 平玉状，作 り雑 。 SI－8 11 ピット1付近床面 7世紀前葉 Q l lO 18

14 臼　　 玉 1．4 0 ．7 0．4 1．32 滑石 平玉状，作 り雑 。 SI－81 1 南西コーナー床面 7世紀前葉 Q l lO 19

15 臼　　 玉 1．0 1．0 0．4 0．47 滑石 平玉状 ，作 り雑 。 SI－8 3 1 南西壁 際床面 6世紀 中葉 Q l lO2 3

16 白　　 玉 1．5 0 ．5 0．3 1．18 滑石 平玉状 SI－8 3 6 覆土中 6腑複葉、7楓前葉 Q l lO2 9

17 臼　　 玉 2．0 0．96 0．35 5．9 1 滑石 平玉状 ，作 り雑 。 SI－8 9 1 覆土中 6世紀後半 Q l 120 10

18 臼　　 玉 0．72 0．5 0．15 0．27 滑石 平玉状 SI－8 9 7A 覆土中 6世紀後半 Q l 120 13

19 臼　　 玉 0．6 0．6 0．16 0．28 滑石 蔑玉状 SI－9 0 0 奄東側床面 7世紀前半 Q 1 120 14

20 臼　　 玉 0．65 0．49 0．15 0．24 i骨石 菜玉状 SI－9 00 窺東側床面 7世紀前半 Q l 120 15

2 1 臼　　 玉 1．3 1．15 0．3 2．67 滑石 円筒状 SI－9 32 東部床面 7世紀前菜 Q 800 2

22 臼　　 玉 1．1 0．1 0．3 0．47 滑石 平玉状 ，作 り雑 。 SI－9 32 東部床面 7世紀前葉 Q 800 3

23 臼　　 玉 1．3 0．4 0．3 （0．4） 滑 石 平 玉状 SI－9 35 中央部床面 6世紀後菓 Q 800 6

一g！12



番 号 器 種 径 。 函 減 封撒葦孔径k m議 玩　 材 質　 特　 徴　 出土遺構　 出土位置　 時 期 備 考

24　 白　 玉 ！ m　 loO　　 Oの3　　 温さ58　 蛇紋岩　 豪玉状　　　 SIL972　 南西部覆土中　 線渦 潮 禰 Q棚 05

2　 白　 玉　　 のり　　 の7　　 も3　　 潤　 蛇紋岩　 嚢王状　　　 §ヱ一群　　　　　　　 鵬 纏～碓締薬 師 の振

26　 日　 五　 m　　 0の7　　 083　 l潤　 滑石　　 平玉状　　　 髭－97　　　　　　　 鵬 般～磯路 Q掴 酵

ゴ丁　 白　　　　 †言　　　 0言　　　 0．3　　 1．2　　 滑有　　 半王状　　　　　 S伸73

；鵠　　　 霊　 霊 。誓 慧　 霊 漂　 漂 ：芸　 北東壁際床面　 撒 紀前半 。細 別

測　 白　　　　 め8　　　 の7　　 せ3　　　 8　　 滑石　　 平達識大　作　 雄。 5 －1相　 乗壁際覆土中層　 撒 妃前半　 Q 40004

；溌 嶽 ほ ほ ほ 暦 既 溺 識 斑 逐 電

3　 丸　 玉　　 08　　 のり　　 の2　　 0症　 頁岩　　 やや扁平な球体　 S 凝　　 穫土中　　　 纏 妃前葉　 脚 柑

35　 丸　 室　 温のl　 且も0　　 0き3　　 鼠888　 蛇紋岩　 やや扁平な球体　 SI欄 6　 竃手前覆土下層　 纏 妃中葉　 Q 40571

3　 管　 玉　　 ol　　 誹　　 の3　　 0鋸　 碧玉　　 欄 税 率痛 新L　S摘88　 北西部覆土下層　 纏 妃前半 い乱は糎

3　 有孔閏擬　　 の且　　 e4　　 e2　　 潤　 滑石　　 門楓　 東部 窮L　S 灘　　 中央部覆土中層　 纏 妃後半つ 転注臓膳

38　 双孔閏板　 20の　　 003　　 の03　　 205　 凝灰岩　 礪 状蔓穿孔2か所有娠　 SI－9A　 覆土中　　　 細 妃前半　 Q 3

番 号 器 種 径k蒜 m 蒜 孔径。。議 最ね 材 質　 特　 徴　 出土遺構　 出土位置 時　 期 高 凋

潮　 勾　 工　 ゴ・小　　 用　 （信　　 仕2　　 5・0　 緑泥片告　 完肱 頭部拍 虹　 鉦 川　　 薇士下層 7世紀後半　 0 5 0 恒
調　 勾　 工　 豆・佃 jl lJ　 O・h　　　　 豆・中　 緑泥片告　 頭取 乱 射L不町　 S 一郎　　 将士上層 7世紀前半　 0 6

射　 勾　 玉　 2の8　 1の7　　　　　 002　 409　 職域　　 完私 頭部を穿孔。 SI戦744　 竃手前覆土下層 7世紀前葉　 0 5014
吏　 勾　 工　 ふJ　 コ・1　　　　 0・2　　 8・6　 滑石　　 完肱 頭部を穿打　 S1－779　 電内将士中 7世紀前葉　 Q ‖006
寸　　 勾　 工　 ふ1　 ・　 仕口　　 は1　 軋1　 漱有　　 完肱 頭部を射 し∴　甘8県　 西壁際床面 鵬勝 凋踊狛斜はⅢ

番 車 種 長音 幅 。。m）㌻厚 的 m議 討 材 質　 特　 徴 出土遺構　 出土位置　 時 期 備 考

且　 砥　 石 （402） （2凍　　 2の5　 （3200） 安山岩　 砥郎 商　　　　 SI血31　 床面　　　　　 纏 妃　　 Q 7

2　 砥　 石　 1086　　 405　　 3の2　 （鼠76や0） 凝灰岩　 完乳 砥離 癖　 SIq蟻　 西壁寄　 覆土下層　 鵬傭～纏繍葉 鋤

3　 砥　 石　 呂の4　　 303　　 3の且　 （且240の） 凝灰岩　 底面摘　　　　 SI－膵5　 覆土中　　　　 細 敵前半　 Q i8

4　 砥　 石　 抱 5） （402）　 且の4　 （鼠の783） 凝灰岩　 砥薗摘　　　　 SI欄　 ピ再 2付近覆土下層 纏 組数半 「銚瀾鵬

5　 砥　 石 （相　　 の9　　 の5　　 纏 功　 凝灰岩　 端部を穿孔き砥離面カ　 SIh舗　 覆土中　　　　 鵬 般～職 責Q m l且

6　 砥　 石 （703）　 30ヱ　　 301　 鶴 0） 凝灰岩　 砥離 商ヵ　　　 S 都　 南壁際床面　　　 鵬 後葉～碓踊 Q m 12

砥　 石　 相の壇　　 も9　　 のl　 飢 ・　 凝灰岩　 砥南朝萄力　　　 鉦鋪　 南壁際床面　　　 鵬 柄～鶴 前葉 Q且1鋸3

8　 砥　 石 （504）　 後の且　　 28温　 （98の9） 砂岩　 砥面嫡 ヵ　　　 S 戦　 中東部床面　　　 健妃後半　 Q H 肌

9　 砥　 石　 903　　 4の2　　 05　　 霊 ・　 凝灰岩　 砥薗朝雨ヵ　　　 S 載　 中央部床面　　　 榊 後半　 Q l1024

且0　 砥　 石　 7e2　　 3や4　　 284　　 89・0　 凝灰岩　 砥離 面 ヵ　　　 SI－835B　 南東壁際覆土下層　 6酬 己後半　 Q llO28

H　 砥　 石　 6を1　 2の5　 1の7　　 4200　 凝灰岩　 完乳綿 を礼 砥輌 カ　SI“835B　 南東壁際床面　　 6郎 己後半　 Q m 27

息2　 砥　 石 （9滴　　 50の　　 50鼠　　 は9803） 凝灰岩　 砥離 商　　　　 SI載 9　 南壁際床商　　　 用 機座薬 目礼は 鵜

13　 億　 着 （805）　 複の0　　 4の3　 （15舶） 凝灰岩　 砥薗痛　　　　 Sm 77　 中央部覆土中層　 棚 葉～纏踊 Q l12005

且4　 砥　 石　 眩 3）　 3な8　 1の85　 （5時　 凝灰岩　 砥離 面　　　　 SI血943　 南西壁際覆土下層つ 6世紀後半　 Q 8硯

鼠5　 砥　 石 （7滴　　 509　　 302　　 は44・9） 凝灰岩　 砥離 面　　　　 SI－粥　 南壁際壁構内　　 6郎 己後半　 Q 41009

16　 砥　 石 （2の3） （2のl）　 opS　 （3・9） 粘板岩　 端部を穿孔 砥面嫡　 S －粥　 中央部覆土中　　 綿 妃後半　 Q棚 ユ0

且7　 砥　 石 （且200）　 5の9　　 20且　 （且32・封　 凝灰岩　 砥離 商　　　　 封調 鵬　 南部床面　　　 鵬 纏う働融 Q射鍼

18　 砥　 石　 3e4　 109　　 2も2　　 且683　 凝灰岩　 砥離 薗　　　　 Sm Olの　 南西部覆土下層　 鵬 柄欄 前葉Q 棚 20

且9　 砥　 石 （981）　 608　　 4の9　 （44 ・釦　 凝灰岩　 端部を穿孔，砥融面　 SI－膵臓　 北東部覆土下層　　 世紀後半　 Q 41021

20　 砥　 石 （12や5）　 6の4　　 5さ4　　 細 85） 凝灰岩　 砥離 面　　　　 5m 055　 南壁際床面　　　 雅 紀後半　 Q 40003

21 砥　 石 （1摘 ） （ll凍 ！ ・駁且＋ ‖需別邸　 砂岩　 砥離 画　　　　 餅瀾関目 ピッ洩 付近覆土中層 撒摘 前半　 Q棚 35

22　 砥　 石　 は04） （502） （繍　 （269・2） 凝灰岩　 砥薗痛　　　　 5m 掴　 北東部覆土中層　 撒 妃前半　 Q柵 06

23　 砥　 石　 8の0　　 7の9　　 3の0　　 32500　 粘板岩　 砥薗嫡　　　　 5m 429　 南東コート 部床面　 6世紀複葉　 Q 8嫌

番 車 種 径 。慧） 厚さk mラ㌻孔径k m議 ね 材 質　 特　 徴　 出土遺構　 出土位置

時　　 期　　 備　 考

紡 錘 車　 0日　 も8

ぎ
＋＋0・　　 再 ・黒　 滑有　 無文，断面逆台彬　 S川封　 酋壁際床面 7世紀前葉　 Q 8005

2　 紡 錘 車　 3・8　　 1・4　　 0・9　　 30・0　 滑有　 無文，断面逆台形　 甘786　 中央部博士下層 7世紀前葉　 Q H 010
3　 紡 錘 車　 ふ0　　 日　　 0・γ　　 乱 6　 滑有　 無文，断面逆台形　 SI射 り　 北壁際床面 7世紀前葉　 Q l12003
1　 紡 錘 車　 1－・†　　 上8　　 仕り　　 砿 う　 蛇紋岩　 無文，断面逆台形　 川訂　 電東側昧面 7世紀前半　 0寸用旧

5　 紡 錘 車　 e～姐　 106　 。～ 07　 弧　　 蛇紋岩　 無文　 断面逆台形　 SI－柑摘　 酋壁際覆土下層 纏舶菓～鶴前葉　Q射0鋸8
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番　 号　 器　 種
計　　　　　 測　　　　　 値 材 質 巨　 徽 出土遺構 中 土位置 時 期 i 備 考

径 （cm ） 厚 さ（cIn） 孔径 （cIn） 重量 （g ）

6　　 紡 錘 車 3．7～3．8 1．0 私6 1私7 蛇紋岩　 無文穿　断面逆台形 SI－10 12　 西壁 際床面 6世紀後半　 Q 射02 2

7世紀前葉　 Q 40 00 77　　 紡 錘 車 3。8 2．0 0．8 3鋭9 締ンフェルス　無文，断面逆台形 SI－1123　 中央 部床面

8　　 紡 錘 車 5．5 1．7 0．9 7 1．0 粘板岩　 無文，断面逆台形 SI一拍30　 南部覆土 中層 7世紀前半　 Q 84 22

③　土製品について（第715図）

土製玉額については，小玉23鳥丸玉16息勾玉13息管玉4息　臼玉1息切子玉1息鳶玉1点が出土

している。住居跡ごとの出土数を見てみるとタ複数点出土している住居跡はわずかに6軒で，第64号住居跡か

ら丸玉3息勾玉1点，切子玉1息第388号住居跡から勾玉「息管玉上長，第510号住居跡から小玉10息

第876号住居跡から勾玉2息第1舶5Å号住居跡から丸玉2息第1捕迅号住居跡から勾玉2点が出土してい

る。それ以外は，いずれも住居跡1軒につき1点だけの出土である。

第510号住居跡は，出土した小玉10点のうち9点が床下から検出されたという点で注目される。それらは掘

り方調査時に南西部の床下から検出されたものでありタ住居を構築する際に地鋲に関わる祭祀行為が行われた

可能性が考えられる。また，第1掴5A号住居跡の竃袖部構築材からは，丸玉2点が出土している。同様の出土
みなみおおとおりせんない

例として，埼玉県本庄市の南大通り線内遺跡では，中期から後期にかけての竪穴住居跡12軒の竃袖部構築材

から滑石製臼玉用点や土製丸玉5点の出土が確認されている11）。これらは，竃構築の際の「鎮め物」12）と考え

られており，第1445A号住居跡の出土例も同様の可能性が考えられる。

鋤（鍬）先形土製品については，第510号住居跡から4息第1摘号住居跡から2点の出土が確認されてい

る。住居の規模は，第510号住居跡が8mを超える大形のもので，第1摘号住居跡が5m程度の中形のもので

あることから，住居の規模と鋤（鍬）先形土製品との相関関係は認められない。県内での出土例はほとんどな
おじ藍

ら桜川村尾島遺跡の祭祀跡から3点出土している程度である。尾島遺跡の鋤（鍬）先形土製品について報告

者は，出土品が農耕具の模造品と考えられることから，「農耕祭祀に関わる五穀豊穣を祈る土製模造品」13）と推
ひびりにし

測している。住居跡からの出土例としては，千葉県我孫子市の目秀西遺跡の竪穴住居跡から，鋤（鍬）先形士

製品10点が確認されている14）。特にタ掴1怒号住居跡から出土した鋤（鍬）先形土製品8点はすべて竃周辺か

らの出土でありタ　その性格について報告者は，「これらのものが祭祀又は儀礼用の器具として使用されたもの

ならば，屋内祭祀を考えなくてはならない」15）としている。当遺跡の場合プ第510号住居跡出土の鋤（鍬）先形

土製品は，竃内や竃付近の覆土中から出土したものであり，目秀西遺跡での出土状況と一致する。ところが，

第1捕号住居跡出土の鋤（鍬）先形土製品は竃手前の床下からのものであり，住風あるいは竃の構築の際に

この土製品を使用して祭祀が行われたとすれば，その目的は農耕祭祀に関わるものというよりも，地顔祭祀に

関わるものとするほうが妥当と思われる。第510号住居跡と第1摘号住居跡は，床下から土製品が出土したと

いう点において一致するものの，第510号住居跡の床下から出土したものは小玉であり，両跡の鋤（鍬）先形

土製品の出土状況は同一ではない。つまりァ床下に土製品を埋めて祭祀行為を行った可能性を示す点では一致

を見るが，鋤（鍬）先形土製品については，一方は竃周辺の覆土中から，もう一方は竃手前の床下から出土し

ていることから，鋤（鍬）先形土製品の使用方法や目的が同一であったとは断定できない。いずれにしても，

この2軒の住居跡からの土製品の出土例は当遺跡において稀少な存在であることから，明確な性格付けについ

ては今後の資料の集積を待って考察を加えたい。

土製紡錘車は，5点出土している。円柱状を皇する1点を除くと，石製紡錘車との形態的な差異はほとんど

認められないが，径の厚さともに土製紡錘車の平均値が石製紡錘車のそれを上回っている。材質の違いからく

る重量の不足を，寸法を大きくすることで補ったものと推測される。
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第715図　鍬（鋤）先形土製品集成図

表21土製品一覧表

｛：．・

2

ぐこユニ：・∴玉：つ

・一一聖二壬：l：欄

0　　5

D　　3
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‥、三　二一
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10cm

番　 号

】　 計　　　 測　　　　 値 】 特　 徴 I出土遺構 巨 土 位 置

時　　 期 備　 考1径 （C皿）厚さまたは昆叫 孔径（cm月 重量（g）

1 臼　　 玉 1．8 0．6　　　　 0．2　　　　 1．5 円板状　　　　　　　 SI－342　　 竃付近覆土下層 6世紀後半 DP2001

2 小　　 玉 0．7 0．5 0．2 1．0 扁平な球体　　　　　　 SI－88 覆土下層 6世紀後半 DP30

3 小　　 玉　　 0．8 1．0 0．2　　　　 0．71 臼玉状 SI－162　　 竃火床面 6世紀後薬 DP6（6区）

4 小　　 玉 0．5 0．9 0．2～0．4 0．41 臼玉状 SI－198 南東部覆土中 6世紀後粟 DPll

5 小　　 玉　　 0．7 0．9 0．4　　　　 0．68 臼玉状 SI－510 覆土中 7世紀前葉 DP2020

6 小　　 玉 0．4 0．6　　　　 0．15 0．12 臼玉状　　　　　　　　 SI－510 南西部床下 7世紀前葉 DP2023

7 小　　 玉 0．5 0．7 0．2 0．19 臼玉状 SI－510 南西部床下 7世紀前葉 D P2024

8 小　　 玉　　 0．45 0．6 0．1 0．15 臼玉状　　　　　　　 SI－510　　 南西部床下 7世紀前葉 D P2025

9 小　　 玉 0．4 0．55 0．1 0．15 臼玉状 SI－510 南西部床下 7世紀前葉 D P2026

10 小　　 玉 0．5 0．7 0，25　　　　 0．23 臼玉状 SI－510 南西部床下 7世紀前菜 DP2027

11 小　　 玉 0．4 0．55　　　　 0．15 0．12 臼玉状　　　　　　　　 SI－510 南西部床下 7－世紀前菜 DP2028

12 小　　 玉 0．5 （0．6） ［0．2］ （0．1） 臼玉状 SI－510 南西部床下 7世紀前葉 DP2029

13 小　　 玉　　 0．5 （0．5） ［0．15］ （0．08） 球体 SI－510　　 南西部床下 7世紀前葉 DP2030

14 小　　 玉 0．35 （0．3） （0．03） 臼玉状，貫通孔不明。 SI－510 南西部床下 7世紀前葉 DP2031

15 小　　 玉 0．6 0．4 0．2 0．17 臼玉状 SI－888 北西部覆土中層 7世紀前半 D Pl12012

16 小　　 玉　 0．9～1．0 1．1 0．3 1．0 球体　　　　　　　　 SI－959　　 中央部覆土中層 6世紀後半 D P41003

17 小　　 玉 0．9 0．9 0．3 0．7 臼玉状 SI－1002 東部床面 6世紀後半 DP41008

18 小　　 玉 0．9 0．4 0．1 0．1 臼玉状　　　　　　　 SI－1002　 西部床面 6世紀後半 DP41009

19 小　　 玉　　 0．9 0．7　　　　 0．2 0．6 球体　　　　　　　　　 SI－1045 東壁際壁港内 6世紀後葉～柑紀前葉 DP41027

20 小　　 玉 0．7 0．6 0．1 0．26 臼玉状　　　　　　　　 SI－1045 南西部覆土下層 6世紀復業～7世紀前葉 DP41028

21 小　　 玉 0．8 0．5 0．2 0．33 臼玉状 SI－1045　 南西部覆土下層 柑紀後妻～7世紀前葉 DP41029

22 小　　 玉 0．8 0．7　　　　 0．2 0．55 臼玉状　　　　　　　　 SI－1045 南西部覆土下層 鵬臓 ～7槻前葉 D P41030

23 小　　 玉 0．6～0．7 0．4 0．1 0．2 臼玉状 SI－1008　 竃手前覆土下層 7世紀前半 DP41010

24 小　　 玉　　 0．7 0．5　　　　 0．1 0．2 臼玉状　　　　　　　　 SI＿1078 竃手前床面 7世紀前半 DP41021

25 丸　　 玉 1．0 0．8 0．3 1．0 球体 SI－64 覆土下層 7世紀前半 DP19

26 丸　　 玉 1．0 0．9 0．2 1．0 球体 SI－64 覆土下層 7世紀前半 DP20

27 丸　　 玉　　 1．0 0．8　　　　 0．3 1．0 球体　　　　　　　　　 SI＿64 覆土下層 7世紀前半 DP21

28 丸　　 玉 1．0 0．9 0．3 1．0 球体 SI－86　　　 覆土中 6世紀後半 DP29

29 丸　　 玉　　 1．4 1．3　　　　　 0．4 3．18 球体　　　　　　　　　 SI▼658 北西部床面 7世紀前菜 DP7039

30 丸　　 玉 1．0 0．9 0．3 0．68 球体 SI－721　　 ピット4内覆土中 6世紀中葉 D P7032

31 丸　　 玉 1．0 0．9 0．1 （0．83） 球体 SI－730 南東コーナー床面 6世紀後半 DP5010

32 丸　　 玉　　 1．4 1．3　　　　　 0．2 2．02 球体　　　　　　　　　 SI－773 北西部床面 6世紀後半 DPllO14

33 丸　　 玉 1．1 1．1 0．3 1．44 球体 SI－807 北西コーナー床面 6世紀後半 DPllO25

34 丸　　 玉 1．1 1．1 0．15 1．12 球体　　　　　　　　　 SI－865 竃手前床面 6世紀後半 DPl12007

35 丸　　 玉　　 1．4 1．5　　　　　 0．2 2．84 球体　　　　　　　　 SI－865　　 竃手前床面 6世紀後半 DPl12006

36 丸　　 玉 1．1 0．8 0．4 1．0 球体 SI－1045 西壁際床面 6世紀後菓～7世紀前葉 DP41026

37 丸　　 玉　 1，7～1．8 1．8　　　　 0．5 4．1 球体　　　　　　　　 SI－1080　 北壁際覆土下層 6世紀後菓～7世紀前葉 DP41022
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鼠
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う

き

持 招
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番 号 器 種 径 。 再 さ 行蒜 径 k m 遽 沌 ） 特　 徴　 出 土 遺 構　 出 土 位 置　 時 期　 備 考

藩服擁 服澄雄巌履
④　鉄製農具について　第m　図）

当遺跡からは　鎌蟻意　鍛　錬　発凱桑が出土している。鎌は撃　いずれも着柄都側こ義光幅をもち　刃部発

端が狭　なる曲刃鎌である。着柄部の折　返しは全体に及び　刃部に対してほぼ直角である。太きさについて

は，丁が刃幅6mlほどの大形のもので＼∴i・‖∵1丁が刃幅　cmほどの小形のものであることから，大形鎌e中

形鎌・小形鎌の：うー・・‾）に分類することが可能で霹滝。、闘圭勘tの分類零1当二従えば，小形鎌て甘言主1つ1つ膏は

「穂切り嫌」タ　太形鎌である7は「雑草木陰伐嫌」芦　その他の鎌は「棍刈　鎌」といえよ。一方芦　柄に対する

′

のものも魔受けられるよ　になる。時代が下がるにつれて　柄に対する刃部の角度が漉き　なる傾向をうかが

うことができ　この傾向は　世紀以降も続。この刃部の柄に対する角度の変化は　刃部の攣曲度にも反映し芦

律）（う



角度の大きいものはど攣曲する傾向にある。ただし，角度の大きい大形のものを農業用鎌と分離させる論考17）

もあることから，角度の違いについては磯能面からの考察も必要であり，今後の資料の集積を待ちたい。

鍬（鋤）先は，刃先部の長さに対して刃部幅の広い凹字形を呈するものである。風呂部が検出されていない

ため，鍬と鋤の区別は断定できない18）。16は遣存状態が良好で，全体の形状をうかがい知ることのできる好資

料といえる。17は，着柄部の溝が大きく開いており，繰り返し使用されたことにより，めくれ上がってしまっ

たものと推測される。

これらの鉄製農具は，砥石と共伴していない。しかし，砥石は鉄製品の存在を間接的に証明しうる資料であ

ることから，当遺跡にはこれまでの調査で検出された以上の鉄製品が普及していたことが推測される。

〆1 、籍二『司空、、
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第716図　鉄製農具集成図

表22　鉄製農具一覧表
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番　号器　種
計　　　　　　測　　　　　　 値

特　　　徴 出土遺構出土位置 時　　期 備　考
長さ（C皿）幅（cm）厚さ（C血）重量（g）

1 鎌 （8．8） 4．1 0．4 （46）刃部から着柄部片SI－49 床面 7世紀後半M9

2 鎌 （7．5） 3．7 0．4 （32）刃部から着柄部片SI－119 商壁際覆土下層7世紀 M37

3 鎌 （12．4）3．4 0．4 （39）刃先欠損 SI－253 竃西袖脇覆土下層7世紀後半MlOO7

4 鎌 （7．8） 2．5 0．4 （11）刃部片 SI－253 中央部覆土下層7世紀後半MlOO8

5 鎌 （14．0）4．5 0．4 （46）刃先欠損 SI－274 丙壁際覆土下層7世紀中葉MlO13

6 鎌 （14．4）3．9 0．4 （53）刃先欠損 SI－330 北壁際覆土下層7世紀後半MlO31

7 鎌 （9．8）5．8 0．4 （38）刃部片 SI－336 南壁際覆土中層6世紀後半MlO34

8 鎌 16．8 3．4 0．25 49．4 完形，刃部は若干攣曲。SI－508 中央部床面 7世紀前半M8421

9 鎌 （13．4）4．3 0．4 （61．9）刃部から着柄部片SI－771 北西部覆土下層7世紀前半MllOO8

10 鎌 13．8 2．7 0．2 27．7 ほぼ完形 SI－827 南壁際床面 7世紀前葉MllO31

11 鎌 10．1 2．2 0．3 21．0 完形，刃部は若干攣曲。SI－846 中央部覆土中層6世紀後棄M112001

12 鎌 （14．8）2．0 0．2 （35．8）完形，刃部は攣曲する。SI－961 北東部覆土下層7世紀前半M41003

13 鎌 （15．4）　　2．5 0．4 （44．8）刃先・着柄部一部欠損SI－1032 北西部床面 7世紀中葉M41022
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番 号 器 穫 長音 幅 k m 測摩さ行親 還 g　 特　 徴 i出土遺構 i 出 土 位 置 時 期 i 備 考

を摘　　　 鎌　　　 絶頂　　 。5　　　 。3　　　 纏 ヴ射　 刃部から着柄部片 S 岬摘壷　　 南東部覆土中 纏　般 ～纏繍　 M 射鵬6

蟻　　　 鎌　　　 綾部　　　 腰　　　　 も連　　　 絡弟　　 刃部から着柄部片 i
SI－11揖　　 南西部覆士申 7世紀前半　　 M 81川

用　　 赦 し鋤 先　 1 ．0　　　 ．　　　 けぶ　　　 訓．3　　 耳部 ・部欠損 S「072　　 北西部将士下層 繕妃後断機離機 は融朋鵬

膵　　 鍬 鋤 党　　 略離　　　 。望　　　 。2　　　 緩 。鋸　 刃部片 §洲．掴　　 西部覆土下層 6世紀後半　　 M ・‖仕Ⅲ

：－1　奈良・平安時代の集落の様相

′　　　　　　　　　　′′　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′、・　′

′　　　　′　　　　　　　　　　′　．！、・′′・　　　　　　　　　　　　、　　　C　　　　　′′　　、

健栂には前代よ　増加し芦　摘倒諸に至っている。奈良の平安時代の竪穴住居跡は　時期とともにその最も密な

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　′　　　　、

′　　　　　　　　′　　　　　　　　′　　　　　′　　　　　　′　　　－′

の台地状に存在し　東側には　東谷田川が流れ　その低段丘には水田が広がっている。当時も現在とほぼ同様

の景観であったと推測される。

ここでは芦　これまでに報告されている各調査区の遺構を加味し芦　今回報告する調査8区を中心に主な竪穴住

居跡の掘立柱建物跡等の変遷　出土遺物等から　集落の様相について若干の考察を加えたい。

拇　竪穴住居跡　掘立橡建物跡　溝の関係及びその変遷　第m～開園）

、′　　　　　　　　　　　　　　　　　・・

第蟻号溝は調査区の中央部でほぼ直角に屈曲し　東方向に延びていることである。調査　区の東側は調査　区

であ勘　茨城県教育財団文化財調査報告　第摘集で報告されている第掴号溝に接続するものと考えられる。

この第蟻号溝と第錮号落とで　調査　の　区にまたがる区域をほぼ方形に区画している。また　調査　区の北

東部には芦　摘棟の掘立柱建物跡群が「監　字状に配置されてお酌平成　年度の調査　区の北部で検出された

掘立柱建物跡と連続している。茨城県教育財団文化財調査報告　第摘集で報告されている調査　区の掘立桂

′　　　　　　　　′

′ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　′　　　、　　′、　′

ノ　　　　　′　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　′′　　　㌧′

検出されている。これらの一部は資　9陛紀中葉から後妻にかけては竪穴住居跡を囲むように配置されていたと

考えられる。このよ　に調査　を　区には　律令期において清で区画された区域があ勘調査　区の北西部か

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　′ノ　　′

ノ　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　′　′　ノ

ー　　　　　　　　′　　　′　　　′′　　　′　′　　　　′　　　′　　　　　　′　　　　　　　　　　′　　　　′　ノ

北東部から調査7区の北西部にかけての掘立柱建物跡群を第且集中区芦調査8区南西部の掘立柱建物跡群を第

集中区と呼ぶことにする。

・・　　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　′　・・　　′一　　　　　　　ノ　　　　　　　ノ、　　ノ　　　　　ー′　ノ　　′

′′　　　　　・　　　　・．，‘　　　′・　．．′．　′　．′　　ノ　　　　′　∴　．′　　　　　．　　　　・

′ノ・′　　；：・　　′′ノ　′・　　′　　　　　・　　，　　　　　′、．′

まずはじめに　第　集中区について検討する。
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第1集中区の掘立柱建物はタ前葉から中葉に掘立柱建物が出現している。この時期には芦　3×3間の総柱式

の第35号掘立柱建物と芦桁行2間，発行2間（以下芦　2×2間）で北側と南側に庇が付　第は号掘立柱建物

及び第35号掘立柱建物と桁行方向が一致すると思われる第舶号掘立柱建物が配置されていたと考えられる。そ

の周囲には，同時期の竪穴住居跡は検出されていない。各掘立柱建物の性格を判断することは難しいがタ　第35

号掘立柱建物はやや大形の高床倉庫であると思われる。中葉には汐　調査8区を南北に走る第35怒号溝が機能し

てお酌　その東側に第は号掘立柱建物を建て替えた第は号掘立柱建物と第贈号掘立柱建物が配置されていた

と考えられ芦掘立柱建物が徐々に増加する傾向がうかがえる。中葉から後薬にかけてはタ　さらにタ掘立柱建物

tノ再定‥、一、　∵′，、∴∴＼）∴－　　、′　　′、　∴　　ノ・ノーー：′、、ノー：年／′＼′、∴‘∴　′こ、＿．

号掘立柱建物が「監」字状に配置されたと考えられる。第470124012号掘立柱建物は　第器迅号溝に平行で

南北方向に直列配置されており夢第37038号掘立柱建物は　第器迅号溝に直交し，東西方向に直列配置されて

いる。これらの掘立柱建物は　第初号掘立柱建物が3×2間の総柱式建物，第125号掘立柱建物が2×2問の

側柱式建物であるがタ　その他はタ　3×2間の側柱式建物である。このように第1集中区ではタ　8世紀中葉から

後業にかけて，掘立柱建物及び溝が計画的に造営ゆ整備されたことがうかがえる。

その後夕後薬には調査7区の西部に位置する，長軸7。7m，短軸6。8mで，当遺跡のこの時期の住居としては，

やや太形の第閃号竪穴住居が出現し，その西側には，桁行方向を同じにする第舶8m号掘立柱建物とこれら

に桁行方向が直交ずる第m号掘立柱建物がタほぼ同時期に配置されたと考えられる。第720号竪穴住居と第460

1相や1臓号掘立柱建物は　時期的に併存していたと考えられ，またタ　それらの主軸方向及び桁行方向がほぼ同

じことから，一つの施設群として機能した可能性が考えられる。第詔号竪穴住居跡からは，多くの土器が出

土してお酌供膳具の割合が高いことから　豪族か富豪層の居宅の可能性がある。　世紀の末葉には　第初の

は号掘立柱建物が造営されたと思われる。また夢「監」字状の掘立柱建物群中の南北に直列配置された第125

号掘立柱建物が　第は号掘立柱建物　第は号掘立柱建物の順に　ほぼ同じ位置で2度建て替えられている。

ここにあげた掘立柱建物の桁行方向はタ　第121号掘立柱建物跡が対当賂○　…Wで，第478123～126号掘立柱

建物跡がN－30　…W～N－摘0　－斑でタ　軸線がいずれもほぼ真北方向に向くのに対して芦　第460日8号掘立

柱建物跡がN」00　－E，第日9号掘立柱建物跡がN－770　－Wであり，わずかに東に振れてきている。第44

号掘立柱建物跡はN…　〇　一W　第は号掘立柱建物跡はN…　○　…Eであり，再度，ほぼ真北方向に向いて

くる。

このように第1集中区では芦　8世紀前菜から中葉にかけて　第器号掘立柱建物のようなやや大形の高床倉庫

が配置され　その後は，中葉から後薬にかけて芦　低い床かタ　あるいは土間を持つ側柱建物へと変化している。

前葉から中葉でタ　第3504の847812　0は号掘立柱建物が立ち並んでいた時期までは，調査7区の北部には同

時期の第m em号竪穴住居は存在してもタ　掘立柱建物の東側に竪穴住居は存在しておらず，空間があったよ

うに思われる。また，掘立柱建物の建て替えは，ほぼ同位置で行われ，時期が下がると桁行方向がやや東に振

れる傾向がうかがえる。第35迅号溝は，中葉には機能していたとされていることから，第1集中区の掘立柱建

物群及び竪穴住居を区画したものと考えられる。

・9世紀

前代に引き続きヲ　第44つ2　0は号掘立柱建物は前葉まで残るものの，これまで「軋」字状を皇していた掘

立柱建物群は姿を消し，整然とした配置は崩れてくる。また，第35B号溝の機能は失われていたと考えられる。

第720号竪穴住居の南西側に3×2間で側柱式の第姐の45号掘立柱建物が配置されていたと考えられる。その

後は，第720号竪穴住居が廃絶され，9世紀中葉には第918号竪穴住居がその西側に出現する。第別号掘立柱
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建物の南側に，4×2間で側柱式の第42号掘立柱建物と3×2問で側柱式の第43号掘立柱建物の2棟が配置さ

れるだけになる。第918号竪穴住居と第42。43号掘立柱建物は，時期的にみて一つの施設群として機能した可

能性が考えられる。それ以降の掘立柱建物跡は検出されていないことから言肖滅したものと考えられる。9世

紀代の掘立柱建物は，調査7区を含めてすべてが側柱建物であり，穀物倉庫と考えられるが，一般的には籾を

入れたものではなくて，稲穂を入れるために使われた倉または屋へと変化した可能性がある。

の10世紀

この時期の竪穴住居跡及び掘立柱建物は検出されていない。

次に，第2集中区について検討する。第2集中区からも，多数の竪穴住居跡及び掘立柱建物跡が検出されて

いる。重複が激しく，特に掘立柱建物跡は出土遺物が少ないため時期を断定することは難しいが，わずかに出

土している土器と重複関係から判断すると次のようになる。

・8世紀

第2集中区の掘立柱建柳ま，中葉から後薬にかけて出現している。竪穴住居は8世紀前半には前代よりも減

少し，掘立柱建物跡も検出されていない。中葉にはタ　3×2問の側柱式建物で南北棟の第86つ03elO5・用7

号掘立柱建物が東西方向に並列配置され　その北側には第1214号竪穴住居，南側には第1226。1227号竪穴住居

が汐　それぞれ位置していたと考えられる。後某には，2×2問で総柱式の第100さ104・106号掘立柱建物が互

いに隣接して配置されタ　その周囲には長軸3～5m程度のやや小形といえる第501。50201215つ220や1223。

1231号竪穴住居が，これらの掘立柱建物を取り囲むように位置している。なかでも，第1215e1220月223号竪

穴住居は，お互いの間隔が12m程度のほぼ等間隔に位置している。総柱式の掘立柱建物は，多くの場合，籾倉

または穂首の稲を納めた倉であり，高床倉庫と考えられている。第H聞巨㍉接摘∵∵旺臓号掘立柱建物もこれと同様

と考えられる。これらの配置から，高床倉庫を中心とする「戸」単位の建物群が存在していたと考えられる。

その後，第100号掘立柱建物は，ほぼ同位置で第101号掘立柱建物に建て替えられている。また，それらの東側

に3×2間で総柱式の第89号掘立柱建物，3×2問で側柱式の第108。用号掘立柱建物が配置されている。さ

らにその東側には，一辺3～4m程度の第525・1203。1412号竪穴住居が，25m程度の間隔に位置している。

ここにあげた第2集中区の掘立柱建物はタ　第1集中区より遅れて中葉から後柔にかかる時期に，竪穴住居と

ともに出現している。しかし，第1集中区のような掘立柱建物と溝との関係に当てはめてみると　第蟻号溝は

出土土器から8世紀の中葉にはすでに廃絶されていたと考えられることから，第2集中区は溝による区画はな

く，第100つ01つ04つ06号掘立柱建物及び第898108・109号掘立柱建物を中心とする建物群で，集落が営ま

れていたものと考えられる。

・9世紀

9世紀の竪穴住居跡及び掘立柱建物跡が多数検出されており，特に掘立柱建物は建て替えなどで重複が激し

いため，時期を断定することは難しかった。しかし，あえて前0中。後薬の3期に分類すると次のようになる。

前葉と考えられている掘立柱建柳ま，3×2問で側柱式の第75。78号掘立柱建物，3×3問で側柱式の第840

85号掘立柱建物及び発行2問だけが検出された第87B号掘立柱建物の5棟だけであり，周囲から竪穴住居跡は

検出されていない。中葉のものとしては，第2集中区の北西部において，3×2問で側柱式の第72・74・81号

掘立柱建物が考えられる。いずれも桁行方向が一致する東西棟で，なかでも第74・81号はタ　直列配置されてい

る。また，第74・81号掘立柱建物の南側には，4×3間で側柱式の南北棟である第102号掘立柱建物が位置し

ている。中央部では長軸7。9m，短軸7。6mでやや大形の第12射号竪穴住居跡と第12328123461239号竪穴住居
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第鼠の2集中区の掘立柱建物の出現と消滅をみると芦第且集中区では8世紀前薬に出現しているのに対してァ
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に対して　第　集中区では　榊後薬まで残ることになる。さらに　第　集中区と第　集中区の共通点及び相

違点をみると浮　沈のようになる。
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第滋選考清は撥結していたにしても距離があることから　第　集中区の掘立柱建物群はこれらの溝とは関係が

薄いと考えられる。また　掘立柱建物の配置についても　第　集中区においては発　散柁後薬になるまではタ
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の字状に近い配置となるが汐　この時期を含めて掘立枚建物の配置は整然さに欠ける傾向がある。さらにタ第1

集中区で芦掘立柱建物及び溝が造営された8世紀の前薬から中薬においての竪穴住居跡は，その付近からは検
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からである。これに対して芦第2集中区では夢掘立柱建物が存在したどの時期もタ竪穴住居と掘立柱建物がい
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第717図　調査8区（8世紀）遺構配置図（1）
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第718図　調査8区（9世紀）遺構配置図（2）
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第719園　調査8区（10世紀）遺構配置図（3）
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（2）第30号井戸跡について

調査8区の西部で，大形の井戸跡が検出されている。当初は，大形土坑として調査を開始したが，2言m掘

り込んだ時点で平坦面が確認され，その平坦面の北西部に粘土の土手が巡らされた井戸跡の開口部が検出され

た。この遺構は，上部の大形土坑部及び下部の井戸部から構成されているかのように思えるが，覆土の堆積状

況から重複等は認められず，一連の施設と判断できたことから，全体を大形の井戸跡とした。規模は，上部が

長径9。55m，短径6。81mで，確認面から2。2mの深さまですぼまっていき，下部は長径1。60m，短径上45mの

楕円筒形に掘り込まれている。確認面から5。25mの深さまで掘り下げたが底面が確認できず，さらに下まで掘

り込んでいると考えられる。

ここでは，上部を大形土坑部，下部を井戸部と分けて考えることにする。まず，それぞれの時期であるが，

井戸部が廃絶された時期は，井戸内部から出土した土器から，8世紀後某と考えられる。また，大形土坑部で

あるが，14，000点に及ぶ多量の土器片が出土していることから，井戸としての機能が失われた8世紀後菓以降

9世紀後薬まで，廃棄土坑として使用されていたものと考えられる。この井戸跡の特徴としては，規模が大き

いことであるが，そのほか出土遺物も注目されるところである。ここでは出土遺物について，特に，井戸内部

から出土した土器及び大形土坑部から出土した太婆，その他馬骨等について若干の考察を加えたい。

井戸内部及び土坑底面から出土した土器は婆，壷類が目立ち，それらは破損が少なくほぼ完形である。また，

井戸内部の覆土の堆積状況は，人為的に埋め戻された状況である。さらに，井戸部上面から大形土坑の底面に

かけて，馬骨3頭分が出土している。金子裕之氏の説19）によれば，婆・壷には，疫病のもとになる疫「鬼」

（死者霊）を気息とともに吹き込むなどの封鬼壷も瓶と同じように用いられる場合があり，馬は水神奉献説が

有力で，貴人の乗り物から転じて疫神への供物を意味する説があるとしている。これらのことから，本跡にお

いても疫病退散，井戸封じなどに関連した祭祀を行った可能性がうかがわれる。大形土坑部からは多数の土器

片が出土しているが，なかでも須恵器の大婆（1点）の胴部が，破砕された状態で出土している。この大婆の

目線部は，第35怒号溝の覆土上層から出土しており，大婆の時期は8世紀中某と考えられる。調査8区南部の

第16号溝の底面からも，7世紀末から8世紀初頭と考えられる須恵器の大婆（1点）が，やはり破砕された状

態で出土している。第16。35B号溝からは，大要の他にも多くの土器が，特に須恵器の杯，盤，高盤などを中

心に出土している。これらの大婆は，酒などを入れたと考えられており，饗宴の際の酒を準備し，供応するた

めの重要な器物であったと考えられる。須恵器の大要及び大形竪穴住居の供膳具の保有者は，饗宴の主催者た

る，郷における中心的な存在としての豪族0富豪層であったものと考えられる。また，「郷飲酒礼」など郷に

おける儀礼20）を裏付けるものと考えられる。

以上，遺構の配置及び主な出土遺物，また，これまで報告された調査成果から，律令期における当遺跡の集

落の様相を検討すると，国府や郡街には当てはまらないが，一般の集落とも言いがたい古代地方行政の末端支

配橙構に関係する集落と考えられる。それらには，「郡街出先施設」説，「首長私宅官街」説，「豪族居宅」説，

「郷衛」説21）など論じられているところであるが，出土遺構及び遣物などからは，判断がつけられないのが現

状である。しかし，これまで述べた調査成果をまとめると，次のようなことがあげられる。①区画溝等の区画

施設がある。②大形住居を中心に掘立柱建物跡が，「L」字状，または，「コ」の字状に配置されている。③須

恵器の大要と大量の供膳具が出土している。④出土数は少ないが，線粕陶器，灰粕陶器，金泥付着の灰粕陶器

が出土している。⑤円面硯，転用硯，腰帯具，刀子などの，宮人や文書にかかわる入物の存在を推定させる遺

物が出土している。⑥馬骨，馬歯，馬具，銭が出土している。⑦不定形土坑（廃棄土坑）が検出されている。
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⑧鍛冶工房が検出されている。⑨倉庫群の規模が小さい。⑲建物群の構成，特に掘立柱建物の構成がやや不安

定で，随時，掘立柱建物が増加した傾向がみられる。⑪井戸跡が区画内と区画外にある，などである。これは，

田中広明氏が指摘している豪族の家の構成要素22）と類似している。⑫そのほかに，調査11区からは，氷室と推

定される特殊土坑が検出されている。奈良国立文化財研究所の山中敏史氏の御教示によると，官街関連施設の

諸類型を次の6タイプに分類23）している。I類「第三権力機関としての役割の一翼を担う施設として設けられ

た厳密な意味での官街と推定できる一群」でAタイプの官舎独立型，迅タイプの正倉別院・併設型，Ⅱ類「他

の私的な民間の施設に併設され官衛的機能を果たした施設を含む一群」でCタイプの集落併存型，りタイプの

豪族居宅併存塑タ　Ⅲ類「家政機関など民間施設と官街施設とが未分化で官街の範疇から除外すべき一群」でE

タイプの集落内包型，Fタイプの豪族居宅塑などである。当遺跡をこの6タイプに当てはめるとするならば，

第1集中区に掘立柱建物が造営され始めた8世紀前葉から中葉の，竪穴住居が伴わない時期は，Ⅱ類りタイプ

の豪族居宅併存塑（豪族の居宅に隣接して居住施設とは異なる施設が付置されたもので，館の別院，村里に別

置された正倉，借倉・借屋があり，集落ないし居宅に併置された郡衛の補完的官衛施設）に当てはまる可能性

がある。これは，律令国家成立当初から永続的な施設として造営・維持されたものではなく，郡街機能を分掌

するその職務内容や在地の政治経済的状況・地形条件に応じ，適宜，設置・移転・廃止された補完的な性格の

強い官街施設で，必要に応じて郡街の諸機能の一部を補う役割を担うべく設置された施設と考えられている。

8世紀中葉以降は，第1。2集中区において，掘立柱建物と竪穴住居が一つの施設群として併存していたこと

から，Ⅲ類Eタイプの集落内包塑（民衆の居住施設とは区別しがたいが，遺物などにより官衛的な機能が推定

される。）に当てはまるものと考えられる。

当遺跡は古墳時代から継続的に集落が営まれタ　古墳時代後期には，特に調査4区で大形の住居が目立つよう

になり，集落の北側には古墳群が確認されていることなどから，古墳時代後期には首長クラスの在地有力者が

いたと考えられる。奈良時代になると，このように在地勢力がある程度認められる地域に，国や郡の勢力は，

官的・公的な権力の表れである区画溝や掘立柱建物を造営し，在地勢力との融合を図りながら地域支配を進め

たのではないかと想像される。第1集中区の8世紀前葉から中葉にみられる溝及び掘立柱建物跡群は，こうし

た施設に相当すると考えられる。8世紀中葉以降の第1・2集中区周辺は，豪族。富豪層が台頭してきて集落

を形成した区域と考えられる。第1集中区では，第918号竪穴住居，第42843号掘立柱建物が，9世紀中葉以

降に廃絶された後は，竪穴住居と掘立柱建物からなる施設群は消滅してしまう。これに対して，第2集中区で

は，9世紀中葉から後葉にかけて，第123361241号竪穴住居を中心とし掘立柱建物を含む施設群が出現してい

る。ここにあげた竪穴住居及び掘立柱建物は，豪族。富豪層の居宅及び倉庫群と考えられ，これらが検出され

た区域は，郷または集落における中心区域として機能していたものと考えられる。その中心区域は，8世紀中

葉から9世紀中葉では第1集中区であり，9世紀中葉から後薬では第2集中区に移動したことがうかがえる。

ここでの分析は，遺構の配置を中心とし，その他に主な出土遣物からだけであり，関連分野と接点を持った

総合的な分析には至っていないのが現状である。また，これまでに報告されている各調査区及び遺跡全体の遺

構の変遷，土器の組成や構成について再検討するには及ばなかった。調査8区を中心とした調査成果として報

告したい。
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（3）硯，腰帯具，文字資料について（第720～725図）

①　硯

本跡からは，4点の円面硯と5点の転用現が出土している。材質はすべて須恵器である。いずれも本跡の北

部（調査4区北部・11区）及び中央部から南部（調査7・8区）にかけての住居跡から出土している。表中の

5と6・7は7区東部の近接し合う住居跡から，そのほかは第16号溝及び第35A・B号溝に近接する掘立柱建

物跡集中区付近の住居跡から出土している。時期的には，表中の2・3・8・9の硯が8世紀代の住居跡から，

はかはいずれも9世紀代の住居跡からの出土である。特に2・8・9の硯を出土している第871号住居跡は，

第28・29号掘立柱建物跡と第32・33・34号掘立柱建物跡の間に位置しており注目すべき遺構である。

▼一一一一‾、、

／　　　　　　　　　　　　　　＼

第720図　硯集成図

表23　硯一覧表

、⊂±霊
6　　　　　　　　　　8

図版番号 器　　　 種 出土調査区 出土遺構 時　　　　　 期 主　 な　 共　伴　 遺　 物 備　　　 考

第720図1 円　　　 面　　 硯 11区 SI834A 9世紀 須恵器（杯），土師器（要）など

2 円　　 面　　 硯 ク SI871 ♂諺 8世紀中東～後菓 須恵器（高台付杯），土師器（鉢）など 硯背面墨書「大殿墨力吼

3 円　　 面　　 硯 4区北部 SIl144 才 7世紀末葉～8世期初頭 須恵器（杯），土師器（杯・要）など

4 円　　 面　　 硯 8区 SI1233 9世紀後菓 須恵器（杯・高台付杯・蓋・鉢・高盤）・灰粕陶

器（蓋の摘み），土師器（璽），門，鎌など

5 転用硯　 高台付盤 7区 SI628 9世紀後菓 須恵器（甑），土師器（杯），角鉄墨書土器2点など

6 転用硯　 高台付盤 ク SI703 9世紀中葉 須恵器（杯・盤），土師器（嚢）．灰粕陶器片（長

頸瓶）など

底部外面に墨が

付着

7 転用硯　 高台付盤 ク SI703 ′シ ノシ 底部外面に墨が付着，

底部内面に朱墨が付着

8 転用視力高台付杯 11区 SI871 2と同じ 2 と同じ

9 転用硯力高台付坤・′ケ SI871 ノク ノシ

ハ1

1

②　腰帯具

本跡からは，12点の腰帯具が出土している。内訳は，絞具1点，巡方4点，丸柄（裏金具も含む）4点，錐

尾3点である。材質は，表中2の巡方と17の丸柄が石製，9の丸師が鉄製，その他はすべて銅製である。出土

遺構の時期は，表中5・9・10の3点が8世紀代，表中1～4・6～8の7点が9世紀代，11の1点が10世紀
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代である。時期不明は遺構外出土の，12の1点である。全12点の内，6点が調査7区から出土しており，硯の

出土地点を含めて，本跡の律令期の中心地域を特定する資料になるものと考えられる。

催別
電＝雰1

享享
Jユ　　ー二も

趨
「丁　：」

二二　　∴
5　　　　　　m

8－璧一曾む
一紅｝
∈≡DlO

a

l

8　11

：‾－‾二

間こ　＿1－

◎◎　伝も

二＝＝＝ユ　　　　　3

12

9　．　号c【－

第721図　腰帯具集成図

表24　腰帯具一覧表

図版番号 器　 種 材　 質 出土調査 区 出土遺構 時　　 期 主　 な　 共　 伴　 遺　 物 備　　　 考

第72 1図 1 鮫　　　 具 銅 8 区 S I12 3 6 9 世紀中葉 須恵器（埠・蓋・蛮骨 長頸瓶），土師器（杯塙台付軒皿・軌 墨書土器1点

2 巡　　　 方 粘板岩 6 区 S K 2 15 平安時代初頭 な し

3 巡　　　 方 銅 7 区 S I69 6 9 世紀 後菓 須恵器（杯・高台付杯・尭），土師器（整），灰粕陶器（長頸瓶），角釘

4 巡　　　 方 鋼 1 1区 S I85 6 9 世紀 中葉 須恵器片，土師器 （襲）

′J′＿5 ‘‥ざ 巡　　　 方 銅 8 区 S D 16 8 世紀初頭 須恵器 （杯 ・盤 ・大聾片） 混入

6 丸　　　 鞠 銅 7 区 S I59 7 9 世紀 中葉 須恵器 （杯 ・高台付杯），土 師器 （整） 6 の丸鞠 は外面 に

黒漆 一部残 存7 丸輌裏金具 銅

8 丸　　　 輌 緑 色岩 7 区 S I604 9 世紀 中葉 須恵器杯・高台付軌 土師器（吼 緑細柑橘花凱 刀子，鼠 鉄凱 墨書土糾 6点

笹 丸　　　 輌 鉄 4 区 S I1 14 9 8 世紀 中葉 須恵器 （杯 ・要），土師器 （襲）

19＿． 錠　　　 尾 銅 7 区 S I6 39 8 世紀前菜 須恵器（杯・高台付杯・蓋・短頚壷），土師器（杯・要），刀子，錬，鉄鉄

11 銘　　　 尾 銅 7 区 S I6 55 10世紀後菜 癖恵器 （嚢），土師器 （杯 ・高台付 杯 ・要），鉄鉄

12 錠　 尾　 カ 鋼 4 区 遺構外

（9　文字資料

当遺跡から出土している文字資料は，同一個体の複数記載資料をそれぞれ数えると総数130点にのぼる24）。

その出土した地点は住居跡から100点，大形竪穴状遺構から2点，掘立柱建物跡から5点，土坑から11点，井

戸跡から1点，溝から2点，遺構外から9点である25）。種別の内訳は，朱墨書3点を含めて墨書107点，刻書

15点，箆書8点である。また，文字が明瞭なもの，あるいは部分的に判読が可能なものは99点で，他は字形の

一部を残すだけか，墨痕が極めて薄いため釈読できないものである。

材質の内訳は土師器101点，須恵器28点，陶器1点で，土師器が78％を占める。器種の内訳は杯89点，高台

付杯26点，高台付皿5点，整3点，皿2点，小皿1点，蓋1点，瓶1点，鉢1点，盤1点，円面硯1点と続き，
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′ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　、

‥　　、・　　　　　　　　　′　　　　く・

′　　　　′　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　　一一一　　　　　　　　　　　　　　一

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

、　　　　　　　　　、ノ∴　／ノ　　　　　　　　　　　　　　　・′　、

－　　‥　　′　　′　　　　　　　　、・、′了．・：／　　　　　　　ノ・・′、′　ハ、

′　　　　　‘′、　　　　、、■　　ノ・　　　　－　、′　ノ′′　′′　　　　　　．、′　′、十ハ′

世紀代のものは　初頭ないし前薬のもの7意　中薬のもの滋息複葉ないし末葉のもの織桑夕　世紀のも

の　意を加えて蟻を数える。このように9酬帥薬から後柔にかけて資料数が急激に増え夕立学資料全体の

58％を占めている。9世紀中辛から後業にかけての時期がタ当遺跡の文字資料記載の盛行期と言える。器種で

－　　：－′′　′＼・　　　　・　′　　　′、　　　　　　′　　　　′　　　　′　　　∴　′．

′′　′　　　　　　　、、′　′′　　　　　　　　1ノ＼一一　　　　　　　　　　　　　　．　　ヽ．

′　′　　一

酬璧絶代のものは　前薬のもの蟻意　中薬のもの　息複葉のもの　点である。資料数は　世紀の後某に比

′　′　　　　　　　′・′、∴．、′　：、　　′ノ　　　　′　　′一，

）・∴　ノ　　′　　　　　　　　　　　　　　　′・、　　　　′　　′　　　　　　　　　　′ノ　　ミ′．！

′　　ノ′　　　　　　　￥　　ノ、’　　　’　′　　　　ノ　　′　　　　　：　売　　　　　　′′

近陛以降のものと考えられる温点は芦陶器瓶類の底部外商に墨書されたものである。

－′　－　．　′　　　　　　　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・　　　　　　　ノ

く　　　　　　　　　　　′ノ　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　′1・′′　ノ　　　　．

‘′　　　′　　　　　ノ′、一′、′　　　　　　　　　　′　′、　　　　　　　一二‘∴

∴　ノ′、′・′′　　　　　　　　　′・・′　′　　　　′　　　　′・′　′、－　　　　　　．′ノ

l十′1　　　　　　　　：′　　　　　′　、′ハ　′　ら　　′　　　　　．．＿ノ

杵太士」と判読でき2文字とも考えられるが　ここでは合わせ文字として　文字として扱覿墨書夕　例の

ち　例は調査　区から出土お　太」刻書芦　例の内　例が　軒の近接した住居跡から出土）芳「育」（墨書タ

‥　．　　′′　′・′　　・ノ′′　　　　一　一　・　　　　　　′シ・　ノ　ー　′ノ・′・・・′　　′　　ノ　ー、′　′′、二　・′

＼、・l′、　　　　　　ノ　　　′・・・／、ノ　′　　　　′　　　　′・∴　　′　‥了、‥　言′．′

ずる遺構　地都から出漉していることを考慮すれば夢集団の単位を示す標識文字と考えられる28）。これらの

′　　　　′　　　　　　　　　　　′′　　　　　′　　一ノ、　′　‥一　　　　　　．・　　　　　　・′

′′　　ノ　／′　′　′　・　　　　　　′　　　　、・一　　　　　二　　　　　　　′　　　′　　一　、′J

・・　　　　　　　　′．．　　　′　　′・　　　′’　　′′　　ノ　ノ　　．．　　　∴　′tく－‾　　　　′ノ　ノノー′

ノ　　　　・　　　　　ノ　′　　′‘　　　ノ了　　′こ　　　　　′　　　　　′　　　　′　　・′、

等はタ平川氏の言う共通文字による文字の組み合わせの可能性が考えられタ「大鳥「万ふ「釆」タ「明」タ「朋」

等の文字とともに庶民が吉兆を願うための　縁起の良い文字の類と考えられる29）。

∴　′く　　∴　　′　　′′　′。　　′　′　ノ　　ー、‥　　　　′、′　′　　　　′　　′　　′　　　く

′　′′　　　　′；ノ　　　　　　ミ1ノ′　　　ノ　　′ら　ノ　　　　′・．・、′　　ノ・′　・′こ∴　′′

′′一　一′′・′　　′　　　、　・′　′　　　　　　　　一　　、　　′′′　　　′　　′　′～、　′′∴

らもヲ本跡の9世紀代の中心地域は調査区域の中央部から南部にかけての地域（調査788区）と考えられる。

1川）（）一一一一
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！乙
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第722図　文字資料集成図（1）
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憲玩，′’’

球　一ギ’ノ59

転
＿　一　　47

l　妄ク54

／′‾‾、、＼＼＼69

－　－　－　－－　－

＼靭　　75

・　　　．　　！！

＿▼＿＿＿＿＿＿　；－了’

㊧80
第723図　文字資料集成図（2）
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第724図　文字資料集成園（3）
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①　　　　　　 〃 ／　　 1 ＼

13巡方 猥蒜㌫霊 ・D r。 ＋慧

肝」’　 利 潤　 ′　話適齢 ＝＝三業
「　 ∩ ヨ ‘　　　　　　　　　　　 D　　　　　　　　　　　　　　　　　 S I7 53 ，6 「十」

S Il O5 6 ・8 1 「大」カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Q　　　　　　　 s I90 2 A ，72 「大 」

蓋議 十慧＼・簑罷 堅、l＼ ；董」

叢 ．：V書評 罰 」！撃撃D＋。も．）－……；蓮‥

磯軽肇I639　　　　　　　　　　　　　　　　 101 「剃 ・102 「井」ヵ

ロ　 ロ　　　　 ヨ施 冠詔 。 精 福 吾詔 水　 1蝿　　 sI696－12巡方

掛川期間撫絆
侶 Ⅶ＼ 腎」　 掛 S芸霊前」

慧油：芸濃 闇 蒜享崇ヵ
＼ 3 5 「未 成 」，3 6 「栄 」，37 「岨 □ 」

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10 0 m
SI1241，
91「ナ」ヵ，
92「杢」

第725図　硯，腰帯具，文字資料出土位置図
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東艶　文字資料一覧表

番　 号　　　　　 窮 文 種別 i 材質 i 器　 楯 I 部　 位 「 方　 向 ［ 遺　 構 i 時　 期 I 備　　 考

鼠　　　 有 鬼畜 士 帥器　 高台付 林　 体外 i 正　 位　 摘号住 9 世紀末葉 調査 3 区

2　　　 城内 髪曇変
公　転諸 須恵 器　　　 杯　　　 体外 証　 位　 甜号仕 0 世 紀前 葉 1 区

3　　　 太 律 か所）

描

招

刻苦

刻苦

刻苦

刻書

刻書

刻書

刻苦

士 師器　 高台付林　 体内 ・外

士師器　 高台付杯　 体外

工師器　 高台付林　 底内

士師器　 高台付林　 底 内

士師器　 高台付林　 体 内

士師器　 高台付杯　 底 内

士師器　 高台付杯　 底内

倒　 位　 ＿95号佳

11寸号住

i膵号佳

0 世紀末 葉

0 世紀末 葉

川世紀前 葉

10世紀前葉

柑世紀前葉

10世紀前葉

用世紀前葉

2 区

ク

千図版な し

や

ク

み

タ
10　　　 十 刻苦 工師器　 高台付林　 底 内 183号住 川世紀前葉 6 区

＝　　　 両 や 刻書 士帥器　 高台付 林　 底内 且85号住 10世紀前 葉 メタ

12　　　 ナ カ 腰邑堂
強　臣ヨ 士 師器　　　 林　　　 体外 正　 位　 二律母 性 0 世 紀末葉 ク

13　　　 杢 墨書 須恵 器　　　 林　　　 体外 正　 位　 265号住 0 世紀 中葉 タ
拍　　　 子 ロ 腰蓬盤

黛良さ　臣ヨ
士師器　　　 林　　　 体外 右構位　 2押号仕 9 健妃後発 〃

蟻　　　 ナカ 腰蓬曇蜜
悪　臣ヨ 士師器　　　 林　　　 体外 証　 位　　　 千 9 健妃後葉 〃

蟻　　　 万 腰蓬登
盤　臣ヨ

須恵署語　　　 意　　　 つ まみ 307号往 9 健妃 ク

号　　　　 ナ 十 墨書 土師器　　　 林　　　 体外 止　 位　 308号住 0 世紀末葉 ク

18　　　 着 腰呈逮：蔓逆さ　臣ヨ 士師器　 高台付杯　 体外 正　 位　 313号住 10世紀前葉 ノダ

且9　　 ［コ 腰蓬登
望妓要　田

士師器　　　 杯　　　 体外 横位 カ　 333号住 0 世紀後葉 ク

日抽器　　　林

一拍　．．∴2か所

害

者

善

書

書

善

書

貴

書

書

貴

書

貴

書

貴

書

書

貴

書

普

著

書

著

書

著

書

書

き

富

貴

善

書

書

墨

豊

豊

豊

墨

墨

墨

豊

豊

塁

審

豊

墨

墨

墨

墨

朱

墨

豊

里

豊

墨

墨

墨

豊

墨

墨

箆

豊

墨

豊

栄

刻

杯

棒

林

婆

高台付林

球

種

林

棒

球

塚

琢

タ

′′

盤

球

種

棒

林

林

林

棒

球

棒

球

塔

捧

塔

棒

杯

棒

1田

杯

棒

球

塔

体外　　　1上　位

捗ケト・Ilt外

体外

体外

体外

底内

体外

体外

体外

体外

体外

体外

不　明

正　位

正　位

Il一：位

不　明

不　明

不　明

右横位

倒位力

左横位

小　　皿；体内　　　　不　明

底外

体外

体外

塵外

高台付杯こ　底内

1作目

ク

磯号佳

・1111十住

428号佳

524号佳

535号住

539Å号佳

56且号住

5（涼子仕

574号佳

（狛事十仕

ク

9世紀複葉

10IU丸帯葉

10世紀中葉

9世紀前薬

用像妃前葉

9世紀初頭

10世紀中葉

8世紀後葉

9健妃複葉

8世紀中葉

！月日諸LHl柴

9世紀中葉

9世紀中辛

9世紀中葉

！月恥紀中葉

9健妃中葉
ク

ノク

！月牡紀中葉

9世紀複葉

9世紀中葉

！月咽朗1葉

9世紀中葉

9世紀中葉

！月け紀中葉

9世紀中葉

9世紀中葉

両日譲LH】葉

9世紀中葉

9健妃後某

日世紀後葉

9倣妃複葉

t‖仕紀後葉

9世紀複葉

9世紀後薬

〔月貼紀後葉

9世紀後菓

9世紀前葉

9世紀前葉

9世紀中葉

10世紀後葉

t月舶己後葉

9世紀複葉

9駿東複葉

8世紀中貴さ′

jO世紀前葉

区
　
区
　
区
　
区
　
区

〃

　

　

5

　

複

　

5

　

8

　

腎

〆

ノシ

ウノLノL片

ク

ク

〃

　

　

ク

　

　

タ

　

　

ク

　

　

ク

ク

シ：Bと同・個体

ク35と同一個体

ク

ノウ

ク

ク

ク

ク

ク

ク

ク

ク

ク

ク図版なし

ク

ク

〃

ク

ク

ク

ク図版なし
ク

ク

ク

ノウ

ク

ノク

ク

ク

＿11区



番　 号　　　　　 釈 文 逗 墜 U 」 堕 し 上 掛 牒 つ　 守軒 画 「 1 「 訂 丁 頂　 構 i 時　 期 ！ 備　　 考

66　　　 上 力山カ 墨書　 十 師器　　 林　　 体 外　　　 右横位　 箱 芳仕　　　 り世紀 中葉　 千

67　　　 上 山カ 墨書　　 土師器　 高台相 棒　 底外　　　　　　　　　 〃　　　　 9 世紀 中葉

68　　 ［］（記号 カ） 刻苦　　 土師器　 高台相棒　 腐肉　　　　　　　　 863号住　　 10世紀前葉　 〃

69　　　 大殿墨 力研 墨書　 須恵器　 閏 商 硯　 硯背面　　　　　　　 871号住　　　 8 世紀 中葉　 ク

70　　　 上 山 墨書　 土師器　　 球　　 体外　　　 右横位　 881号住　　　 9 世紀末葉　 ク

71　　　 上 力山 墨書　 土師器　　 埠　　 体外　　　 右横位　　 ク　　　　 9 世紀末葉

72　　　 太 刻苦　　 土師器　　 捧　　 体外　　　 倒　 位　 902 A 号佳　　 ユ0世紀前葉　 〃

73　　　 川 カ 朱書　 須恵器　　 林　　 体外　　　 不　 明　 旧0号仕　　　 り世紀中葉　 千図版な し

74　　　 門 墨書　　 土 師器　　 琢　　 体外　　　 正　 位　 936号住　　　 9 世紀後菓　 8 区

75　　　 明 墨書　 土 師器　　 杯　　 体外　　　 正　 位　　 ク　　　　 9 世紀後菓　 ク

76　　　 子 カ 墨書　　 土 師器　　 球　　 体外　　　 横位 カ　　 ケ　　　　 9 世紀 後葉　 ク

77　　 巾社へJ旬 墨書　 土師器　　 杯　　 体外　　　 正　 位　 95 号住　　 用世紀前葉　 4 区

78　　　 井 墨書　　 土師器　　 棒　　 体外　　　 正　 位　 999号住　　　 9 世紀後薬　 ク

79　　　 E ］ 墨書　 須恵器　　 塔　　 体外　　　 横位 カ　 1030号住　　 8 世紀 中葉　 ク

80　　　 太 墨書　　 土師器　 高台付皿力　 底外 力　　　　　　 1046号佳　　 9 世紀末葉　 ク

81　　 太 ヵ2 か所 刻書　　 土師器　 高 台付杯　 体内・外　　 証　 位　 1056号仕　 10世紀前菜　 千

82　　　 ［］ 墨書　 士師器　　 林　　 体外　　　 不　 明　 105相 性　 10世紀後栗　 千

kYヽ．83　　　 太 ヵ 墨 書 Il 須恵器　　 塔　　 底外　　　　　　 106 0号住　 子細 摘己後琴 ′．ノ ク

84　　　 ナ カ 墨書　　 土師器　　 棒　　 体外　　　 正　 位　 106 9号住　　 9 世紀夜業　 〃

85　　　 門 力太 墨書　　 土 師器　 高台付皿　 慮外　　　　　　　　 ク　　　　 9 世紀後菓　 ク

86　　　 至 ヵ 墨書　　 須恵器 一　 球　　 慮外　　　　　　 1m 号住　　 9 せ摘 中葉　 ク

87　　　 田前 カ 墨書　 土師器　 …　 捧　　 体外　　　 倒　 位　 123 6号住　　 9 世紀中葉　 8 区

88　　　 ナカ 墨書　　 土師器　 高台付 皿　 底外　　　　　　　　 ク　　　　 9 世紀 中葉　 〃

89　　　 悔 墨書　　 土師器　 高台付埠　 体外　　　 正　 位　 1239号住　　 9 世紀 中葉　 ク

90　　 ［］ 墨書　　 土師器　 高 台付血　 体外　　　 正　 位　　 ク　　　　 9 世紀 中葉　 ク

91 ナ カ 墨書　 土師器　　 捧　　 体外　　　 正　 位　 12射号住　　　 世紀 中葉　 ク内面油煙付 着

92　　　 杢 墨書　　 土師器　　 琢　　 体外　　　 正　 位　　 ク　　　　 9 世紀中葉　 ク

93　　　 日，底 部に墨痕 墨書　 須 恵器　　 棒　　 体外　　　 正　 位　 ヱ242号住　　 9 世紀後薬　 〃

出　　　 城内

95　　　 ［］

墨書　　 須 恵器　　 棒　　 体外　　　 正　 位　 1412号住　　 8 世紀後葉　 ク

墨書　　 土 師器　　 林　　　 体外　　　 不　 明　 日は 号住　　 9 世紀中葉　 千

96 ［コ 墨 書　　 土 師器　　　 杯　　　 体外　　　 不　 明　 11日号仕　　 9 世紀後栗　 千

97 千 鼻門 墨書　　 士師器　　 林　　 体外　　　 横　 位　 1吏8号住　　 0 世紀中葉　 千

98　　 ［コ 墨書　　 土師器　　　 塔　　　 底外　　　　　　　　　 ク　　　　　　　　　　　 ク

99　　 ［コ 腰昆虫
鰻　巨ヨ

士師 器　 高台付 林　 体外　　　　 不　 明　　 千　　　　　　　　　　　 千

100　　　 城 力内 墨書　　 土師器　　 捧　　　 体外　　　 正　 位　 144 7号住　　 9 世紀後菓　 ク

101 井 墨書　　 土師器 高台付杯　 底外　　　　　　　　 3 号太形竪　 9 世紀複葉　 6 区

102 井 カ 墨書　　 土師器　　 埠　　 体外　　　 正位 カ　　 ケ　　　　 9 世紀複葉　 ク

103　　 ［］

104　　 ［］

墨書　　 土師苦　　 杯　　 体外　　　 不　 明　 71号掘立　　 9 世紀後葉　 8 区

墨書　　 土師苦　　 杯　　 体外　　　 不　 明　　 ク　　　　 9 世紀複葉　 ク

105　　　 杢 墨書　 土師器　　 塔　　 体外　　　 正　 位　 ク　　　　 9 世紀後菜　 ク

106 ［コ 箆書 土 師器　　 聾　　 体外　　　 不　 明 100号掘立　 ノノ′．′8 世紀後嚢　 ク

107 十 箆書　　 須恵器　 高台付杯　 慮外　　　　　　　 109号掘立　　　　　　　　 ク

108　　 ［コ 箆書　　 土師器　 高台付 埠 底 内　　　　 証　 位 607号土坑　　 9 世紀前葉　 は区

109　　　 太 ヵ

H　　　 杢

H l　　 杢

箆書　　 ク　　　 ク　　　 底外　　　　　　　　 ク　　　　 ク　　　　 ク108 と同一個体

墨書　　 土師器　　 捧　　 体外　　　 正　 位　 860B 号士坑　　　　　　　　 8 区

墨書　　 土師器　　　 杯　　　 体外　　　　 正　 位　　 1　　　　　　　　　　 ク

112　　　 太 ヵ

H 3　　　 日

は4　　　 ナ カ

は　　　 酒

116　　　 原

117　　　 杢

芸霊　 宝慧 昌 日 豊 ［ 正 位 8読 士坑　　 ：

墨書　　 須恵器　　 杯　　 体外　　　 横　 位　 886号 土坑　　 9 世紀 中葉　 ク

墨書　　 ク　　　 ク　　　 底内　　　　　　　　 ク　　　　 ク　　　　 クH 4 と同一個体

墨書　　 須 恵器　　 塔　　 慮外　　　　　　　　 ク　　　　 9 世紀 中葉　 ク

墨書　　 土 師器　 高台付皿　 体外　　　 左横位　 1026号士坑　 9 世紀後菓　 ク

118　　　 元 カ 墨書　　 土 師器　　　 捧　　　 体外　　　　 正　 位　 134 4号土坑　　　　　　　 ク

119　　 ［］

120　　　 萎

121　　 萎

墨 書　　 士 師器　　　 林　　　 体外　　　　 不　 明　 30号井戸　　　　　　　　　 ウ

墨書　　 土師器　 高台付 杯　 体外　　　 正　 位　 35B 号溝　　　　　　　　 ク

墨書　　 ク　　　 ク　　　 底外　　　　　　　　 ク　　　　 ク　　　　 ク120 と同一個体

122　　　 穴 ヵ 墨書　　 須恵器　　　 埠　　　 慮外　　　　　　　　 1 区遺構外

123　　　 戒 ヵ 墨書　　 陶　 器　 瓶 類 力　 底外　　　　　　　　 4 区遺構外　 近世以降カ

124　　　 虫 ヵ 墨書　　 土師器　　　 球　　　 威外　　　　　　　　 6 区遺構外

125　　　 太 ヵ 墨書　 土師器　　 埠　　 慮外　　　　　　 7 区遺構外 巨 細 摘摘 糞 ′′‾

126　　　 万 カ 墨書　 須 恵器　　 埠　　 慮外　　　　　　　　 ク　　　　 9 薗紀

12 7　　　 ロ 墨書　　 土 師器　　　 杯　　　 体外　　　 不　 明　 8 区遺構外

128　　 ［コ 墨書　　 ク　　　 ク　　　 底外　　　　　　　　 ク　　　　　　　　　　 127 と同一個体

129　　　 ナカ 墨書　　 士 師器　　　 林　　　 体外　　　　 正　 位　　 〃

130　　　 杢 墨書　　 士師器　　　 林　　　 体外　　　　 止　 位　　 千

一一一一一一一一l一つ＝う



4　むすびにかえて

以上のように，当遺跡は，4～5世紀に東谷田川寄りの台地の縁辺部にあった集落が出現し，6世紀になっ

て台地上の全体に広がり，6世紀後半になり急速に発展し，その後用世紀まで継続的に集落が営まれている。

古墳時代後期から平安時代まで，この地域一帯の中心的な役割を担っていたと考えられる。その後，中世では

一部墓域としての橙能を果たしていたと考えられる。今回報告分の調査4・8区を中心として芦　平成7年度か

ら平成は年度までの調査の成果を含め芦　古墳時代後期及び奈良・平安時代の集落の様相についてまとめてみた

が　平成用年度調査分が未報告のまま残されており，さらに遺跡は西側に広がりを見せていることから，未報

告分や今後の調査結果，研究資料の増加をまって，改めて考えていかなければならない。

註
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