
岐阜県教育文化財団文化財保護センター
調査報告書 第91集

重竹遺跡。上西田遺跡
L。

【第2分冊 付篇 洞雲戸遺跡】

2005

財団法人 岐阜県教育文化財団



しげたけ かみにしだ

重竹遺跡・上西田遺跡

【第2分冊

財団法人

● 付篇
ほらうんど

洞雲戸遺跡】

2005

岐阜県教育文化財団



上西田遺跡第一調査面（上が東） ID13

L、

一

一

二二一←毎＝畠
一一

譜期譜期蒔哨

鴬《鴬《

幹

蕊懲雛Z

識

瀞溌
篭 》

預
晃

霊霊軸
』

》
癖
雑
報
殿
懇
飛
雛
撫
繊
懇
鍛
搾
織
１
．
．
轄
識
識
溺
調
鍵

‘碗

¥蕊

篭
鏡
蹴
識
輝
蕊
蒋
鍛
癒

§
爵

翼

〆、子P：

鼠灘
蟻謝蕊熱

閥一

扉

判
門
脇
１

謬撚謬撚

！
罰

識蕊職

鰯…
よ…

§
Ｉ

罰

…曲準…

溌騨蝋鵬
》
：
》

L

蛎釘

（

蕊蝿
剰

鴬

言胃壷了一言差＝歳雰毒－－－－－－－－－
！
、
露
Ｉ

……毒蕊怠蕊／、

鰯〈Ⅷ､

上西田遺跡第二調査面（同上） ID14



洞雲戸遺跡レキ群検出状況（東から） ID15

洞雲戸遺跡出土遺物 ID16



目次（第2分冊）

目次

第1部重竹遺跡

第 7章 出土遺物

第1節土器・士製品…………･………･……………………………･……………………(長谷川）

第2節石製品…………………………．．……………．．…………………………………．．(長谷川）

第3節金属製品・鍛冶関連遺物……･……………………･………･………･…………．．(長谷川）

第4節木製品……･…･……………………………･………………………………………(長谷川）

1

117

134

140

第2部上西田遺跡

第1章調査の経過と方法……………………………………･…………･…･………………(長谷川）191

第2章遺跡の環境

第1節地理的環境…………･…………………･…………･……･……･…………･………(長谷川）196

第2節歴史的環境…･…………………･……．．……………………･…………･…･……．．(長谷川）196

第3章基本層序･･…………………･………･………………………………………………．．(長谷川）197

第4章調査の成果

第1節検出した遺構．．……………．．………………･…………………………･…………(長谷川）199

第2節出土遺物…･……･…………･…………･……………………………･…………･…(長谷川）203

第3部自然科学分析

第1章鍛冶関連遺物の分析･……･…………………………………･………………･･･(大津・鈴木）205

第2章鍛冶遺構出土粘土塊の分析…………･………………･………………･……･…･……･(藤根）227

第3章プラントオパールの分析･…･………………………………………･…………………(鈴木）230

第4章花粉分析…………．．……………………………………………･………………………(新山）234

第5章樹種同定

第1節重竹遺跡出土炭化材の樹種同定……･……･………………………………………･(植田）235

第2節重竹遺跡出土井戸の丸太で組まれた横桟の樹種同定……………………………(植田）239

第6章AMSによる放射'性炭素年代測定…･……･………･……………･………………･…･(山形241



第7章土器付着漆質物等の材質分析………･……………･…………………………………･(藤根）243

第4部考察．まとめ

第1章重竹遺跡のまとめ

第1節重竹遺跡における遺構の変遷．．………………………………………………･…(長谷川）247

第2節重竹遺跡B地点・旧地籍図との比較･………………･………………………･…(長谷川）253

第3節出土遺物の分析･………………………………･…………………………………･(長谷川）259

第4節まとめ……．．…………………………･…･…．．………………･……………･……･(長谷川）276

遺跡のまとめ…･……………･………･…･…･………………………………･(長谷川）第2章上西田遺 279

付篇 洞雲 戸遺跡

写真図版



７
９
０
２
４
６
８
９
１
２
４
６
９
０
２
４
５
７
８
０
２
４
５
７
９
０
２
３
４
６
９
０
１
２
３
４
６
７
８

６
６
７
７
７
７
７
７
８
８
８
８
８
９
９
９
９
９
９
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２

．
．
．
．
．
．
．
・
・
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
■
●
●
●
ｅ
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
、
●
●
●
●

●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
■
●
●
●

●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
■
●
■
■
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
①
②
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

⑲
⑳
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
⑳
⑫
⑬
②
⑮
ｊ
ｊ
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
・
・
．
．
．
．
．
．
・
・

肱
別
刷
刑
出
剛
別
刷
別
刷
剛
別
刷
剛
剛
剛
刑
剛
岬
岬
伽
柵
柵
伽
伽
伽
伽
柵
伽
胡
鋤
一
一
一
一
一
一
一
一
一

版
仲
仲
仲
仲
仲
仲
仲
仲
仲
仲
仲
仲
仲
仲
仲
仲
仲
伽
伽
佑
佑
佑
佑
枯
佑
枯
枯
枯
伽
伽
一
一
一
一
一
一
》
一
一

剛
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
埴
埴
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
鋤
髄
柵
一
一
一
一
一
一
一
一
一

挿
出
雌
吐
出
吐
出
批
出
此
吐
出
吐
吐
吐
出
吐
出
剛
剛
出
出
批
批
出
吐
出
出
批
剛
浩
細
細
細
細
閥
川
脇
冊
剛

構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
含
含
構
構
構
構
構
構
構
構
構
含
文
製
製
製
製
製
製
製
製
製

遺
遣
遺
遣
遺
遺
遣
遺
遺
遣
遺
遺
遣
遣
遺
遺
遺
包
包
遺
遺
遣
遺
遣
遣
遣
遺
遺
包
縄
石
石
石
石
石
石
石
石
石

６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４

５
５
５
５
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
９
９
９
９
９

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図

２
３
６
８
９
Ⅱ
喝
Ⅲ
Ⅳ
肥
的
別
〃
別
恥
”
羽
洲
塊
別
拓
訂
胡
虹
鮒
“
妬
卿
伯
別
陀
開
弱
研
弱
帥
他
聞
弱

●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
■
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
白
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
ｅ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
■
●
●
●
巳
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ｅ
■
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
■
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

《
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑫
⑬
⑭
⑮
⑳
⑰
⑳

．
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
１
１
１
１
１
１
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
１
１
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
１
１
１
１
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

》
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世

．
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近
近

称
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中

名
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
ｉ
く
く
く
く

位
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物
物

部
遺
遣
遺
遣
遣
遺
遣
遺
遺
遺
遺
遣
遣
遣
遺
遺
遺
遺
遣
遣
遺
遺
遣
遣
遣
遣
遣
遺
遺
遺
遺
遺
遺
遺
遣
遺
遣
遺

の
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
土
土
士
士
士
士

類
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出

器
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構
構

士
遣
遣
遣
遣
遣
遣
遣
遺
遺
遺
遺
遣
遣
遺
遣
遺
遣
遣
遺
遺
遣
遺
遺
遺
遣
遣
遣
遺
遺
遣
遺
遣
遣
遺
遺
遣
遺
遺

７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
５
５
５
５
５
５

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図

９
０
１
２
３
５
６
７
９
１
２
１

Ⅲ
Ⅲ
Ｊ
Ｊ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
皿
物
訓
副
副
引
チ
Ⅲ
焔
Ⅲ
雌
Ⅲ
Ⅲ
川
加
川
剛
吋
側
方
側
奉
側
奉
州
奉
仙
肌
迦
川
副
燕

２
３
３
３
３
３
３
３
３
４
４
９

》
一
一
一
一
一
一
》
遺
如
如
亜
亜
ン
唖
ン
”
ド
”
・
置
亜
亜
．

Ｊ
Ｈ
司
目
Ｊ
Ｆ
Ｈ
罰
一
Ｊ
Ｊ
Ｊ
届
州
Ｊ
州
》
Ｊ
》
《
峠
吋
岬
記
昌
主
屋
》
三
却
弓
却
弓
燕
Ｊ
》
毎
Ｊ

槻
醗
醗
醐
醐
捌
銀
蝿
鯛
一
棚
椴
晒
帽
一
幅
幽
卸
一
羅
坤
榊
吋
鵬
鵬
や
冊
川
軸
州
鋤
小
恥
州
恥
鴎
悔
唖
搾

５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０

９
９
９
９
９
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
２
２

２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図
図



図337地点別種別別土器組成比……269

図338白蓋系陶器の地点別出土量…270

図339調査区全体から出土した措鉢の時

期別出土量……………………272

図340地点別の括鉢の時期別出土量272

図341地点別時期別中国陶磁器出土量構

成比……………………………273

図342上西田周辺の旧地積図と調査区の

位置・……．．……………･……･･278

図329A～D区の調査結果と地籍図との

比較．｡………･…･………･……･258

図330古代前期遺構出土遺物構成比260

図331種別別遺物散布状況．．…･……261

図332白査系陶器碗

･･･…Ⅲ類の産地別出土量……263

図333重竹遺跡出土土師器Ⅱの分類266

図334土師器Ⅲの分類別法量散布…267

図335出土遺構別の土師器Ⅲの法量267

図336遺物集計を行った範囲………268

図3223期の遺構配置………………247

図323遺構の変遷A～F区①………250

図324遺構の変遷A～F区②………251

図325遺構の変遷G～I区…………252

図326重竹遺跡B地点との位置関係253

図327重竹遺跡B地点の遺構との比較

…………．．……．．……………･･254

図328F～I区の調査結果と地籍図との

比較・………………･…･………256

２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
３
４
５
６
６
７
７
８
９
０
０
０
０
３
５
０

７
７
７
７
７
７
７
７
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
９
９
９
９
９
９
０

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２

●
●
●
●
■
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●

●
●
●
●
①
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ｃ
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■

皿
亜
皿
如
叩
亜
亜
亜
叩
亜
亜
恥
叱
亜
亜
亜
亜
叩
恥
“
叩
弛
亜
如
叱
チ
皿
印

■
□
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

唖
亜
如
亜
亜
亜
“
恥
印
亜
”
亜
亜
皿
亜
叩
印
叱
函
叱
恥
恥
亜
亜
皿
ン
．
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

釦
函
亜
亜
叩
皿
亜
叩
亜
叩
亜
恥
”
“
皿
亜
“
函
印
“
》
“
唖
皿
亜
し
録
一

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
・
・
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
恥
如
”
ト
記
・

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ｈ
ｌ
ｎ
〃
″
ｈ
Ｉ
Ｉ
″
〃
－
Ⅱ
Ｉ
″
グ
、
Ｂ
一
Ⅱ
〃
グ
●
●
●
●
ｈ
、
■
１
Ｊ
夕
－
１
８
０
Ｊ
ノ
●
■
●

》
鋤
鋤
軸
鋤
榊
鋤
榊
岬
細
細
袖
紬
銅
鵠
鍋
榊
鋤
割
隷
浄
榊
職
》
峰
》
州
岬
峠

察
察
察
察
察
察
察
察
察
察
察
察
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
観
観
察
観
品
品
察
口
観
遺
辺
田

観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
器
器
器
器
品
品
観
品
製
製
観
羽
品
田
周
水

器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
師
師
師
師
製
製
石
製
属
属
貨
の
製
西
市
層

士
土
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
土
砥
石
金
金
銭
輔
木
上
関
Ⅶ

４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１

０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表

表132層位別出土土器一覧表………202

表133上西田遺跡土器観察表………204

表134上西田遺跡土師器Ⅲ観察表…204

表135上西田遺跡土製品観察表……204

表136上西田遺跡金属製品観察表…204

表137供試材の履歴と調査項目……220

表138供試材の組成…………………221

表139出土遺物の調査結果のまとめ221

表140試料と微細遺物の検出状況…227

表141微細遺物および粒子の半定量分析

結果…………………･……･…･228

表142試料1g当たりのプラント・オ

パール個数……………………231

表143D区井戸の花粉化石産出一覧表

…………………･……．．………234

表144重竹遺跡出土炭化材樹種同定結果

…．．………．．…･…………･……237

表145重竹遺跡井戸枠樹種…･……･･239

表146放射性炭素年代測定および暦年代

較正の結果……………………242

表147試料の詳細と同定結果………245

表148散布図に表示した遺物の出土点数

①・・……･………･･…･…………261

表149散布図に表示した遺物の出土点数

②……･………･………･………261

表150古代前期遺構出土の土師器…263

表151土師器Ⅲの調整による分類の組み

合わせと点数・……･……･……266

４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１

４
４
４
４
４
４
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
７
７

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ロ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
□
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
。
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
。
●
●
●
●
●
●
●

●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
。
●
■
●
●
●
●
●

■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
■
●
●
●
■
●
■
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
白
●
●
●
●
巳
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

恥
亜
亜
亜
亜
釦
”
如
叩
”
“
亜
如
“
恥
亜
亜
亜
如
如
恥
亜
亜
》
＄
０
１
３

①
②
側
仙
⑤
⑥
い
⑧
⑨
Ⅲ
伽
⑰
⑬
⑭
⑮
㈹
㈹
⑱
⑲
側
伽
伽
側
伽
却
却
却
却

転
職
転
職
職
転
職
転
職
転
職
転
職
転
職
職
転
職
転
職
転
職
職
職
察
察
察
察

観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観
観

器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器
器

士
士
士
土
土
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
士
土
士
士
士
土
土
士
士
土
士
土

０
１
２
３

６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
０
０
０

７
７
７
７
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
１
１
１
１

表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表



表152地点別土器出士量…･………･･269

表153調査区全体の片口鉢の出土量271

表154地点別種別別片口鉢出土量…271

表155調査区全体から出士した指鉢の口

縁部分類別出土量・…………･･272

表156地点別橋鉢出土量……………272

表157出土した中国陶磁器一覧表…273

表158地点別中国陶磁器出土点数…273

表159地点別分類別の硯・砥石出土点数

表160地点別石材別の硯・砥石出土点数

….…………･…………･…．．…･275

表161各地点の鍛冶関連遺物出土量275

表162各地点から出土した椀形鍛冶津の

平均重量．…･…………………･275…………･…．．…･…･…･…･…･･275

挿図図版写真目次

写真2椀形鍛冶津(含鉄）・鍛冶津・鉄塊物の顕微鏡組織222写真6鉄塊系遺物･鋳造鉄片(板状･銃化)･鍛造鉄片(方柱状・

写真3鍛造剥片(板状・銃化）・鍛冶津片・鉄塊遺物・鍛造鉄鉄鍋片・板状)のマクロ組織…･･･……………………226

片(方柱状・板状)の顕微鏡組織・…………………･･223写真7遺構出土微細遺物類のマイクロスコープ写真……229

写真4鋳造鉄片(鉄鍋片・板状）・鍛造鉄片(板状・棒状)の顕写真8重竹遺跡のう°ラント・オパール……………………233

微鏡組織…………･……………･………･……………224写真9重竹遺跡出土炭化材樹種・………………･……･……238

写真5椀形鍛冶津の顕微鏡組織…………………･……･…･225写真10重竹遺跡出土井戸枠の木材樹種……………………240

写真11漆質物等が付着した遺物の付着状況写真…………246

写真図版
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図版9C71(東西の堀跡)、C72士塁完掘状況・C71層位・C
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レキ検出状況

図版14遺物埋納遺構遺物検出状況1～3．遺物埋納遺構完掘

状況･A100(井戸跡)検出状況･A100断ち割りの状況・

B725(井戸跡)検出状況・B725断ち割りの状況

図版15B639(井戸跡)検出状況・B639埋土堆積状況・D6(井

戸跡)レキ検出状況・D6完掘状況・D186(井戸跡)完

掘状況･D100(井戸跡)断ち割りの状況･D460(井戸跡）

堆積状況・D460完掘状況

図版16C132(地下式坑)完掘状況・C132壁面の工具痕・C132

堆積状況・C132入り口のレキ検出状況・H355(地下式

坑)堆積状況・H355(地下式坑)完掘状況



図版17B区道路状遺構・B113波板状遺構)検出状況･波板状

遺構断面・H15(特殊土坑)完掘状況・H108(特殊士坑）

検出状況・H108石積の様子・H137(特殊土坑)完掘状

況

図版18H302(特殊土坑)埋土堆積状況・H302完掘状況・H
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坑配置・D60(土坑)レキ検出状況．E区東調査区の土

坑群

図版25E761(土坑)層位･F758(土坑)レキ検出状況･F693(土

坑)炭層堆積状況．F39(土坑)レキ検出状況・F39完掘

状況・F242(土坑)遺物出土状況・F255(土坑)遺物出

土状況・F243(土坑)配石検出状況

図版26G155(土坑)レキ検出状況･H82(士坑)土師器Ⅲ出土状

況･H337(士坑)完掘状況・I145(士坑)粘土検出状況・

I区中央調査区二列に配置された土坑群・I区南調査

区集中する士坑群

図版27I460(土坑)完掘状況・層位・I705(土坑)遺物出土状

況．G区GⅢ層上面遺構検出状況．G区GIVb層上面

遺構検出状況･SL5（集石土坑列)検出状況･G1（道路

状遺構)検出状況

図版28Gl(道路状遺構)検出状況･Gl断面層位･G7土坑）

検出状況・G13(不明遺構)検出状況・G13遺物出土状

況･G37(不明遺構)レキ検出状況･G37遺物出土状況・

G37完掘状況

図版29G39(溝跡)レキ検出状況・G39埋土堆積状況・G39完

掘状況・G38(不明遺構)レキ検出状況．F区竪穴住居

跡群・F4(竪穴住居跡)検出状況・F4貼床面検出状

況

図版30F4(竪穴住居跡)完掘状況・F4カマド断ち割り状

況．F4段状遺構・F189(竪穴住居跡)完掘状況・F

284(竪穴住居跡)完掘状況・F374(竪穴住居跡)完掘状

況・F374カマド検出状況・F374P2遺物出土状況

図版31F384(竪穴住居跡)完掘状況・F384カマド付近遺物出

土状況・F384埋土堆積状況・F477(竪穴住居跡)内遺

構検出状況･F477SK4付近焼土･遺物検出状況･F477

完掘状況・F478(竪穴住居跡)完掘状況・F529(竪穴住

居跡)遺物出土状況

図版32F529(竪穴住居跡)完掘状況・F575(竪穴住居跡)検出

状況・F575貼り床・カマド検出状況・F575完掘状況・

SH41-SH42検出状況･SH44-SH45･SH46検出状況・

SH49検出状況・F1（SH49柱穴)埋士堆積状況

図版33SH52検出状況・F771(土坑)遺物等出土状況・F

779(土坑)完掘状況・F1143(士坑)遺物出土・F794(埋

納ピット）遺物出土状況・F799(埋納ピット）遺物出

土・G868(道路状遺構)検出状況

図版34G868(道路状遺構)断面層位・G41(溝跡)完掘状況・G

201(溝跡)遺物出土状況・G617(溝跡)埋土堆積状況・

H7溝跡)埋土堆積状況・H3・H4（溝跡)埋土堆積

状況．H区北調査区溝跡完掘状況．F区中央東調査区

畝状遺構検出状況



図版35D420溝跡)遺物出土状況1．2-0420埋土堆積状況．

F区中央西調査区地山確認トレンチ層位．F区中央西

調査区地山確認トレンチ遺物出土状況1．2．G

530(ピット)遺物出土状況・F635(溝跡)遺物出土状況

図版36中近世遺構出土遺物(1)

図版37中近世遺構出土遺物(2)

図版38中近世遺構出土遺物(3)

図版39中近世遺構出土遺物(4)

図版40中近世遺構・包含層出土遺物(5)

図版41中国陶磁器(白磁）

図版42中国陶磁器(青磁）

図版43中国陶磁器(染付）・砥石の砥面顕微鏡拡大写真

図版44中近世遺構出土遺物(6)

図版45中近世遺構出土遺物(7)

図版46中近世遺構出土遺物(8)

図版47掘立柱建物跡、その他のピット出土遺物(1)．(2)

図版48士塁、南北の堀跡出土遺物・東西の堀跡出土遺物(1)

図版49東西の堀跡出土遺物(2)．(3)

図版50東西の堀跡出土遺物(4)-土塁下部遺構出土遺物・鍛冶

関連遺構出土遺物

図版51中近世遺構出土遺物(9)

図版52中近世遺構出土遺物(10)

図版53鍛冶関連遺構、大型士坑出土遺物(1)．(2)．(3)

図版54大型土坑出土遺物(4)・土器埋納遺構(F24)出土遺物・

井戸跡出士遺物(1)

図版55井戸跡出土遺物(2)・地下式坑出士遺物・道路状遺構の

側溝出土遺物・特殊土坑出土遺物

図版56不明遺構出土遺物(1)．(2)・不明遺構、溝跡出土遺物(1)

図版57中近世遺構出土遺物(11)

図版58中近世遺構出土遺物(12)

図版59溝跡出土遺物(1)。(2)

図版60溝跡出土遺物(3)．(4)

図版61溝跡出土遺物(5)．(6)

図版62溝跡出土遺物(7)．(8)

図版63溝跡出土遺物(9)・士坑出土遺物(1)．(2)

図版64土坑出土遺物(3)．(4)

図版65中近世遺構出土遺物(13

図版66中近世遺構出土遺物(14)

図版67土坑出土遺物(5)・士坑、G区GUI層水田出土遺物．G

区GⅡI・IVb層上面道路状遺構、不明遺構出土遺物

図版68G区GIVb層上面不明遺構出土遺物(1)．(2)．G区GV

層上面溝跡出土遺物

図版69G区GV層上面不明遺構出土遺物(1)．(2)-包含層出土

中近世遺物

図版70墨書土器

図版71古代遺構出土土器(1)

図版72古代遺構出土土器(2)

図版73竪穴住居跡出土土器(1)．(2)

図版74竪穴住居跡出土土器(3)・溝跡出土遺物･掘立柱建物跡、

埋納ピット出土土器・道路状遺構、溝跡出土遺物(1)

図版75溝跡出土遺物(2)．(3)

図版76その他の時代の遺物

図版77仕上げ砥(1)・中砥・荒砥(1)．(2)．(3)．(4)

図版78剥片石器・打製石斧・石鍬・敵石・磨石

図版79摩耗篠・その他の石製品・木製品

図版80金属製品・金属製品、鍛冶関連遺物・銭貨

図版81上西田遺跡調査前風景･上西田遺跡の基本層序(調査区

西壁)・上西田遺跡の基本層序(調査区北壁)・第1調査

面検出状況・畝溝跡の完掘状況

図版82第2調査面検出状況・取水溝の状況1．2・水口の状

況・水口・尻水口の状況・立石の状況・足跡検出状況・

足跡完掘状況

図版83上西田遺跡出土遺物

※洞雲戸遺跡の本文、挿図、表、写真図版の目次は付篇内の目次を参照
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第7章出土遺物

第1節土器・土製品

ここで抽出した遺物は、①残りがよく全容が把握できるもの、②ある程度残りがよく図示に耐え得

るもの、③細片であるが時期や性格の特定が可能なものに分けられる。原則として①は完形品実測、

②は反転実測､③は破片実測で図示している。その月安は､遺物観察表に示した口縁残存が6／12

-12/12のものが①、5.9/12～1/12のものが②、1/12未満が③である。残存状況を中心に遺物を

抽出したため、中近世とした遺構でも、他時代の遺物のみを掲載している場合がある。各遺物の詳細

については表76～132に示した遺物観察表に記載し､本文中では観察表に記載していない特徴を中心に

述べる。遺物の詳細については原則として禍7域番号順に述べたが、一つの遺構から多数掲載した場合

は種別ごとに記述した。本文中に用いた土器の部位名称については、図217に示したように統一した。

遺物実測図について

遺物実測図は原則として1／3の大きさで掲載したが、以下のものについては破片実測を行った細

片でも縮尺を変えて掲載した。

土器類大型の鉢類・髪類（播鉢・深皿・大Ⅲ・常滑の髪等)1/4

須恵器壷・髪類1/4

煤・炭化物、漆、ベンガラ等の付着物については、以下のトーンを用いて付着範囲を表現した。

煤

炭化物蕊蕊議議箪

漆けIInﾘE溌劇33｜

ベンガラ｜難蕊溌蕊蕊｜

土器の回転削りの稜線は一点切りで表現した。土師器等の削り調整については、壬の記号を用い

て削りの方向を表した(●のある方が削りの方向)。また、和薬の施粕範囲は一点破線で､二重にかかっ

ている場合は二点破線で表現した。土師器Ⅲについては、実線でナデの範囲を図示し、わかるものに

ついては回転方向を矢印で示した。

遺物観察表について

遺物の分類：原則として表3～5で示した分類を記述した。

形態分類：上記で示した分類等や既存の研究で行われている分類を記載した。既存の研究による

場合は、研究者の名前を分類の前に付した。なお、分類についての認識は報告者のも

のであり、記載に対する責任は報告者にある。

法量：欠損したものについて、土器瀬については復元値を、土製I砧・石製I砧については残存

値を（）を付して記載した。土器類のうち、土師器皿や鍋類など底部の範囲を認定し

がたいものに関しては、底径を記載しなかった。

口縁残存：完形を12として数えた残存値を記戦した')。

胎土色調・粕調：「新版標準士色帖』（前掲）から近い色調のものを選択して記載した。
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底部底

図217土器類の部位名称

型式・様式：既存の研究をもとに分類し、図16で示した編年あるいは年代を掲載した。

中近世の遺構から出土した土器・土製品

掘立柱建物跡（図218）

SH61は向査系陶器の碗である。柱穴A272から出土した。北部系11型式の脇之島3号窯式に分類

した。

SH74は土師器Ⅲである。柱穴A60から出土した。内面のナデは不明瞭で判別できない。

SH162は土錘である。柱穴B784から出土した。片方の端部が欠損している。最大径が中央付近に

みられる。

SH203は白査系陶器の碗である。柱穴D198から出土した。北部系11型式の脇之島3号窯式に分類

した。

SH235は白査系陶器の碗である。北部系11型式の脇之島3号窯式に分類した。6は古瀬戸の髪の底

部と考える。胎土が精良で黄灰色を呈する。いずれも柱穴D159から出土した。

SH247は土師器皿である。柱穴D302から出土した。内面のナデは不明瞭で判然としないが、口縁

部を意識しないナデが内面に施されていると思われる。

SH268は白蓋系陶器の碗である。建物の中心にある大型士坑D430から出土した。北部系8型式の

大畑大洞4号窯式に分類した。9～13は土錘である。8と同じ<D430から出土した。いずれも中心付

近に最大径がみられ、つくりや胎土も似ている。

SH3014は白査系陶器の碗である。柱穴E519から出土した。北部系11型式脇之島3号窯式に分類し

た。
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堀立柱建物跡・柱穴列
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図218遺構出土遺物（中近世)R(S=l/3，6．34はS=l/4)



4第7章出土 遺 物

SH4015は白査系陶器のⅢである。柱穴F1110から出土した。北部系7型式以降としたが、若干器高

が高く、7型式以降の中で古手の可能性がある。17～20は白査系陶器の碗である。F770から出土した。

いずれも北部系8型式大畑大洞4号窯式に分類できるが、19は他のものより口縁径が小さく、器形も

若干異なっている。また内面に漆が付着している（第3部第7章参照)。

SH4416は古代土師器の焼塩土器である。柱穴F614から出土した。薄手のタイプで口縁端部が尖り、

やや内湾する。

SH6221は土師器Ⅲである。柱穴H97から出土した。内面のナデ痕を調整によって消している可能'性

がある。煤が付着しており灯明Ⅲと考える。

柱穴列跡

SA922は白姿系陶器の碗である。柱穴A22から出土した。北部系11型式の脇之島3号窯式に分類し

た。

SA1423は土師器Ⅲである。柱穴B255から出土した。内面のナデは直線的に3方向に施される。

その他のピット

A区（図218）

24は白査系陶器のⅢである。A5から出土した。北部系7型式以降に分類した。25．26はA46から

出土した。25は土師器Ⅲである。内面のナデは不明瞭で判然としないが、口縁部を意識しないナデが

内面に施されていると思われる。26は大窯の天目茶碗と考える。胴部の丸味が弱く、口縁部がわずか

に外反するが、屈曲は弱い。外面下端にわずかに錆粕がみられる。大窯1期に比定される。27～30は

A192から出土した。いずれも土師器Ⅲである。27は胴部外面の指頭痕が、底部から見て時計回りに巡

る。内面のナデは不明瞭で判然としない。28は口縁部の一部にタールのようなものが付着しており、

灯明Ⅲと考える。胴部と底部の外面に多数の指頭痕が残る。31は白査系陶器の碗である。A387から出

土した。若干焼きが甘く、表面に赤っぽい発色がみられる。北部系7型式の明和1号窯式に分類した。

32は土師器Ⅱである。A402から出土した。口縁端部を面取りする特徴がある。33は白査系陶器の碗で

ある。A433から出土した。北部系11型式の脇之島3号窯式に分類した。34は常滑の妻あるいは壷の底

部である。A456から出土した。

B区（図219)

35は中国陶磁器の染付である。器種はⅢであろう。B9から出土した。口縁部がやや外反し、外面

の模様は牡丹唐草のような植物文の可能'性がある。36は中国陶磁器の龍泉窯系青磁である。器種は香

炉の可能'性が考えられる。B21から出土した。口縁部下外面に一条の沈線を施している。口縁部には

融着痕が見られる。37．38は古瀬戸の卸Ⅱである。B71から出土した。口縁部内面に突帯状の拡張が

見られる。灰粕は口縁端部内外面のみに施粕される。古瀬戸後1V古期に比定される。39は土師器Ⅲで

ある。B230から出土した。ほぼ完形で出土しており、埋納の可能'性がある。全体につくりが丁寧で、

B262溝跡出土のものに類似している。外面の横ナデに対応するように、口縁端部に面取り状のナデが

めぐる。内面はナデ消しというよりミガキに近い。40は白査系陶器の碗である。B697から出土した。

北部系11型式の脇之島3号窯式に分類した。41は土師器Ⅲである。B723から出土した。底部に丸みが

あり、口縁部にいたって直線的に開く特異な形態を持つ。煤が付着しており灯明Ⅲと考える。近世の

土師器Ⅲである可能'性がある。42は中国陶磁器の染付Ⅲである。B730から出土した。破損断面が摩耗
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しており、人為的に研磨した可能'性がある。畳付のみ露胎となる。43は連房陶器の反Ⅲである。B764

から出土した。口縁部がわずかに外反する。見込に円錐ピンの痕跡が4ケ所残り、胴部下半から底部

外面にかけて露胎となる。連房第4小期に比定される。44は古瀬戸の播鉢である。B737から出土した。

口縁部分類の5類に分類した。45は士錘である。B789から出土した。最大径は中央付近にある。46は

大窯の播鉢である。B811から出土した。口縁部分類6B類に分類した。

C区（図219）

47は白査系陶器の碗である。C26から出土した。北部系11型式の生田2号窯式に分類した。48は古

瀬戸の橋鉢である。C38から出土した。口縁部分類の4類に分類した。

D区（図219）

49は土師器Ⅲである。D180から出土した。口縁部内面には二段の横ナデが施され、外面には指頭痕

が残る。50は白査系陶器のⅢである。D338から出土した。底部が低い円柱状になる。北部系6型式の

白土原1号窯式に分類した。51.52はD449から出土した。いずれも白査系陶器の碗である。51を北部

系7型式の明和1号窯式、52を北部系9型式の大谷洞14号窯式に分類した。

E区（図219）

53～55はE14から出土した。53は白査系陶器のⅢである。身が深く器壁が厚い。南部系5型式に分

類した。54は白査系陶器の碗である。径が大きい幅広の低い高台が付される。北部系5型式に分類し

た。55は白査系陶器の碗である。内外面に黒いシミのようなものが付着している。低い潰れた高台が

付され、内面の胴部と底部の境に明瞭な段がある。南部系6型式に分類した。56は中国陶磁器の龍泉

窯系青磁碗である。E446から出土した。内面に片切り彫りで二重の蓮弁文が描かれる¥57は白蓋系

陶器の碗である。E520から出土した。北部系7型式の明和1号窯式に分類した。58は中国陶磁器の白

磁碗である。E757から出土した。口縁部が外反し、端部が平らになる。胎土は灰色がかった色調であ

り、大宰府分類の白磁碗V類の可能‘性がある。59は白査系陶器の碗である。E762から出土した。南部

系5型式に分類した。60は中国陶磁器の龍泉窯系青磁碗である。外面に片切り彫りによって鏑蓮弁文

が描かれる。上田分類のBI類に比定した。61は白査系陶器の碗である。E800から出土した。高台径

が大きく、胴部下半に丸味があり、口縁部が外反する。南部系4型式に分類した。62は白査系陶器の

Ⅱである。E824から出土した。南部系5型式に分類した。63は中国陶磁器の龍泉窯系青磁碗である。

E829から出土した。丁寧に調整された角高台をもち、底部の器壁が非常に厚い。見込には片切り彫り

によって花文が描かれ、外面の胴部と高台の境に連続した刻みが見られる。粕薬は薄く、色は黄色味

がかった緑色を呈する。高台の畳付より内側が露胎となる。大宰府分類龍泉窯系青磁碗I類に比定さ

れる。64は白蓋系陶器碗である。E839から出土した。北部系5型式に分類した。

F区（図219.220）

65は士錘である。表面に炭素が吸着して黒光りしている。胴部中程に最大径がある。F9から出土

した。66は白査系陶器の碗である。F16から出土した。内面がやや摩耗している。南部系5型式に分

類した。67はロクロ土師器の小Ⅲである。F33から出土した。土器埋納遺構F24出土のものと比べて

胴部に丸味がある。68は古代土師器の焼塩土器である。F449から出土した。厚手であり、口縁部付近

を肥厚して端部を面取りしている。69は白査系陶器の碗である。F469から出土した。南部系5型式に

分類した。70はロクロ土師器の杯である。F1356から出土した。底部の器壁が非常に厚い。底面に板
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ナデのような跡が見られる。71は白査系陶器の碗である。F1387から出土した。北部系5型式に分類

した。72は白査系陶器のⅢである。F1442から出土した。南部系5型式に分類した。

G区（図220）

73は土師器Ⅲである。G9から出土し、包含層GIT層から出土したものと接合した。内面に全くナ

デの痕跡が残っていない。74は白査系陶器の碗である。G60から出土した。北部系11型式の脇之島3

号窯式に分類した。75は大窯の天目茶碗である。G88から出土した。胴部下半から底部外面にかけて

露胎になる。大窯3期に比定される。76は古瀬戸の卸目付大Ⅱである。G127から出土し、包含層Gil

～Ⅲ層から出土したものと接合した。口縁部が受け口状に屈曲し、胴部下半内面が摩耗している。口

縁部内外面に灰粕が施される。古瀬戸後IV新期に比定される。77は古瀬戸の橘鉢である。G166から出

土した。口縁部分類の3類に分類した。78は白査系陶器の碗である。G211から出土した。北部系11型

式の脇之島3号窯式に分類した。79は須恵器の杯身B類である。G397から出土し、包含層GIV層から

出土したものと接合した。見込のほぼ中央に「美濃国」刻印がみられる。老洞古窯跡のA-1-2類と

同じ形であるが3)、胎土やつくりは老洞窯跡というより美濃須衛の諸窯から出土するものに類似して

いる。938の刻印と形状・大きさが一致する。80は古瀬戸の天目茶碗である。G526から出土した。胴

部に丸味があり、口縁端部が屈曲する。古瀬戸後IV新期に比定される。81は土師器Ⅲである。G646か

ら出土した。外面に煤が付着おり、灯明Ⅲと考えた。82は須恵器の雲B類の把手と考える。胴部の中

央付近に付されていたと考えられ、裏面に叩き目が転写されている。83は土師器Ⅱである。G812から

出土した。口縁端部をつまむように回転ナデが施され、端部が尖り気味になる。

H区（図220)

84は中国陶磁器の白磁杯と考える。H176から出土した。破損断面を人為的に打ち欠いた加工円盤で

ある。見込外側の粕薬が輪状に掻き取られている。粕調や形態から16世紀前半に属する可能'性がある。

85は大窯の建水の可能性がある。H326から出土した。胎士が精良で無粕の焼締陶器である。86は連房

陶器の丸Ⅲである。H347から出土した。胴部に強い丸みがあり、全体に器壁が厚い。胴部下半から底

部にかけて露胎となる。連房第1～2小期に比定される。

I区（図220）

87は白査系陶器の碗である。noから出土した。径が大きく断面が三角形になる高台が付される。

南部系4型式に分類した。88は古瀬戸の腰折Ⅲである。136から出土した。胴部下半に明瞭な稜があ

る。底部外面周縁が露胎となる。古瀬戸後1V新期に比定される。89は白餐系陶器の小碗である。1142

から出土した。北部系3型式の矢戸上野2号窯式としたが、胎土はやや粗い。90は白査系陶器の玉縁

碗である。1144から出土した。大宰府分類白磁碗II類の口縁部に似た玉縁状の口縁部形状を呈する。

胎士から北部系と考える。91は土師器Ⅲである。1195から出土した。口縁部内外面に横ナデを施して

いる。92は白査系陶器の碗である。1208から出土した。底部内面に炭化物が付着している。北部系9

型式の大谷洞14号窯式に分類した。93は白査系陶器の碗である。1229から出土した。北部系11型式の

生田2号窯式に分類した。94は古瀬戸の播鉢である。1235から出土した。口縁部分類3類に分類した。

95は古瀬戸の四耳壷の口縁部である。1382から出土した。古瀬戸前Ⅲ期に比定される。96は土師器の

鍋の口縁部と考える。1389から出土した｡羽付鍋や内耳鍋のように内傾する口縁をもつ鍋類と考える。

胎士はやや粗で砂粒が多い。97.98は1706から出土した。いずれも土師器Ⅱである。97は口縁部内外
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面に横ナデが施され、口縁端部がつまみ上げたように尖り気味になる。98も口縁部内外面に丁寧な横

ナデを施している。胎土が密で砂粒がほとんど混入しない。

土塁(C72)盛り土内（図221)

中世土師器(99）99は羽付の茶釜である。土塁下から検出した溝跡C219から出土したものと接合し

た。内外面に残るハケ調整痕は、それぞれ違う工具が用いられている。外底面の削り痕は、底部から

見て時計回りに施される。外面全体に煤が付着している。

白査系陶器(100)100は碗である。南部系5型式に分類した。

古瀬戸(101～104．106)101は縁粕小Ⅱである。胎土が級密で焼成が良く、北部系白餐系陶器に似

ている。口縁部内外面に灰粕が施粕される。古瀬戸後1V古期に比定される。102．103は卸Ⅱである。

102は形状から古瀬戸後IⅡ期に比定される。103は底部破片である。使用された痕跡はない。104は折縁

深Ⅲである。胴部内面が露胎となる。古瀬戸後Ⅲ期に比定される。106は茶釜である。全面に錆粕が施

粕される。古瀬戸後IV古期に比定される。

大窯(107播鉢の口縁部破片である。9B類に分類した。

連房陶器(105.108)105は折縁鉄絵Ⅲである。鉄絵を施した後、灰粕を施粕している。胴部外面が

一部を除いて露胎となる。連房第2～3小期に比定される。108は播鉢の口縁部破片である。14C類に

分類した。

南北の堀跡(B387,図221～223多数の遺物が出土しているため、種別ごとに記載する。

中世土師器(109～128）土師器Ⅱと茶釜が出土している。109～127は土師器Ⅲである。口縁径が7.0

～11.6cm程度であり、大型品は見られない。110は外面に植物が抜けたような痕跡が残る。111は口縁

部に沿うように切れ込み痕が見られるが､製作時のものかどうかは不明である。116は内面に板状と思

われる工具の痕跡が残る。118は外面の横ナデが口縁端部のみに見られる。内面には、口縁部からみて

時計回りに横ナデが施される。123の内面ナデは二段になっており、両者ともにナデ抜かれている。124

は内面に口縁部を意識しないナデが6の字状に施される。125は内面のナデの単位が細かく、工具の角

の痕跡が残存している。口縁端部内面の横ナデは調整の最後に施されている。126は125とほぼ同じ整

形をしている。127は口縁部下に穿孔があるが、製作段階で開けられたものかは不明である。128は茶

釜の口縁部である。外面に煤が付着している。

白査系陶器（129.130）いずれも白査系陶器のⅡである。129は北部系7型式以降に分類した。130

は器壁がやや厚めで、口縁端部に丸みがあり、わずかに外反する。北部系6型式の白土原1号窯期に

分類した。

古瀬戸（131.142）131は底卸目Ⅱである。見込の中央に同心円状の文様、高台内に卸し目が付けら

れる。使用された痕跡はなく、全く摩耗していない。古瀬戸中II期に比定される。142は筒形の香炉で

ある。鉄粕は、胴部外面のみ施粕される。古瀬戸後IV古～後1V新期に比定される。

大窯（132～136．139．140．144～146）132．133は灯明Ⅱである。いずれも焼締タイプ°である。132

は大窯2期、133は大窯3期に比定される。134．135は端反Ⅱである。134は胴部下半に丸みがなく、

口縁部の外反もやや弱い。高台内に輪ドチ痕が残る。大窯1期に比定される。135は胴下部に丸みがあ

り器高が低く、届平な印象を受ける｡底部が突出しており中央部は高台の接地する高さ付近まで下がっ

ている。高台内の中央には輪ドチの痕跡がある。大窯1期に比定される。136はやや大型の丸Ⅱもしく
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は端反Ⅱになると思われ、見込に菊の印花文が2ケ所見られる。大窯1～2期に比定される。139は小

天目茶碗である。大窯1期に比定される。140は天目茶碗である。口縁部の外反と胴部上半の張り出し

が強い。鉄粕は透明感があり光沢がある。底部外面周縁が露胎となる。大窯3期前半に比定される。

144～146は橋鉢の口縁部破片である。それぞれ9B類、13A類、9A'類に分類した。146は縁帯の下端

部が内側に折り返される。144は大窯3期後半､145は大窯4期前半､146は大窯3期前半に比定される。

連房陶器（137．138．141）137は志野丸Ⅲである。口縁部が若干外反し、底部外面周縁が露胎とな

る。連房第1～2小期に比定される。138は鉄絵Ⅱである。高台内に円錐ピンと考えられる痕跡が3ケ

所ある。長石紬が全面に施粕される。連房第2小期に比定される。141は袴腰形の香炉である。黄褐色

の独特の発色を呈する鉄粕で施粕されている。内面には鉄粕が施されている。

産地不明近世陶器（143）143は厘鉢である。底部外面周縁が露胎になると思われる。

常滑（147）147は常滑の葵の口縁部破片である。6～8型式に比定される。

中国陶磁器（148～152）148は白磁のⅢである。無高台のⅢで、胴部内面と底部の境に段を有する。

口縁部はないが、底部周縁の形状が大宰府分類の白磁ⅢⅨ類に似る。149は白磁の杯である。粕が薄く

貫入が多く見られる。焼成も不良である。森田分類のD群に比定される。150は龍泉窯系青磁の碗と考

える。底部に厚みがあり、高台は外側で面取りされている。粕は厚く、高台内のみ露胎となる。周囲

を打ち欠いて加工した痕跡がみられる。151．152は染付のⅡである。おそらく削込高台のⅢになると

,思われる。小野分類の染付ⅢC群に比定される。

その他（153～157）153～157は土鈴である。完形品は出土しなかった。袋状にした粘土の口を絞っ

て形を作り、乾いてから穿孔や切れ込みを入れたと思われる。154．155のように撫肩になるものと153.

156．157のように肩が張るものがある。

東西の堀跡(B413、図223～228)多数の遺物が出土しているため、種別ごとに記載する。

中世土師器（158～175）158～174は土師器Ⅲである。口径が8cm前後、11.5cm前後、14.5cm前後と

いう3段階の法量に分けることができる。159は外面の一部に繊維状のものでなでたような痕跡が残

る。165は底部に比して口縁部に厚みがある。平面形のゆがみが激しい。168は内面に約1.2cmの幅をも

つ工具によって不定方向のナデが施される。169は内面に板状工具の角と考えられる痕跡が残る。170

は口縁部から胴部内面にかけての横ナデが二段になっており、両者ともナデ抜けがある。下段のナデ

はナデを開始した位置が明瞭に残る。胎土に赤褐色の砂粒が混入しており、他の土師器Ⅲとは雰囲気

が異なっている。171は170と同様の砂粒が混入する。172は内面の横ナデが二段になっており、胴部と

底部の境のナデには器面から工具を離した際の痕跡が残っている。内底面のナデは、単位は不明‘瞭で

あるが不定方向に施されている。173は角のある工具によって内面のナデ調整を行っている。外面にも

一部工具によると』思われるナデが見られる。174は外面に切れ込み痕が残る。175はロクロ士師器のⅢ

である。底部に回転糸切り痕が残る。

須恵器（176）176は須恵器の杯蓋C類である。頂部から胴部にかけてやや届平で、返りの端部に若

干丸みがある。

白査系陶器（177～181.232）177～181は碗である。177．178．180を北部系7型式の明和1号窯式

期、179を北部系5型式、181を北部系11型式の脇之島3号窯式期に分類した。232は水性の注口部であ

る。注口の接合部の周囲には刻みによる加飾が見られる。内面に注口に向けて穿孔した痕跡が残る。
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東西の堀跡
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外面に灰粕を施粕し、内面が露胎となる。北部系5型式段階の美濃須衛産と考えられる。

古瀬戸（182～184.211～213．225．227．230．231．236～238.251）

182．183は縁粕小Ⅲである。182は古瀬戸後Ⅲ～後1V古期に比定される。183は胴部に丸みがあり、

口縁部がほぼ直立する。灰粕は口縁部内外面に施粕されている。古瀬戸後1V新期に比定される。184は

卸目付大Ⅲである。口縁部の内側が突起状になる。胴下部内面が摩耗している。鉄粕は口縁部内外面

に施粕される。古瀬戸後1V新期のものであろう。211～213は天目茶碗である。211は口縁端部が尖り気

味で屈曲が強い。胴部に強い丸みがある。212は口縁端部が尖り気味で、強く屈曲する。器壁は薄く回

転ナデ･削り痕が細かい。底部から胴部下半外面の錆粕が濃く黒っぽく発色している。213は口縁端部

の屈曲が強く、胴部下半が直線的に開く。器壁は全体に薄めで、丁寧に作られている。胴下部から底

部にかけての錆粕は濃い。いずれも古瀬戸後IV新期に属すると考える。225は袴腰型香炉である。底部

の内外面が露胎となる。古瀬戸後IV古～後IV新期に比定される。227は尊式花瓶の底部である。底部と

胴部が張り合わせて作られている。外面に一条の沈線がある。胴下部と底部外面が露胎となる。古瀬

戸後IV古期の底部に最も形状が似ている。230は祖母懐壷の口縁部である。縁部が玉縁状になり端部が

丸みを帯びて下に垂れる。胎士が繊密である。古瀬戸後期のものと考えられる。231は茶釜である。内

外面に錆粕が施粕される。古瀬戸後1V古期に比定される。236～238.251は播鉢である。236は外面は

工具による回転ナデの痕跡が明瞭である。口縁部分類の3類に分類した。237は口縁部分類の4類に分

類した。238は図示していないが、片口部の破片である。口縁部分類の5類に分類した。251は内面と

破損断面に煤が多く付着しており、火鉢のような用途に転用された可能′性がある。

大窯（185～197．199．210．214～217．219．220．226．234．239～248.250）

185～189は灯明Ⅲである。185～188は焼締タイプ。である。185．186は大窯2期、187．188は大窯1

期に比定される。189は陶胎タイプであり、大窯4期に比定される。190.191.199は丸Ⅱである。190

は外面に重ね焼き時に付着した口縁部破片（丸Ⅲ)が付着している。高台内にはトチンの痕跡が残る。

191は口縁部がわずかに外反し、胴部に丸みがある。底部から胴部にかけて広い範囲の粕が剥落してい

る。190．191は大窯2期、199は大窯3期後半に比定される。192は稜Ⅲである。大窯3期に比定され

る。194は丸Ⅱか端反Ⅲと思われる。見込の中央に菊の印花文が付されるが、半分は粕薬によって見え

なくなっている。底部外面が高台より突出し、その周囲に輪ドチ痕が残る。大窯1～2期に比定され

る。193．195．196は端反Ⅲである。193は口縁部が外反し、底部が高台よりも突出する。195は口縁部

の外反は弱めで、胴部下半の器壁が厚い。底部が突出して畳付とほぼ同じ高さになる。196は口縁部が

強く外反し、胴部の器壁が厚く突出しているように見える。底部の器壁も厚く、底部外面中央がほぼ

畳付と同じ高さになる。高台内には輪ドチ痕が残る。いずれも大窯1期に比定される。197は稜Ⅲとし

たが、底部から胴部にかけての丸みは丸Ⅱに近い。高台内に輪ドチ痕、内面に粕薬の溶着痕が見られ

る。大窯2期に比定される。210.214～217.219は天目茶碗である。210は口縁端部が尖り気味であり、

外面がわずかに窪む。胴部には丸みがある。大窯1期に比定される。214は胴部に施粕された鉄粕は黄

灰色に発色している。錆粕の色は薄い。大窯3期後半に比定される。215は口縁部の屈曲が強く、胴部

上半の張りが強い。底部から胴部にかけて直線的に立ち上がる。胴部下半から底部外面の錆粕は薄く、

部分的に露胎になっている。大窯3期前半に比定される。216は口縁端部の屈曲が強く、胴部上半に丸

みがある。胴部下半が露胎となる。大窯4末期に比定される。217は口縁部から胴部上半にかけてS字
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状に強く屈曲する。外面の回転削り痕が非常に顕著に残る。胴下半から底部外面にかけて露胎となる。

大窯2期に属すると考える。219は胴部に強い丸みがあり、鉄粕は褐色と黒色が斑になった発色を呈す

る。底部外面周縁が露胎となる。大窯4期前半に比定される。220は筒形碗の底部と考える。底部から

胴部にかけてが平らな形状になる。鉄粕は艶消しの褐色を呈し、高台外面の下部から高台内が露胎と

なる。大窯4期前半に比定される。226は仏銅具である。底部外面周縁から底面が露胎となる。大窯1

期に比定される。234はⅢであろう。胴部が底部から口縁部にかけて大きく開き、口縁部が屈曲して内

径する。削込高台をもち、全面に長石粕が施粕される。内面の模様は旗のようにも見えるが不明であ

る。大窯4期後半に比定される。239～248.250は捕鉢である。239-240-246は9A'類、241は8B類、

242は9A類、244を13B類、245を14B類、247．248を14C類に分類した。248は口縁部の面取りが顕

著で、内面の突起が隆帯状に見える。このタイプは1363を始め一定量出土している。

連房陶器（198.200～209．218．221～224．228．229．233．235．249)

198．201．203．204は志野丸Ⅲである。198は口縁部が外反し、削出高台をもつ。連房第3小期に属

すると考える。201は高台径が大きく、届平な形状になる。一部を除いて高台内が露胎となる。連房第

2小期に比定される。203は口縁部が外反し、削出高台をもつ。部分的に銅緑粕が落とされている。204

は口縁部が強く外反し、胴部に丸みがある。高台は低く底面が高台よりも突出している。見込には円

錐ピンの痕跡が3ケ所残る。胴部下半外面が露胎となる。203.204ともに連房第1小期に比定される。

200は丸Ⅲである。胴部下半から底部外面が露胎となる。連房第1小期に比定される。202は反Ⅲであ

る。連房第3小期に比定される。205．209は折縁鉄絵Ⅲである。205は胴部外面が露胎となる。209は

折縁鉄絵Ⅱとした一群の中でも器壁が薄く、口縁の屈曲が少ない点で特徴的な個体である。長石粕を

内面に、また灰粕を施粕後口縁部外面から内面にかけて施しており、胴部から底部外面にかけて露胎

となる。いずれも連房第2～3小期に比定される。206～208は鉄絵Ⅲである。内面に圏線と唐草文が

描かれるもので、連房第1小期に比定される。また、208は器高が低く肩平な形状を呈する点に特徴が

ある。207は見込の閏竹文が簡略化されていない。218は天目茶碗である。口縁端部が緩やかに外反し、

胴部には強い丸みがある。胴部下半から底部外面にかけて露胎となる。連房第2小期に比定される。

221～224は丸碗である。221は胴部から口縁部にかけて直線的に開き、口縁部がわずかに外反する。灰

粕の流し掛けは内面のみに見られる。222は内外面とも丁寧な調整が施される。高台周辺は錆粕が施粕

されている可能性がある。223は工具によると考えられる外面調整に特徴がある。底部外面周縁が露胎

となる。224は胴部から底部にかけての外面が露胎となる。221．222．224は連房第3～4小期に、223

は連房第1小期に比定される。228は筒型向付である。底部から口縁部にかけて緩やかに内傾する器形

をもつ。鉄絵は口縁部から螺旋状につながっている可能性が高い。底部内面の一部と底部外面周縁が

露胎となる。連房第1小期に比定される。229は徳利である。胴部中程に最大径がある。他の部分に比

べて胴部下半内面の鉄粕が薄い。連房第3～4小期に比定される。233は片口鉢の底部と考える。底部

内面に円錐ピンの痕跡が残る。高台外面下半から高台内にかけてが露胎となる。連房第5～7小期に

比定される。235は大Ⅲと考える。底部外面が高台より突出する。中央で錆粕と長石粕が掛け分けられ

ており、高台内の錆粕が拭い取られている。鉄絵は何を表現しているか不明である。連房第1小期に

属すると考える。249は播鉢である。口縁部分類14C類に分類した。しかし、口縁端部を外に向かって

肥厚しており、内面はやや窪んで段状になるため、14C類とは別の形態と考える必要があるかもしれ
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東西の堀跡
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東西の堀跡
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ない。

常滑（252.253）252．253は婆である。252は底部の破片である。253は口縁部の縁帯が頚部に完全

に接着している。縁帯上部はやや外傾した突帯になっている。常滑9型式に比定される。

中国陶磁器（254～262）254．255は白磁のⅢである。見込に高台と同じ形状の重ね焼き痕（目跡）

が残る。粕薬は細かい貫入が多く見られ、焼成も悪い。森田分類D群に比定される。255は畳付に溶着

の痕跡が残る。森田分類のE群に属する可能性がある。256は龍泉窯系青磁の稜花Ⅲである。口縁部に

連続した押圧痕がめぐり、内面に唐草文がみられる。257～259は龍泉窯系青磁碗である。257は鏑のな

い蓮弁文が外面にみられる。上田分類のBI'かBII類に属すると考える。258は底部の器壁が非常に厚

く、底部から胴部にかけて若干丸みをもって立ち上がる。外面の蓮弁文は鏑部分が丸彫りによる彫り

込みで表現されている。見込には「顧氏」銘の印刻文が刻まれている。高台は小さく畳付のみ露胎と

なり、粕との境が赤く発色している。上田分類BI類に比定される。259は底部の器壁が厚く、高台端

部に面取りが施される。粕薬は厚く、高台の畳付から高台内にかけて露胎となり、その周縁が赤く発

色している。破損部に加工痕が残り、加工円盤であった可能‘性がある。大宰府分類の龍泉窯系青磁碗

I類に属する可能‘性がある。260は染付Ⅱである。削り込みによって成形された高台の周縁が露胎とな

る。小野分類のⅢC群に属すると考える。261.262は染付碗である。261は胴部から口縁部にかけて広

く開き、見込が高台内に窪む。高台端部に溶着痕があり、露胎となる。小野分類の碗C群に属すると

考える。262は底部の器壁が厚く、高台が内傾している。高台端部が面取りされて露胎となる。破損し

た部分に加工痕が残り、加工円盤である可能性がある。

東西の堀跡C71、図228～230多数の遺物が出土しているため、種別ごとに記載する。

中世土師器（263）263はロクロ土師器のⅢである。口縁端部がやや内湾する。煤が付着しており灯

明Ⅲと考える。近世の遺物である可能性もある。

白査系陶器（271）271は有耳壷（四耳壷）である。北部系（美濃須衛型）6型式併行期4)のものに形

が似ている。

古瀬戸（264.266）264は卸Ⅱである。灰粕は口縁部内外面のみ見られる。古瀬戸後1V古期に比定さ

れる。266は折縁深Ⅲである。古瀬戸中I期に比定される。

連房陶器（265.267～270.272～283.285～290

265は筒形香炉である。内面が露胎となる。連房第7小期に比定される。267～269は灯明Ⅱである。

267は油Ⅲであり、見込に円錐ピンの痕跡が5ケ所残る。底部外面の錆粕が拭い取られている。268は

油Ⅲであり、内面見込みに輪ドチ痕が残る。全面に錆粕が施粕されるが、底部外面の粕薬は拭い取ら

れている。269は受Ⅲである。焼締陶器のような灰色の胎士色調がみられる。底部外面に輪ドチの痕跡

が残り、底部周縁の鉄粕が拭い取られる。いずれも連房第9小期に比定される。270は小杯である。文

様は銅緑粕で描かれている可能'性がある。連房第10～11小期に比定される。272は碗類の蓋と考える。

かえりはなく、輪状の摘をもつ。摘周縁から胴部中程まで鎧手の手法で装飾されている。鎧手の周辺

のみ錆粕が施粕され、他は鉄粕である。連房第8小期に比定される。273は腰錆茶碗である。器高が低

く装飾が簡略化されている。連房第8小期に比定される。274は染付の湯呑である。胴部外面の丸文は

2単位見られ、磁器製品と比べてかなり簡略化されているように見える。酸化焼成しており、胎土が

赤みがかっている。連房第10小期に比定される。275～277はいわゆる妬器と呼ばれるタイプの陶器で
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東西の堀跡
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東西の堀跡
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ある。275.277は染付碗である。275は内外面の文様構成は肥前磁器によく似たものがあるが、かなり

簡略化されている5)。277は底部内面中央が盛り上がる形状をとる。見込の文様は船頭を表現したもの

と思われる。畳付周縁が露胎となる。いずれも連房第10～11小期に比定される。276は広東茶碗である。

外面には船らしきものが描かれる。連房第10小期に比定される。278は仏飾具である。脚の接地面が露

胎となる。連房第8～9小期に比定される。279は土瓶の蓋である。錆粕は外面のみ施粕されている。

280は土瓶である。底部外面に煤が付着している。錆粕は底部周縁の外面と内面の一部が露胎となる。

内面の粕薬は縦方向で直線的に塗られていない部分があり、ハケ塗りであることを窺わせる。いずれ

も連房第8～9小期に比定される。281は有耳壷である。双耳壷として図示したが、三耳壷の可能性も

ある。底部外面周縁が露胎となる。連房第10～11小期に比定される。282は浬瓶である。胴部の屈曲部

の上下を別々に作成し、後で接合して整形している。把手下の内面には工具による回転ナデ痕が残る。

胴部下半から底部にかけての外面が露胎となる。連房第8小期以降に属すると考えられる。283は片口

鉢である。片口部は欠損している。内面見込にはなんらかの窯道具痕が残る。高台周縁が露胎となる。

連房第10小期に比定される。285-286は練鉢である。いずれも瀬戸産である。285は内面に緑粕を点の

ように落としている部分が3ケ所、底部内面に粕薬を円形に拭い取った部分が5ケ所ある。連房第10

小期に比定される。286は内面に円形の露胎部が見られる。また底部外面周縁が露胎となる。連房第

10～11小期に比定される。287は土鍋である。本来は吊り手があると考えられる。連房第8～9小期に

比定される。288は揺鉢である。瀬戸産であり、口縁部分類の27類に分類した。連房第11小期に比定さ

れる。289は半胴萎である。内外面ともロクロ目が顕著に残る。内底面にはトチンの痕跡（3ケ所)が

あり、高台周縁が露胎となる。瀬戸産であり、連房第10～11小期に比定される。

連房磁器（290）290は染付碗である。胴部に丸味があり、口縁部が外反する。口縁部内面に簡略化

された四方樺文が配される。連房第11小期に比定される。

産地不明近世陶器（284）284は厘鉢である。底部が突出する形状になっているが、おそらく布を敷

いた型に押しつけて整形した痕跡と思われる。内面には高台の融着痕があり、灰粕のかかった製品が

内部に入れられていた痕跡が残る。

近世常滑（291.292）291．292はいわゆる「赤物」と呼ばれる陶器である。いずれも妻であり、口

縁部内外面と鍔状の突帯部分を回転ナデで整形しているが、胴部内面には指頭痕が多数残る。

士製品（293～295）293は陶錘である。粘土板を丸めて整形している。294.295は十能である。とも

に連房製品であり、瀬戸産と考えられる。294はロクロによって筒状の器形を作った後、糸などの工具

で縦に2つに切り分けた後に整形している。そのため、柄を差し込む部分との接合部には回転糸切痕

が残る。また、柄と接続するためにあけられた穴には鉄釘が残存している。295は内面に形状を整える

ためのナデが残る。先端は高熱を受けて変色している。いずれも瀬戸産であり、連房第8小期に比定

される。
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土塁下部遺構（図230）

B412296は白磁Ⅲである。口縁部が外反し、胴部と高台の間に2条の沈線が見られる。粕は光沢が

あり、高台内の一部を残して施粕される。森田分類E群に比定される。297は大窯の端反Ⅲである。口

縁部の外反が強く、胴部下半に丸みがある。高台内に輪ドチの痕跡が残る。大窯1期に比定される。

B444298は大窯の丸Ⅲである。胴部に丸みがあり、やや身が浅い。大窯前期に比定される。

B596299は白蓋系陶器のⅢである。底部内面が平坦で静止ナデはない。北部系5型式に比定される。

300.301は白査系陶器の碗である。300は北部系8型式の大畑大洞4号窯式、301は北部系11型式の脇

之島3号窯式に分類した。302は古瀬戸の播鉢である。口縁部分類の4類に分類した。

C180303は土錘である。最大径が中央付近にあり、やや幅が広い。

鍛冶関連遺構（図231～233)

E500304～307は土師器Ⅲである。305は外面の横ナデが明瞭でないが存在する可能性が高い。胎士

に赤褐色の砂粒が混入している。307は内面の横ナデが口縁部上端へ抜ける痕跡が残る。308は大窯の

播鉢の口縁部である。口縁部分類の6A類に分類した。

E830309は土師器Ⅲである。全体に厚ぼつたいつくり。調整痕は不明である。310．311は白査系陶

器のⅢである。310は底部内面が摩耗している。北部系5型式に分類した。311は南部系5型式に分類

した。312は白査系陶器の小碗である。南部系4型式に分類した。313～316は白査系陶器の碗である。

313.314は南部系5型式、315．316は北部系5型式に分類した。

E831317は白査系陶器の碗である。底部内面周縁に重ね焼き時の籾殻痕が残る。北部系6型式の白

土原1号窯式に分類した。318は古瀬戸の片口鉢である。口縁部が外面にわずかに肥厚する。胴部下半

外面の回転削りは、底部から見て時計回りに施される。白査系陶器の南部系5型式に併行する段階の

ものと考える。

E780319～321は土師器Ⅲである。319は痕跡が不明瞭であるものの、口縁部を指で挟み込むように

して横ナデを施している。胎土がやや粗い。320は口縁部を指で挟み込むようにして内外面に横ナデを

施している。322は白査系陶器の片口小Ⅲとした。口縁部が大きく歪んで片口状になっている。胎士が

粗く底部の回転糸切り痕がナデ消されていることから、南部系5型式以前のものと考える。323～327

は白査系陶器のⅡである。いずれも北部系であり、323．324を5型式、325～327を6型式の白土原1

号窯式に分類した。328～332は白査系陶器の碗である。いずれも北部系であり、328．329を5型式、

330.331を6型式の白土原1号窯式、332を7型式の明和1号窯式に分類した。333．334は古瀬戸の片

口鉢である。334は内面が若干摩耗している。いずれも白査系陶器の南部系3～6型式に併行する段階

のものと考える。335.336は中国陶磁器の龍泉窯系青磁碗である。335は無文の青磁碗であり、角高台

を有し、畳付きから高台内が露胎となる。施粕した部分と露胎部の境が赤く発色する。大宰府分類の

龍泉窯系青磁碗I類に比定される。336は外面に幅広の鏑蓮弁文が施文されている。上田分類のBI類

に比定される。

E835337～340は土師器Ⅲである。337は表面が荒れているため、内外面の調整は不明である。

338～340は口縁部内外面に横ナデを施し、口縁部と底部の区別が明確である。341～343は白査系陶器

のⅢである。いずれも胴部と底部の境に窪みがなく、底部内面に静止指ナデがある。北部系6型式の

白土原1号窯式に分類した。344～348は白査系陶器の碗である。344．345を北部系6型式の白土原1
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鍛冶関連遺構
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号窯式、346～348を北部系7型式の明和1号窯式に分類した。349は白査系陶器の鉢と考える。北部系

5～6型式併行期に属すると思われる。350．351は常滑の妻である。形状は若干異なるが、同一個体

の可能性がある。常滑3型式に比定される。352は中国陶磁器の龍泉窯系青磁碗である。外面に片切彫

りによる鏑蓮弁文が施文される。上田分類のBI類に比定される。353中国陶磁器の白磁Ⅲである。胎

土がやや悪く、粕薬が若干厚めにかかる。胴部下半外面が露胎となる。大宰府分類の白磁ⅡVI類に属

する可能'性がある。

E747354は中世土師器の伊勢型鍋である。口縁端部を内側に折り返して、ナデを施している。胎士

に砂粒が多く混入する。355.356は白査系陶器のⅡである。355には胴部と底部の間に窪みがあり、356

にはない。また355は底部が柱状になる。355を北部系6型式の白土原1号窯式、356を北部系5型式に

分類した。357～363は白査系陶器の碗である。357はE835から出土した破片と接合した。北部系5型

式に分類した。358は北部系6型式の白土原1号窯式、359．360を北部系7型式の明和1号窯式、

361～363を北部系8型式の大畑大洞4号窯式にそれぞれ分類した。364は中国陶磁器の白磁碗である。

口縁部外面が玉縁状になる。大宰府分類の白磁碗IV類に比定される。

大型土坑（図233～236）

E770365は土師器Ⅲである。口縁部を指で挟み込むようにして内外面に横ナデを施している可能'性

がある。366は白査の小壷である。口縁部の直立がほとんどみられない。367～369は白査系陶器のⅢで

ある。367を南部系5型式、368.369を北部系5型式にそれぞれ分類した。370～372は白姿系陶器の碗

である。370を南部系5型式、371．372を北部系7型式の明和1号窯式にそれぞれ分類した。373は中

国陶磁器の白磁碗である。大宰府分類の白磁碗vra類のように口縁端部を外反させ、上端を平らにして

いる。374は中国陶磁器の白磁碗である。口縁部外面が玉縁状になる。大宰府分類白磁碗IV類に比定さ

れる。375は土錘である。やや寸胴な形状をとる。

A3376は白蓋系陶器のⅡである。胴部と底部の内面の境に明瞭な窪みがあり、見込に静止指ナデを

施している。北部系7型式以降に分類した。377.378は白査系陶器の碗である。377は法量的には北部

系6型式に近いが、底部内面の調整などは北部系5型式に近い。378は底部内面中央に段がみられる。

北部系10型式の大洞東1号窯式に分類した。379は大窯の灯明Ⅱである。陶胎であり全面に錆粕が施さ

れる。大窯4期に比定される。380は連房陶器の輪禿Ⅲである。内面の粕薬を輪状に掻き取っており、

底部外面は露胎である。高台は貼付高台であるが、高台内面に回転削りの段が残る。連房第3小期に

比定される。381は連房陶器の稜Ⅲである。灰粕を全面に施している。連房第3小期に比定される。382

は播鉢である。口縁端部以外は14C類とした分類に似ている。連房第3小期の瀬戸産であると考えら

れる。383は常滑の婆である。胴部内面に粘土紐接合痕が残る。384は中国陶磁器の染付Ⅱである。畳

付から高台外面にかけて粕が掻き取られている。小野分類の碗E群に比定される。

A4385は白査系陶器の碗である。若干焼きが甘い。北部系11型式の脇之島3号窯式に分類した。386

は古瀬戸の卸Ⅱである。内面の突起が口縁を形成している。古瀬戸後11期に比定される。

A96387は中世土師器の茶釜の口縁部である｡若干外傾している。内外面を回転ナデで整形している。

388は連房陶器の丸碗である。銅緑粕を施した上に、うのふ粕の技法で施粕している。連房第1小期に

比定される。389は大窯の徳利であろうか。底部内面中央に自然粕が降灰しており、口の狭い容器と考

える。大窯2～3期に比定される。
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A245390は白蓋系陶器の碗である。北部系11型式の脇之島3号窯式に分類した。

B132391は大窯の稜Ⅲである。鉄粕を全面に施粕している。大窯2期に比定される。392は大窯の丸

Ⅲと考える。鉄粕を施粕した後、内外面に灰粕を流し掛けている。大窯3期前半に比定される。

B202393は白蓋系陶器のⅢである。器高が低く口縁部の立ち上がりが短い。北部系7型式以降に分

類した。394は白査系陶器の碗である。胎土が精良である。北部系11型式の生田2号窯式に分類した。

395は古瀬戸の橋鉢である。口縁部分類の5類に分類した。

B205396は古瀬戸の根来型瓶子の口縁部と考える。口縁部にかけて外反しながら内傾する。口縁端

部は面取りされる。

B386397は白査系陶器の碗である。底部内面中央が窪む。北部系11型式の脇之島3号窯式に分類し

た。

C114398は連房陶器の染付Ⅲである。妬器であり、内面に呉須絵が描かれる。連房第10小期に比定

される。

C120399は産地不明陶器の雲である。口縁部が受け口状に折り返されている。胎土が須恵器のよう

な青灰色の色調を呈する。美濃須衛産の可能性がある。400は白査系陶器の碗である。北部系7型式の

明和1号窯式に分類した。401.402は土師器Ⅲである。401は胎土が精良で焼成が良い。口縁端部にター

ルのようなものが付着しており、灯明Ⅲの可能性がある。402は胎土が若干粗いが焼成は良い。401.

402ともに近世の土師器Ⅲの可能性がある。403～412は連房陶器の灯明Ⅲである。403は受Ⅲである。

底部外面が露胎となる。404は受Ⅲである。底部の鉄粕が拭い取られている。405は油Ⅲである。見込

に輪ドチ痕が残る。底部外面の錆粕が拭い取られる。406は油Ⅲである。底部内外面に輪ドチ痕が残る。

底面の錆粕を拭い取った後、さらに錆粕を施粕している。407は受Ⅲである。胴部から底部外面にかけ

て錆粕が拭い取られる。408は受Ⅲである。胴部から底部外面にかけて錆粕が拭い取られる。409は油

Ⅱである。見込に円錐ピンの痕跡が3ケ所残る。胴部から底部外面にかけて露胎となる。410は油Ⅲで

ある。見込に輪ドチ痕が残る。底部外面の錆粕が拭い取られる。411は受Ⅲである。他の灯明受Ⅱと比

較して、受けの高さが口縁部まで達している点が異なるが、つくりはさほど変わらない。底部外面周

縁に輪ドチ痕が残り、胴部下半外面の錆粕が拭い取られる。412は受Ⅱである。焼締の胎士を呈する。

胴部下半から底部外面にかけて露胎となる。403．405～407.409～411は連房第9小期に、404．408-

412は連房第10～11小期に比定される。413は連房陶器の仏鋼具である。杯部の外面に菊文と唐草文が

呉須によって描かれる。脚の中空部は削りによって整形されている。脚の底部周縁から底部外面にか

けて露胎となる。414は平瓦と考えるが、2ケ所に円形の穿孔がある。表面が煉されており、表面が灰

色を呈する。近世のものであろう。

C124415は連房陶器の灯明Ⅲである。油Ⅲであり。見込にピンの痕跡が残る。胴部から底部外面に

かけて露胎となる。連房第10～11小期に比定される。416は連房陶器の菊Ⅲと‘思われる。内面にソギが

施され、外面が露胎となる。連房第5小期に比定される。417は連房陶器の尾呂茶碗である。口縁部内

外面にうのふ粕が施される。連房第5～6小期に比定される。418は肥前の小杯と思われる。口縁部が

外反する。419は連房陶器の水滴である。表面に陽刻あるいはスタンプによって木葉文が描かれる。底

部外面には布目痕が残り、内面には接合時のナデ痕がみられる。連房第5～6小期に比定される。420

は動物の脚部を模した土人形である。指の節と爪が表現されている。
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F60421は土師器Ⅲである。内面の横ナデは見込の内縁にも施されている。422～426は白査系陶器の

碗である。422～424は内面の胴部と底部の境が明瞭でなく、楕鉢状になる。北部系5型式に分類視し

た。425は南部系5型式に分類した。426内面の胴部と底部の境に輪状の窪みが見られる。南部系6型

式に分類した。427は中国陶磁器の白磁碗である。口縁部外面が玉縁状になる。大宰府分類の白磁碗II

類に分類した。428.429は土錘である。430は白査系陶器の碗である。F60のP4から出土した。北部

系5型式に分類した。

F568431は白査系陶器の洗と考える。かなり大型の器種であり、胎土が粗い。美濃須衛産の可能,性

がある。

G1l432は土師器Ⅲである。内外面に煤が付着するが､破損断面にも付着しており破損後に付着した

ものと』思われる。433は大窯の天目茶碗である。底部から胴部にかけて直線的に広がり、口縁部が直立

して強く外反する。胴部下半の錆粕は濃い。大窯3期に比定される。434は土鈴である。溝跡B387か

ら出土したもの（153～157）とほぼ同じ形態をとる。

G50435.436は古瀬戸の播鉢である。435は内面に砂が付着しており、器壁が非常に薄い。口縁部分

類の5類に分類した。436は橋鉢の底部である。いずれも古瀬戸後IV新期に比定される。

G610437は古瀬戸の卸Ⅱである。口縁部内外面に鉄粕が施粕される。古瀬戸後IV古期に比定される。

438は古瀬戸の橋鉢である。内面に焼成以前の砂粒が付着している。口縁部分類の5類に分類した。古

瀬戸後1V新期に比定される。

G635439は白査系陶器の碗である。北部系11型式の脇之島3号窯式に分類した。440は古瀬戸の縁粕

小Ⅲである。胴部に丸みがあり、口縁部外面下が強いナデによって窪んでいる。内面には墨痕のよう

なものがあり、見込が摩耗していることから転用硯の可能‘性がある。鉄粕は口縁部内外面のみに施粕

されており、その他は錆粕の可能'性があるが非常に発色が薄い。古瀬戸後ⅡI期に比定される。441は土

錘である。大型品であり、古代溝G201から出土した1512と似ている。

G645442.443は白査系陶器の碗である。442は北部系11型式の脇之島3号窯式に分類した。443は内

面が摩耗している。南部系4型式に分類した。

G669444は白査系陶器の碗である。北部系11型式の生田1号窯式に分類した。445は大窯の播鉢であ

る。6B類としたが、口縁端部を面取りする点が異なる6)。器壁が薄い。大窯1期に比定される。446

は平瓦である。凸面側にハナレ砂が付着しており、凹面にはナデ調整が見られる。

H100447～453は白査系陶器の碗である。447．449．450．452は内面の胴部と底部の境に輪状の窪み

がある。北部系6型式の白土原1号窯式に分類した。448．451は内面の窪みがないため、北部系5型

式に分類した。453は胎士が粗く、低い高台が付される。南部系5型式に分類した。454は産地不明陶

器の妻である。474の妻に似た調整が施される。美濃須衛産の可能'性がある。

I4455は古瀬戸の橋鉢である。口縁部分類の3類に分類した。456は土錘である。胎土が赤く、含

まれる砂粒が多い。

土器埋納遺構(F24、図236.237)多数の遺物が出土しているため、種別ごとに掲載する。

中世土師器（457～467）457～459は土師器Ⅲである。457は、458.459と内面ナデが二段になる点が

異なる。458は459に似るが、外面ナデが一段になる。口縁部の器壁は厚い。459は外面には粘土板切り

込み痕が残る。外面ナデは二段になる。460～467はロクロ土師器である。460.461は小Ⅲである。460
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は内面の回転痕はそれほど顕著ではない。焼成が良く還元質に近い。461は内面に棒状工具によると,思

われる渦状の回転痕が顕著に残る。462～464は小型の脚高高台Ⅲである。462は内面に棒状工具による

と思われる渦状の回転痕が顕著に残る。463は杯部の底面に回転糸切り痕が残る。464は上端に杯部の

回転糸切り痕が転写されている。465.466は大型の脚高高台Ⅲである。465は胴部から口縁部にかけて

直線的に広がる。466は胴部から口縁部にかけて直線的に広がり、端部が外反する。内外面ともに回転

痕が顕著に残る。467は杯である。同遺構から出土したロクロ土師器に比して胎土に砂が多く、赤い砂

粒が混入する点が異なる。

白査系陶器（468～472）いずれも南部系5型式の碗である。471は比較的胎士が精良である。

産地不明陶器（473.474）473は広口壷である。胴部上半の破片はないが、同一個体と考える。頚部

から口縁部にかけて強く外反しており、口縁端部は面取りされている。胴部下半から底部外面、破損

断面に煤が付着している。内面には二次焼成による割れが見られ、輪積痕が残る。胎土の様子から、

美濃須衛産の可能‘性が考えられる。474は妻である。焼成は須恵器に近く、撫肩の形状を取る。胴部外

面には無文の叩き目、内面には同心円状の叩き目が残る。胎土の様子から、美濃須衛産の可能'性が考

えられる。

井戸跡（図238）

A100475は土師器Ⅲである。内面のナデが不明瞭で判別できない。476は連房陶器の反Ⅲである。溝

跡A1とA100から出土したものが接合した個体である。灰粕全面施粕で見込に3ケ所のピン痕が残

る。連房第3小期に比定される。477.478は大窯の丸Ⅲあるいは端反Ⅲである。477は灰粕を全面に施

しており、見込に貫入がある。また、外面腰部に粕が溜まっている。底部外面中央に輪ドチの痕跡が

ある。478は灰粕を全面に施しており、見込に貫入がある。また、外面腰部に粕が溜まっている。底部

外面中央に輪ドチの痕跡がある。いずれも大窯1～2期に比定される。479は連房陶器の向付である。

見込に鉄絵が描かれているが、何が描かれているかは不明である。連房第1小期に比定される。

B639480-481は白査系陶器の碗である。480は北部系8型式の大畑大洞4号窯式に分類した。481は

北部系10型式の大洞東1号窯式に分類した。482は大窯の灯明Ⅲである。焼締陶器であり、粕薬は施粕

されない。口縁部には指頭によるナデが施される。大窯1期に比定される。483は連房陶器の徳利ある

いは花瓶の頚部破片である。内面に成形時のものと思われるしぼり込んだ痕が残っている。連房第3

～4小期に比定される。484は常滑の妻の底部破片である。

B735485は土師器の胴部破片である。外面に縦位と斜位のハケ目が残る。胎土はやや粗で石英等の

砂粒が多く混入するが、焼成はよい。円筒形の器形になるようであるが、器種・時期は不明である。

486は白蓋系陶器の碗である。北部系7型式の明和1号窯式に分類した。487は大窯の播鉢である。口

縁部分類の6A'類に分類した。縁帯が下に垂れない。大窯1期に比定される。488は連房陶器の播鉢で

ある。口縁端部を若干外側に肥厚きせ端部を面取りしている。口縁部分類の14C類に分類した。489-

491は連房陶器の丸Ⅲである。489は内面に重ね焼きの痕跡が残る。高台内には煤が付着している。胴

部から底部外面にかけて露胎となる。491は胴部から底部外面にかけて露胎となる。いずれも連房第4

～5小期に比定される。490.492は連房陶器の反Ⅲである。490は口縁部が強く外反し、高台端部が尖

る。胴部から底部外面にかけて露胎となる。492は口縁部がほとんど外反しない。底部内面に円錐ピン

の痕跡が4ケ所残る。いずれも連房第4小期に比定される。493は連房陶器の折縁鉄絵Ⅲである。見込
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に閏竹文が描かれ、長石粕が内面全体に施粕される。口縁部内外面には灰粕が施粕され、口縁部胴部

から底部外面にかけて露胎となる。連房第2～3小期に比定される。494は連房陶器の片口鉢である。

胴下部から底部外面にかけて露胎となる。連房第5～7小期の瀬戸産と考えられる。

D6495.496は土師器Ⅲである。いずれも外面にナデ調整が無く、内面調整は不明瞭である。497は

白査系陶器の小壷と考える。北小木古窯跡に類例がある7)｡ベンガラを入れる容器として用いられたと

考える。498は大窯の天目茶碗である。鉄粕が高台周縁にまでかかり、錆粕は高台のみに残る。大窯3

期に比定される。

D100499は大窯の播鉢である。口縁部分類の8A類に分類した。大窯2期に比定される。

D460500-501は白査系陶器の碗である。500は北部系7型式の明和1号窯式、501は北部系10型式の

大洞東1号窯式に分類した。502は古瀬戸の片口鉢の底部である。外面の削りは底部から見て反時計回

りに回転している。白査系陶器の南部系9～10型式に併行するものと考える。503は土錘である。中央

付近に最大径が見られ、両端が細くなる。

地下式坑（図239）

C132504は白査系陶器の碗である。内面に墨痕が見られるが、文字ではなく同方向に何度も筆を走

らせただけのように見える。筆先を整えるために使用したのかもしれない。北部系9型式の大谷洞14

号窯式に分類した。505．506は連房陶器の摺絵Ⅲである。見込の中心からややずれた位置に摺絵が付

される。506と全く同じ型を使用しているが、505の方が摺り絵の色が薄い。505．506ともに高台周縁

が露胎となる。連房第5～6小期に比定される。507は肥前磁器の小杯と考える。胴部から口縁部にか

けて緩やかに開き、口縁端部が強く外反する。胴部の文様は梅文であろうか。508は連房陶器の菊Ⅱで

ある。外面の縦位沈線が消失しており、連房第5小期に比定される。509は産地不明近世陶器の火鉢と

考える。焼成や胎土は近世の常滑婆（赤物）に似る。内面の一部に煤が付着する。

H355510～512は土師器Ⅲである。510は口縁端部のみ煤が付着しており、灯明Ⅲと考える。512は内

外面に横ナデがあり､底部内面にも一方向のナデが施されている｡513は中世土師器の伊勢型鍋である。

口縁部を内側に折り返し、その上を強くなでている。口縁部の屈曲はそれほど顕著ではない。胎士は

やや密で石英･雲母が多く混入する。514は白査系陶器のⅢである。口縁部が外反し、端部が丸味を帯

びる。北部系6型式の白土原1号窯式に分類した。515は大窯の灯明Ⅲである。焼締陶器である。大窯

3期に比定される。516は白費系陶器の碗である。胎土が精良である。北部系11型式の生田2号窯式に

分類した。517は大窯の括鉢である。口縁部分類の12A類に分類した。518は常滑の妻の底部である。

内面に横方向の板ナデが施される。

道路状遺構の側溝（図239）

B104519は古瀬戸の茶釜である。胴部の羽の部分で粘土が上下に貼り合わされている。古瀬戸後IV

古期に比定される。

B105520-521は白査系陶器の碗である。520は北部系6型式の白土原1号窯式に分類した。521は底

部内面が若干摩耗している。焼成が悪い。北部系11型式の生田2号窯式に分類した。522は連房陶器の

丸皿である。胴部にやや丸味があり、底部外面周縁が露胎になる。連房第8小期に比定される。523は

古瀬戸の播鉢である。古瀬戸後IV古期に分類した。
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B151524～526は土師器Ⅲである。524.525は小型品、526は中型品である。526には内面に横ナデが

施される。527は連房陶器の丸碗と考える。胴部から口縁部にかけて直線的に立ち上がる。連房第3小

期に比定される。

B201528は中世土師器の内耳鍋である。内外面に煤の付着が見られない。529は連房陶器の丸碗と考

える。高台の畳付が摩耗によって粕が禿げている。溝跡B743から出土したものと接合した。連房第3

～4小期に比定される。530は大窯の捕鉢である。口縁部分類の6A類に分類した。

特殊土坑（図240)

H15531は土師器Ⅲである。内面の調整は摩耗のため判別できない。532は白査系陶器の碗である。

北部系6型式の白土原1号窯式に分類した。533は士鈴である。つくりは溝跡B387から出土したもの

（153～157）と同じである。

H302534．535は白査系陶器のⅡである。ともに肩平で器壁が薄く、北部系7型式以降に分類した。

536～538は白蓋系陶器の碗である。536はH398．H386から出土したものが接合した個体である。北部

系7型式の明和1号窯式に分類した。537.538は低く潰れた高台が、底部外面周縁の内側に付される。

北部系10型式の大洞束1号窯式に分類した。539は古瀬戸の片口鉢である。内面の胴部と底部の境が明

瞭である。白査系陶器の南部系3～6型式に併行する。540は中国陶磁器の龍泉窯系青磁碗である。口

縁部がやや外反する。外面に片切り彫りによる鏑蓮弁文が施文される。上田分類のBI類に比定され

る。

H398541～543は白査系陶器のⅡである。H302の534.535ほどではないが、扇平で口縁部の器壁が

薄い。北部系7型式以降に分類した。544～549は白査系陶器の碗である。544を北部系7型式の明和1

号窯式、545．546を北部系8型式の大畑大洞4号窯式、547を北部系9型式の大谷洞14号窯式、548.

549を北部系10型式の大洞東1号窯式に分類した。550は古瀬戸の片口鉢である。口縁部外面が肥厚し、

端部が沈線状になる。白査系陶器の南部系9型式併行に比定される。

不明遺構（図240～244)

A390551は土師器Ⅲである。内面の横ナデの上に指頭痕が残っている。552は中世土師器の茶釜であ

る。肩部に把手がつくタイプの茶釜で、羽の有無は不明である。口縁部外面と把手より下に煤が付着

する。553は大窯の灯明Ⅲである。形態は大窯の灯明Ⅲであるが、焼成は白査系陶器と似ている。大窯

2期に比定される。554は大窯の端反Ⅱである。胴部の張りが強く丸みがある。全面に灰粕が施される。

大窯1期に比定される。555は大窯の端反Ⅱか丸Ⅲである。見込中央はおそらく菊の印花文であろう。

高台内を除き灰粕が施される。大窯1～2期に属する可能'性が高い。556は古瀬戸の瓶子と考える。内

面に頚部接合時の指頭痕が明瞭に残る。古瀬戸中I～II期に比定される。557は古瀬戸の卸目付大Ⅲで

ある。施粕された鉄粕が内面に飛び散った痕跡が残る。足は指ナデによって整形されている。古瀬戸

後IV新期に比定される。558は古瀬戸の妻と考えられる。内面はロクロ目が顕著で、底面に炭化物が付

着している。底部外面周縁が露胎となる。古瀬戸後1V古～後1V新期に比定される。

B114多数の遺物が出土しているため、種別ごとに記載する。

土師器Ⅲ（559～583)560～563は胎土･形態ともによく似ている。566は底部が明瞭ではない形状を

呈するタイプであるが、内面ナデは比較的丁寧に行われている。内面および底部外面中央に炭化物ら

しきものが付着している。569には、胴部から底部にかけて内面に円を描くように板の角の痕跡が残っ
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ている。571は内面全体に煤が付着しているが、特に図の左側部分が濃い。火を灯した場所の可能'性が

ある。572は底部中央に焼成後穿たれたと思われる穿孔がある。575は口縁部の内外面に漆が付着して

いる。581は内面に「キ」に近い形状の線刻がある。582は外面を横ナデで整形している可能'性がある

が、痕跡が不明瞭で判別できない。583はB114で最も大型の土師器Ⅲである。内面の広い範囲に煤が

付着していることから灯明Ⅲの可能'性がある。口縁端部外面にハケによる調整痕が残る。

白査系陶器（584～586.592.593.596）584～586は碗である。584を北部系7型式の明和1号窯式、

585を北部系8型式の大畑大洞4号窯式、586を北部系10型式の大洞束1号窯式に分類した。592-593-

596は碗である。いずれも器壁が薄く、胎土は精良である。北部系11型式の生田2号窯式に分類した。

古瀬戸（588．589．608．623．624）588は折縁深Ⅲである。古瀬戸後Ⅲ期に比定される。589は卸Ⅲ

である。内面の突起が口縁部より高くなる。灰粕は口縁部周縁のみに施される。古瀬戸後1V古期に比

定される。608は天目茶碗である。口縁部の屈曲が強く、底部から胴部にかけて直線的に開き、胴部上

半に張りがある。古瀬戸後IV新期に比定される。623．624は播鉢である。口縁部分類の5類に分類し

た。

大窯（587．590．591．594．595．597～600.604～607．616．622．625～632)587．591．594．595

は灯明Ⅲである。587はつくりが焼締の灯明Ⅱと同じであるが、胎士･焼成が北部系白査系陶器に似る。

外面整形に工具を使っている可能'性がある。591．594．595が焼締陶器である。591は口縁部の内外面

に煤が付着している。594は内面に煤が紐状に付着しており、灯心痕の可能性がある。595は指頭によ

るナデが施される。587．591．594が大窯2期に、595が大窯1期に比定される。590．600は丸Ⅲであ

る。590は胴下部にやや丸みがあり、やや身が深い。錆粕施粕後鉄粕が口縁部周縁に施される。大窯3

期前半に比定される。600は口縁部が欠損しているが、内面にソギが見られることなどから、折縁Ⅱと

考える。高台内に輪ドチの痕跡が残る。大窯2期前半に比定される。597.599は端反Ⅲである。597は

口縁部が外反し、胴部下半に丸みがある。599は胴部に丸みがあり、口縁部の外反は強い。高台は底部

の外側に付される。灰粕は底部から胴部下半を除き施粕されるが、発色が悪く〈すんでいる。口縁端

部の内面に重ね焼きの痕跡が残る。いずれも大窯1期に比定される。598は丸Ⅱか端反Ⅲと思われる。

見込のほぼ中央に印花文が施される。灰粕を全面に施粕する。大窯1～2期のものであろう。604～607

は天目茶蔀苑である。605は口縁部の屈曲が強く、胴部上半の張りが強い。底部から胴部にかけて直線的

に立ち上がる。胴部下半から底部外面の錆粕は薄い。大窯2期に比定される。606は全体的に器壁が厚

めで、底部から口縁部にかけて直線的に開き、口縁部の外反は強い。底部外面周縁に施粕される錆粕

は濃い。大窯1期に比定される。607は底部外面周縁の錆粕はかなり濃く、鉄粕の発色に透明感がある。

大窯1期に比定される。616は仏銅具である。外面胴部下半が露胎となる。大窯1期に比定される。622

は大Ⅲである。外面に丁寧な回転削りが施されている。胎士はやや軟質で小レキが混入する。底部外

面周縁のみ錆粕が施粕される。大窯3期に比定される。625～632は指鉢である。625は口縁端部が欠損

している。大窯3期に比定される。内面の胴部下半が使用により激しく摩耗している。626．627は9

A'類、628は9A類、629～631は14B類、632は14C類にそれぞれ分類した。
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連房陶器（601～603.609～615.618～621.633)601は志野丸Ⅲである。底部外面に煤が付着して

いる。底部外面周縁を除き長石粕が施粕される。連房第1～2小期に比定される。602は折縁鉄絵Ⅲで

ある。口縁部の内外面に灰粕、内面に長石粕が施粕され、外面の胴部以下が露胎となる。内面見込に

重ね焼きの痕跡が残る。連房第2～3小期に比定される。603は鉄絵Ⅱである。口縁部に4ケ所の輪花

がみられ、見込には簡略化された2段の蘭竹文が描かれる。連房第2小期に比定される。609は天目茶

碗である。連房第1小期に比定される。610.614は丸碗である。610はやや胴部下半に丸みがあり、身

が深い。白みがかった灰粕が底部外面周縁以外に施粕される。614は底部外面周縁が露胎となる。いず

れも連房第2～3小期に比定される｡611は尾呂茶碗である。口縁部の内外面にうのふ粕が施粕される。

連房第3～4小期に比定される。612は腰折碗である。口縁部が若干内側に内傾する。花文は胴部のほ

ぼ中央に付され、底部外面周縁を除き、光沢のある長石粕が施粕される。連房第3～4小期に比定さ

れる。613は鉢類と考える。内側に肥厚した口縁の一部にへう切りによって整形した片口が存在する。

胴部下半から底部にかけて露胎になる。615は向付類の底部破片と考える。内面に鉄粕で描かれた模様

が、文字か絵であるかは不明である。連房第1～2小期に比定される。618は袴腰形の香炉である。底

部外面周縁が露胎となる。連房第3小期に比定される。619は水差の可能'性がある。胴部外面に丸ノミ

のような工具でつけられた窪みがめぐる。底部には大型の輪ドチのようなものが付着している。灰粕

を全面に施粕している。連房第2小期に比定される。620は足のつく水盤と考えられる。見込に重ね焼

きの痕跡が残る。連房第2小期に比定される。621は折縁鉢である。胴部に丸味があり、口縁部が屈曲

する。内面に緑粕が流し掛けられる。口縁部は外側に強く折り返されて、端部は面取りされる。緑粕

は胴部内面の中程に流し掛けられる。連房第1小期に比定される。633は鉄絵Ⅲである。見込の中央に

は大きく「風」の文字と二重の圏線が描かれている。連房第2小期に比定される。

唐津（617）617は水指であろうか。わざとゆがんだ器形に仕上げたものと考えられる。当て具痕は

同心円ではなく、半円と弧を組み合わせた形状をとる。屈曲部にも当て具痕が残り、整形時のもので

はなく、文様効果をねらったものかもしれない。内外面ともに胴過半が露胎となり、上半には横耳が

つく。

中国陶磁器（634～636）634.635は白磁のⅡである。634は見込に高台と同じ形の目跡がある。焼成

が不良で胎士が黄色味がかっている。635は見込の目跡がなく、自然粕が付着している。重ね焼きの最

も上段にあった個体と思われる。森田分類のD群に比定される。636は染付碗である。外面に葉のよう

な図柄が呉須絵で描かれる。

肥前(637）やや大型の染付Ⅲと思われる。見込の表面には気泡抜けのような痕跡がいくつもみられ

る。内面の模様は何が描かれているか不明である。

瓦質土器(638）内面に煤が付着しており、特に口縁部内面に著しい。被熱のためか非常に細かく破

損している。酸化焼成で赤っぽい胎土の色調を呈する。

犬型土製品（639）鷺山仙道遺跡に出土事例がある8)。全身を指ナデで調整しており、頭と足の先端

が欠損している。一方にある粘土の固まりは尾を表現したものであろう。

DUO640は連房陶器の反Ⅲである。胴部外面の灰粕が拭い取られる。連房第3小期に比定される。

D115641は連房陶器の丸碗である。底部外面周縁が露胎となる。連房第1小期に比定される。
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溝跡（図245～259）

A1多数の遺物が出土しているため、種別ごとに記載する。

中世土師器（642～646）642～644は土師器Ⅱである。642は底面に板ナデ、643は底面にハケ痕が残

る。645.646は内耳鍋である。645は646より厚手で胎土も異なる。外面に煤が付着している。646は外

面の指頭痕が顕著であり、口縁端部を内外面に肥厚して面取りしている。

白査系陶器（647～653.656）647～652.656は碗である。647を北部系5型式、648を北部系6型式

の白土原1号窯式、649．650．652を北部系11型式の脇之島3号窯式、651.656を北部系11型式の生田

2号窯式に分類した。656は胎士が精良である。653は北部系白査系陶器の入子である。口縁部の片口

はへうで押さえて作出している。

古瀬戸（654．655．662～665．667．67()）654．655は縁粕小Ⅲである。654は内外面に灰粕が漬掛さ

れており、胎士焼成が山茶碗に類似している。古瀬戸後1V古期に比定される。655は破損断面に漆が付

着している。見込には輪状の重ね焼き痕が残る。口縁部内外面に鉄粕が施粕される。古瀬戸後1V新期

に比定される。662.663は有耳壷である。662は内面が露胎となり、663は内外面に灰粕が施粕される。

いずれも古瀬戸後Ⅲ～後IV期に比定される。664は卸目付大Ⅱである。口縁端部が外側に拡張して垂れ

る。古瀬戸後1V新期に比定される。665は茶釜である。図示していないが、同一個体である破片に煤が

付着している。古瀬戸後1V古～後IV新期に比定される。667．670は播鉢である。667は5類、670は3

類に分類した。

大窯（658～660．666．668．669．672）658～660は天目茶碗である。658は胴部に丸味があり口縁部

の外反が弱い。大窯3期後半に比定される。659は胴部下半が直線的に開き、口縁部の外反が強い。胴

部外面下半から底部にかけて露胎となる。660は659と似た形態を取る。659は大窯4期前半、660は大

窯4期後半に比定される。666は浅鉢である。鉄絵は長石粕を施す前に描かれており、長石粕はほぼ全

面にかかる。大窯4期後半に比定される。668．669．672は播鉢である。668は口縁端部が内側に折り

返され、やや丸みを帯びており、頂部がやや窪む。7B類に分類した。669は9A'類に分類した。672

は楕鉢の底部である。非常によく使い込まれており、内面が摩耗している。大窯2～3期に比定され

る。

連房陶器（657．661．671）657は折縁Ⅲである。長石粕が底部外面から高台にかけてを除いて施粕

される。畳付が摩耗している。連房第1～2小期に比定される。661は丸碗である。口径に比して器高

が低い。671は播鉢である。連房第2小期に比定される。

常滑（673）673は婆の底部である。目立った調整は見られない。

中国陶磁器(674～676）674は白磁のⅢである。口縁部が端反になるⅢと考える。粕はやや黄色味が

かっている。高台端部外面粕を掻き取る。森田分類のE群に比定される可能‘性がある。675は龍泉窯系

青磁碗である。外面に蓮弁文が施文される。破片周縁に打ち欠いた痕跡が残る。上田分類のBI'ある

いはBII類に比定される。676は染付Ⅲである。畳付がへラ削りきれており、高台内面に3ケ所のピン

痕が残る。見込には花文、高台内には「大明年造」が描かれている可能‘性がある。畳付から高台内部

がわずかに露胎となる。

A2A1と同様に多数の遺物が出土しているため、種別ごとに記載する。

中世土師器（677～704677～699は土師器Ⅲである。677～679はいずれも小型品で内面の調整が不
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明瞭である。680は外面に多数の指頭痕が残っている。口縁部には底部からみて時計回りに指頭痕が

残っており、またこれに対応するように内面にも指頭痕が存在するため、口縁部端部をつまんで整形

したと考える。681は外面に煤が付着している。682は胴部から口縁部にかけて、底部からみて反時計

回りに指頭でなで上げるような調整を施している。686は胴部と底部の境が明瞭であり、内面の調整が

同じサイズの他の土師器Ⅲより丁寧に行われている。687は外面に格子状の細かい繊維痕が残ってお

り、布を使って調整を行っていた可能性がある。688は、口縁部において弧状の内面ナデが強く施され

ておりゆがんでいる。689は口縁部の器壁が若干厚い。内面の調整は不明瞭である。691は、外面の口

縁部整形のための指頭痕が底部からみて時計回りにめぐる。内面の口縁端部には煤が付着している。

693は口縁部外面に一部横ナデが残る。底部内面と口縁部に煤が付着する。695は、外面に同心円状の

指頭痕が底部からみて反時計回りにめぐる。内面のナデは摩耗のため不明瞭で判然としない。696は内

外面に横ナデが見られる。698は内面のナデが2段になっており、このうち腰部のナデは底部と口縁部

の境を明瞭にするために施されたものと,思われる。699は口縁部内面に横方向のナデが施されるが、内

底面のナデはない。口縁部ナデとは別のナデがみられるが、腰部の形を整えるためのものと,思われる。

701.702は内耳鍋である。内面には横方向の板ナデが施されるが、外面に濃密に煤が付着しており、

調整は不明である。耳部は内面から粘土紐を貼り付け、外面に向けて器壁を押し出して成形している。

702は701の足の可能性がある。外面に煤が付着している。703．704は茶釜である。704は703の同一個

体であり、羽付の釜になると思われる。胴部の内外面に横方向の板ナデが施される。煤は内外面に付

着しているが、口縁部には達していない。

白査系陶器(705～713）705はⅢである。器壁がやや厚めで、底部外面にわずかに段が残る。北部系

6型式の白土原1号窯式に分類した。706～713は碗である。706は底部内面外縁に輪状の窪みが見られ

る。南部系6型式に分類した。707.708は北部系5型式としたが、707のほうが厚手で高台径が大きい。

709～711は北部系6型式の白土原1号窯式、712は北部系7型式の明和1号窯式、713は北部系10型式

の大洞東1号窯式にそれぞれ分類した。

古瀬戸（714～716．729．732．734～737．741．745）714は縁粕小Ⅲである。胴部から口縁部にかけ

て直線的に開く。古瀬戸後Ⅲ期に比定される。715.716は卸Ⅲである。715は灰粕が口縁端部周縁のみ

施粕される。古瀬戸後1V古期に比定される。716は図の左から右に向かって卸目を入れた後、上下の卸

目を入れている。729は天目茶碗である。底部外面周縁の錆粕が濃い。古瀬戸後1V新期に比定される。

732は折縁深Ⅲである｡外側に沿った口縁端部にへう等の工具で連続して切り込みを入れて装飾してい

る部分は輪花の可能'性がある。内面には隆帯を貼り付けている。内外面に灰粕が施される。古瀬戸中

I～11期に比定される。734～737.745は播鉢である。734は外面の回転ナデが顕著である。口縁部分

類の4類に分類した。735～737は口縁部分類の5類に分類した。741は内耳鍋である。古瀬戸後IV古期

に比定される。

大窯（717～722．724．727．728．731．733．738～740．743．744)717は丸Ⅱである。外面胴下部

から口縁部にかけて若干丸みがある。外面はすべて回転削りが施される。灰粕全面施粕である。底部

外面の高台内に輪ドチ痕が残る。大窯2期に比定される。718は灯明Ⅲである。焼締陶器であり、無粕

である。大窯3期に比定される。719～721は端反Ⅲである。719は口縁部が若干外反し、外面胴下部に

回転削りによって明瞭な稜がつく。灰布粕全面施粕で見込に印花文がみられる。大窯2期後半に比定さ

－



第1節土器・土製品51

溝跡

A2土師器類

毛

一
三

一 一
一
、
一

一
一
、

83

689 694

684

690

ご ク685 ﾐ式Jご丞曇く

691 １
（
、
｜

／
‐
旦

評時
川
Ｕ

.（’

680 686
l
L』

、

695
=

87 92

681 697

〆一二二二禿
~

､、

1

、

〆

1
11

’
ー

I 、【

、

一
一

一
一

へ
一ノ

一 一一 ＝－－~_一二一
一
Ｊ
滑

一
、
１
乱

言
上

98

／イ、

矛
うぐ

-ﾉ’

言､／／
戸へ｜／
ヘース’

、

踊
当
誠
抄

ア1

叩急さ
-入｣吟¥2

←一

682 688

F－ に
702

二二

孔
言
昌

一
一
一

再
へ
一

一

｜’ 699701
010cm

戸’’’111

10cm0

図246遺構出土遺物（中近世)@(S=1/3，701．702はS=l/4



52第7章出土遺物

溝跡

A2土師器・陶器類

＝ ジグ
し皇し

705－

－

704

703

ニニニク三二フ 5＝
706 708

ニヲク 三二グ三アブニジフ＝
713711709707

万〃 〃 ＝／ 0717714 715

殿 二二芝718 21

ごニプfでプ 、」

盤716

貞亥
匡ニジ

19

22

723

’
’
二
廷

豆孟三クゴ4

。』
’

一

－－‐

730

＝ ：ごづ

式ラつZ二二
一

一
一

■－◇

726
9

0 10cm

昨

図247遺構出土遺物（中近世RS=1/3



第1節土器・土製ﾑム 53

Ⅱ 1()c､

｜

U■0■ﾛ■0ﾛﾛﾛﾛﾛ画’’1－~~~~~三＝．ｑ
Ｊ

「｜’
Ｒ
）

ｑ
〕

７
″

737̂̂741毒、
戸1

742

琶一司口

蕊遮
一壁画-＝

宣髭W二
736

、ﾔL

」
号

－

5、L一三了747444

46 8

涌
剛
ｋ
§
漁
副
鍛鰯

I

？
Ｉ

ｊ
ｒ

『*趣曳
W
M

1．

750

749

100： c、

O 10cm

llllIIlIIlI
llll]111|'】

1/4，732．733-747．748-749は3=1/3図248遺構出土遺物（中近世)R(S



54第7章出 土遺物

れる。720は胴部下半の丸みが弱く、扇平な感じを受ける。灰粕全面施粕であり、高台内に輪ドチ痕が

残る。大窯1期に比定される。721は胴部下半に丸みがなく、届平にみえる。胎土は精良で灰粕が全面

に厚く施粕されている。大窯1期に比定される。722は端反Ⅲか丸Ⅲと考える。灰粕全面施軸であり、

高台の内側に輪ドチの痕跡が残る。大窯1～2期に比定される。724は稜Ⅱである。大窯2期に比定さ

れる。727.728は天目茶碗である。727は回転ナデの痕跡が細かく、器壁も薄目であり、全体的に丁寧

な作りである。口縁端部の屈曲が強い。底部外面周縁の錆粕が濃い。大窯1期に比定される。728は口

縁部を外側に明瞭に屈曲させており、比較的器高が高い。また底部外面周縁の錆粕が濃い。大窯2期

に比定される。731は丸碗である。粕薬は漬け掛けで施粕され、底部外面周縁が露胎となる。大窯3期

に比定される。733は黄瀬戸の向付である。内面に菊Ⅲのような装飾が施されており、内面の出っ張っ

た部分に対応する位置の外面に沈線が刻まれる。外面の回転削りは比較的丁寧に行われ、灰粕が施さ

れている。大窯4期に比定される。738～740.743.744は橘鉢である。738は口縁端部を若干内側に折

り返している。口縁部分類の6A類に分類した。739は口縁端部付近まで楕目が引かれている。口縁部

分類の6A類に分類した。740は9A'類に分類した。744は底部であり、使い込まれて摩耗している。

連房陶器（723．725．726．730．742）723は反Ⅲである。灰粕を全面に施粕しているが、高台内の

粕は掻き取られている。連房第3小期に比定される。725は鉄絵Ⅱである。見込に鉄絵で何が描かれて

いるかは不明である。連房第2小期に比定される。726は折縁Ⅲである。内外面に露胎部がみられるが、

粕薬がはがれ落ちたためであり、本来は全面施粕だったと考える。連房第2～3小期に比定される。

730は丸碗である。胴部下半から底部にかけて露胎となる。連房第1～2小期に比定される。742は橋

鉢である。口縁部分類の14C類に分類した。

常滑（746）746は妻の底部である。内面に口縁部からみて反時計回りに板ナデの痕跡が残る。

中国陶磁器(747～749）747は白磁のⅡである。破損断面に人為的な加工痕がみられ、円盤状に整形

したものと』思われる。胎土は級密で精良であり、粕は全面に施粕される。森田分類のE群に比定され

る可能‘性がある。748は龍泉窯系青磁Ⅲの稜花Ⅲである。口唇部に規則的な挟りを施し、口縁内面に4

条の細い平行沈線が引かれている。胎土がやや荒く、粕が厚めで発色が悪い。749は中国陶磁器の染付

碗である。いわゆる鰻頭芯の形状を持つ染付碗である。器壁が薄手で呉須の発色がよい。小野分類の

碗E群に比定される。

瓦750は丸瓦である。凸面に縦方向のナデ痕が残る。

A21751は白査系陶器のⅡである。肩平で器壁が薄い。北部系7型式以降に分類した。752～756は白

査系陶器の碗である。752は口縁端部が面取りされる特徴的な形状をもつ。底部内面には明瞭な段がつ

く。北部系10型式の大洞東1号窯式に分類した。753の底部内面にも明瞭な段がみられる。北部系10型

式の大洞東1号窯式に分類した。754.756は北部系11型式の脇之島3号窯式、755は北部系11形式の生

田2号窯式に分類した。757は古瀬戸の直縁大Ⅲである。灰粕は内外面に施されるが、内面の粕は2度

施粕されている。古瀬戸後Ⅲ期に比定される。758は古瀬戸の大Ⅱ･深Ⅲ類である。外面に沈線状の回

転痕が残り、工具を使って整形した可能'性がある。外面に煤が付着する。古瀬戸後1V古～後1V新期に

比定される。

A277759は白査系陶器の碗である。北部系11型式の脇之島3号窯式に比定される。

、
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A380760-761は土師器Ⅲである。760は内外面に煤が付着しており、灯明Ⅲと考える。761は口縁部

内面に横ナデを施すタイプであり、口径が11cm程度の中型品と思われる。762は大窯の捨鉢である。大

窯2期に比定される。763は大窯の天目茶碗である。口縁部の外反は弱めで、端部が若干尖り気味であ

る。底部外面周縁の錆粕は濃い。大窯1期に比定される。764～766は大窯の灯明Ⅲである。764．766

が焼締陶器であり、粕薬が施粕されていない。766はやや胴部下半に丸みがあり、身が深い。764が大

窯2期に、766が大窯3期に比定される。765は陶胎であり、錆粕が全面に施される。大窯4期に比定

される。

A400767～771は土師器Ⅱである。767は口縁部の折り返し部分が短い。内面のナデは不明瞭である。

768は口縁端部内外面に煤が付着しており、灯明Ⅲと考える。770は、外面の指頭痕列が底部からみて

時計回りに残る。内面のナデ調整は不明瞭である。771は外面に多量の煤が付着している。直径10cm前

後の製品と思われる。772は不明土師器である。口縁部が外反する器形と考えられるが、時期や器種は

不明である。773は白査系陶器のⅡである。器高が低く、器壁が薄い。北部系7型式以降に分類した。

774～779は白餐系陶器の碗である。いずれも北部系11型式の脇之島3号窯式に分類した。780は大窯の

灯明Ⅲである。焼締陶器であり、粕薬が施粕されていない。大窯2期に比定される。781は大窯の天目

茶碗である。口縁部がやや外反し、端部にやや厚みがある。底部外面周縁の錆粕は薄い。大窯3期に

比定される。782は古瀬戸の双耳小壷である。内面の回転ナデ痕が顕著であり、底部外面周縁が露胎と

なる。古瀬戸後期に比定される。783は古瀬戸の祖母懐壷である。胎土が級密で重量感がある。耳が剥

落して残存していない。古瀬戸後期に比定される。784は大窯の播鉢である。口縁部分類の9A類に分

類した。785は連房陶器の橋鉢である。口縁端部が肥厚し、地面とほぼ平行に面取りされる。口縁部分

類の14C類に分類した。連房第1小期に比定される。786は古瀬戸か大窯の播鉢である。外面は胴下部

以下の粕を掻き取っており、内面は窯道具を置くためか、花びらのように施粕しない部分を残してい

る。古瀬戸後IV新～大窯1期に比定される。

B2787は白査系陶器の碗である。北部系7型式の明和1号窯式に分類した。788は大窯の丸Ⅲであ

る。やや胴下部が張り、そこから直線的に開く。ソギに接する二重円の沈線文がある。大窯2期前半

に比定される｡789は古瀬戸の深Ⅲあるいは大Ⅲである｡内面が胴部から底部にかけて摩耗しているが、

底部中央にはみられない。古瀬戸後1V古～後1V新期に比定される。790は古瀬戸の橘鉢である。口縁部

分類の5類に分類した。791は平瓦である。凸面にハナレ砂が付着している。

B5792は連房陶器の折縁鉢である。621とほぼ同じ施粕がなされるが、口縁部形状が異なる。緑粕

は口縁部から弧状に流し掛けられる。連房第2小期に比定される。

B128793～795は土師器Ⅲである。794は、内面に幅約1.2cm程度の板状工具を用いて不定方向にナデ

を施す。中央部のナデ痕は消されている。795は内面の広い範囲に煤が付着しており、灯明Ⅲの可能性

がある。内面の横ナデは口縁部周辺のみに施され、広い範囲に一方向のナデが見られる。796は古瀬戸

の仏帥具である。底部外面周縁が露胎となる。古瀬戸後1V新期に比定される。797は古瀬戸の措鉢であ

る。口縁部分類の5類に分類した。798は大窯の播鉢である。口縁部分類の10B類に分類した。

B129799は白査系陶器の碗である。北部系8型式の大畑大洞4号窯式に分類した。800は大窯の稜Ⅲ

である。大窯3期に比定される。801は古瀬戸の片口鉢である。口縁端部に丸みがあり、若干肥厚して
いる。白査系陶器の南部系6型式に併行する。
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B130802は白査系陶器の碗である。北部系6型式の白土原1号窯式に分類した。803は大窯の天目茶

碗である。底部外面周縁が露胎となる。大窯3期に比定される。804は大窯の括鉢である。口縁部分類

の10A類に分類した。805は古瀬戸の耳付水性である。胴部側面に同一器種を並べて焼成した痕跡と考

えられる接着痕がある。鉄粕は一部の垂れを除いて底部外面が露胎となる。古瀬戸後IV古期に比定さ

れる。

B134806～818は土師器Ⅱである。806～808はB134から出土した中でも小型の一群である。809は、

主に指頭によって口縁部と底部の境が明瞭な器形に整形されている。810は見込み部分に、墨書で描か

れることが多い輪宝9)を模した可能‘性がある線刻が見られる。811は内面のナデ調整に工具を用いてい

る可能性がある。813は内面の胴部と底部の境に、一部横ナデが見られる。また内面に整形時の切り込

み痕が残る。814は内面にF2類のナデが施されるが、口縁端部にも半周程度横ナデが見られる。815

は底部内面の周縁に、円を描くように爪の痕が残る。817は、B134から出士した土師器Ⅲが内面の横

ナデ調整を口縁部のみ施すものが多い中で､唯一胴部と底部の境までナデが及んでいる。819は中世土

師器の内耳鍋である。煤は外面のみに付着し、内面には見られない。820．821は中世土師器の茶釜で

ある。820は口縁部が内傾し、内外面に回転ナデを施している。821は茶釜の肩部破片と思われる。把

手は指ナデで整形されており、煤は把手の下に集中的に付着している。煤付着部分の内面は被熱のた

めか表面が剥落している。822～825は白査系陶器の碗である。822は北部系5型式、823.824は北部系

6型式の白土原1号窯式、825は北部系7型式の明和1号窯式に分類した。826.827は大窯の灯明Ⅲで

ある。焼締陶器であり粕薬が施粕されていない。827は底部内面に煤が付着している。いずれも大窯3

期に比定される。828は大窯の内禿Ⅱである。口縁部がわずかに外反し、器高が低く、胴部に丸みがな

い。高台内には輪ドチの痕跡が残る。粕のぬぐい取りによって、見込部分のみ露胎となる。大窯3期

後半に比定される。829は古瀬戸の平碗である。口縁端部はやや尖り気味で胴部にやや丸みがある。胴

部下半の外面が露胎となる。古瀬戸後IV新期に比定される。830は大窯の茶入である。口径が小さく胴

が張る器形をもつ。大窯1～2期に比定される。831は古瀬戸の小型の桶と考える。底部外面周縁が露

胎となる。古瀬戸後IV新期に比定される。832～834は古瀬戸の片口鉢である。832は胴部が直線的に開

き、高台が剥がれている。白査系陶器の南部系9～10型式に併行する。833は口縁部が外反し、端部は

丸く収められる。胴下部内面が摩耗している。白査系陶器の南部系4型式に併行する。834は胴部から

口縁部にかけて直線的に開き、口縁部は肥厚している。端部は丸く収める。胴部内面が摩耗している。

白査系陶器の南部系6型式に併行する。835は大窯の播鉢である。口縁部分類の6A類に分類した。836

は中国陶磁器の龍泉窯系青磁碗である。胴部から口縁部にかけて直線的に広がる。胴部外面に幅の広

い蓮弁文がみられる。上田分類BIあるいはBII類に比定される。

B139837.838は白蓋系陶器の碗である。837は北部系5型式、838は北部系10型式の大洞東1号窯式

に分類した。839は古瀬戸の片口鉢である。B139とB129から出たものが接合した個体である。口縁端

部に丸みがあって若干肥厚する。胴部下半から底部にかけての内面が摩耗している。白査系陶器の南

部系6型式に併行する。840は常滑の妻である。口縁部縁帯の幅が狭く、下端の垂れも短い。頚部と胴

部内面の境目に指頭痕が集中し、粘土紐の接合痕が残る。自然粕が付着しておらず、還元焼成してい

る。常滑編年の5型式に比定される。841は中国陶磁器の龍泉窯系青磁碗である。外面に鏑のない蓮弁

文が施される。粕薬はやや黄色味がかっており非常に薄い。上田分類BI'あるいはBII類に比定され
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る。842は瓦質土器の火鉢である。口縁端部下外面に突帯があり、印刻による模様があったことが予想

される。全体に丁寧なつくりであるが、酸化焼成している。

B140843-844は白査系陶器の碗である。843を北部系5型式、844を北部系6型式の白土原1号窯式

に分類した。

B150845は土師器Ⅲである。小型品で内面のナデは不明瞭である。

B179846．847は土師器Ⅲである。847は胎士が級密で焼成がよい。内外面の同じ場所に炭化物が付

着している。846.847ともに近世のものである可能性がある。848は連房陶器の菊Ⅲである。胴下部に

丸みがなく、中央より上から若干内湾する。外面には縦位の刻みによる沈線が引かれる。灰粕は底部

から胴部下半が露胎となる。連房第4小期に比定される。849は連房陶器の丸碗である。器壁はやや薄

目であり、胴部から口縁部にかけて直線的に開く。連房3～4小期に比定される。850は大窯の措鉢で

ある。6A類としたが、縁帯と口縁端部の間が段になる特徴がある。851．852は連房陶器の播鉢であ

る。ともに口縁部分類の14C類に分類した。851は口縁部内外面を肥厚し、端部を面取りしている。853

は常滑の髪である。縁帯下部と口縁部が接着しないタイプで、縁帯上部の張り出しが大きい。常滑編

年の8型式に比定される。854は肥前の染付碗である。口縁部内面に四方裡文がみられる。18世紀代と

考える。

B262855～860は土師器Ⅲである。855はB262唯一の小型品で、内面を6の字状のナデで調整してい

る。856は外面の一部に横ナデが施される。859は外面に横ナデを施し、内面のナデは2段（口縁部、

胴部･底部の境）に見られる。860は内面と口縁部外面の広い範囲に煤の付着が見られる。内面の胴部

と底部の境に指頭痕が残る。また、外面に成形時の切り込み痕が残る。口縁部の内外面に横ナデ、底

部内面に一方向のナデが施される。861．862は白査系陶器の碗である。内面の工具によるナデが一部

ナデ消しきれている。862は焼成が不良である。ともに北部系11型式の生田2号窯式に分類した。863

は古瀬戸の天目茶碗である。口縁端部が強く外反する。胎士は精良で褐灰色を呈し、手に取ったとき

重量感がある。高台に窯道具と見られる付着物がある。底部外面周縁の錆粕は濃く、紫色がかった色

調を呈する。古瀬戸後Ⅳ新期に比定される。864は器種不明であるが、連房陶器と考える。内面には焼

成時の付着物が多く見られる。外面に1ケ所へラ刻みがある。底部外面周縁の粕をぬぐい取っている。

865は大窯の橘鉢である。口縁部分類の6A類に分類した。866は中国陶磁器の染付碗である。器壁が

薄く、高台が断面三角形になる。

B263867は大窯の橘鉢である。口縁部分類の14C類に分類した。

B439868は大窯の丸Ⅲである。口縁部がわずかに外反する。胴部に丸みがあり、身がやや浅い。大

窯2期に比定される。

B743869は白資系陶器の碗である。北部系8型式の大畑大洞4号窯式に分類した。870は連房陶器の

丸Ⅲである。胴部に丸みがあり、口縁部が外反するが、それほど顕著ではない。底部内面周縁に重ね

焼き痕が残り、高台内に煤が付着する。胴部から底部外面にかけて露胎となる。連房第4～5小期に

比定される。871～873は連房陶器の反Ⅲである。871は口縁部がやや外反する。底部の内外面に円錐ピ

ンの痕跡が3ケ所ずつ残る。高台内が露胎となる。872は口縁部がわずかに外反する。873は胴部から

口縁部にかけて外反しながら広がる。内面にも削り調整を行っており、底部中央がやや窪む。内面に

は、円錐ピンの痕跡が5ケ所残る。高台周縁が露胎となる。871.872は連房第3小期に、873は連房第
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4小期に比定される。874は連房陶器の端反Ⅱである。口縁端部がわずかに外反する。見込には重ね焼

きの痕跡が残る。胴下部から底部外面にかけて露胎となる。連房第1小期に比定される。875は連房陶

器の折縁鉄絵Ⅲである。内面に二重の重ね焼き痕が残る。おそらく、同一器種の口縁部裏と畳付が重

なっていたと考える。胴部から底部外面にかけて露胎となる。連房第2～3小期に比定される。876は

連房陶器の鉄絵Ⅲである。見込の蘭竹文はかなり崩れている。連房第2小期に比定される。877は連房

陶器の腰折碗である。高台が高く、内外面に回転ナデ痕が残る。連房3～4小期に比定される。878は

中国陶磁器の白磁Ⅱである。胴部が直線的に立ち上がり、口縁部が外反する。森田分類E群に比定さ

れる。879は瓦質土器の火鉢である。粘土の継ぎ目や指頭痕が明瞭に残る･･底部には粘土板が張り付け

られており、その痕跡が一見沈線のように見える。酸化焼成しているが焼成はよい。内面に煤が付着

している。

B758880は古瀬戸の揺鉢である。口縁部分類の5類に分類した。

C55881～884は白査系陶器のⅢである。いずれも器高が低く器壁が薄い。北部系7型式以降に分類

した。885．886は白査系陶器の碗である。885は北部系8型式の大畑大洞4号窯式、886は北部系10型

式の大洞東1号窯式に分類した。887は連房陶器の小盤である。内面に長石粕･外面に銅緑粕が施粕さ

れる。胴部下半は露胎となる。連房第8～9小期に比定される。888は中世土師器の茶釜である。肩部

に把手付が付く。煤は外面の把手より下に濃密に付着する。889は古瀬戸の片口鉢である。口縁部外面

が、口縁端部の沈線状の窪みと、その下の窪みによって突帯状になる。白査系陶器の南部系5型式に

併行する。890は中国陶磁器の同安窯系青磁Ⅱである。見込に櫛描文をもつ櫛描文Ⅲである。

C113891は白査系陶器のⅢである。器高が低く、器壁が薄い。北部系7型式以降に分類した。

C123892は土師器Ⅲである。小型品で内面ナデは不明瞭である。893は古瀬戸の仏供である。内外面

の胴下部から底部が露胎である。古瀬戸後IV古期に比定される。894は大窯の播鉢である。内底面が使

用により摩耗している｡大窯1～2期に比定される｡895は軒丸瓦である｡瓦当に左巻巴文と珠文によっ

て構成される文様がみられる。胎士に若干の砂粒が混入し、焼成が悪い。

C134896は白査系陶器の碗である。北部系8型式の大畑大洞4号窯式に分類した。

D3897は龍泉窯系青磁碗である。破損断面に何ヶ所か人為的に打ち欠いた痕跡が残る。明瞭でない

ため図示していないが、胴部外面に蓮弁文が付される可能性が高い。粕は薄く見込が輪禿状になり、

高台内が露胎となる。両者とも掻き取りであろう。上田分類BⅡI類に比定される可能性がある。

D4898．899は白蓋系陶器の碗である。胎土は非常に精良である。北部系11型式の生田2号窯式に

分類した。900は古瀬戸の平碗である。口縁部周縁のみ灰粕が施粕される。古瀬戸後IV新期に比定され

る。

D5901は大窯の播鉢である。口縁部分類の9B類に分類した。

D10902．903は白査系陶器の碗である。902は北部系11型式の脇之島3号窯式、903は北部系11型式

の生田2号窯式に分類した。

D75904は土師器Ⅲである。小型品で内面ナデは不明瞭である。905は連房陶器の半胴妻の可能'性が

ある。口縁端部が肥厚してやや窪む｡連房第5～7小期に比定される。906は連房陶器の鉄絵Ⅲである。

見込に木葉のような文様が描かれる。連房第1小期に比定される。

D80907は常滑の髪である。常滑編年の7型式に比定される。
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D120908は大窯の揺鉢である。口縁部分類の9A'類に比定される。

D130909は古瀬戸の卸目付大Ⅲである。古瀬戸後1V古期に比定される。

D320910は白査系陶器のⅢである。器高が低く、器壁が薄い。北部系7型式以降に分類した。

D470911は白査系陶器の碗である。南部系4型式に分類した。912は士錘である。胴中央部に最大径

がみられる。

E80913は白姿系陶器の有耳壷である｡胎土から東濃産のものと思われる｡肩が強く張る器形であり、

外面に灰粕が施粕され内面は露胎となる。北部系6型式の白土原l号窯式に併行する'0)。

E90914は古瀬戸の有耳壷である。外面の粕薬が剥がれ落ちている。耳には刻みがみられる。

E400915は古瀬戸の卸Ⅲである。口縁部内面に突帯が付される。古瀬戸後IV古期に比定される。

E560916-917は白査系陶器の碗である。916は胎士が粗く、美濃須衛産の可能性がある。北部系5

型式に分類した。917は北部系6型式の白土原1号窯式に分類した。

E620918は中国陶磁器の龍泉窯系青磁Ⅱである。大宰府分類の青磁ⅡI類に比定される。

F18919は須恵器の鉢A類である。頚部から口縁部にかけて〈の字に屈曲し、口縁部のみ直立する。

胎士が精良で手に持った感じが重く、表面は滑らかである。920は白査系陶器の小碗である。北部系4

型式の谷狭間2号窯式に分類した。921は白査系陶器のⅢである。器壁が厚く、口縁端部が若干外反す

る。南部系5型式に分類した。

F59922は古瀬戸の卸Ⅱである。口縁部内外面に灰粕が施粕される。古瀬戸後1期に比定される。923

は中国陶磁器の白磁Ⅲである。内面に、白土化粧あるいは象巌による文様が描かれる。大宰府分類の

白磁碗II類併行期である可能性がある。924は古瀬戸の片口鉢である。口縁部に肥厚が無く、わずかに

外反する。白査系陶器の南部系3型式に併行する。

F123925は須恵器の杯身C類である。幅の広い断面方形の高台が、底部外面端部のやや内側に付さ

れる。

F849926は白査系陶器の碗である。南部系5型式に分類した。

G19927は須恵器の妻B類である。胴が張り、把手が付く器形になると考える。把手は指ナデによっ

て整形されている。928は古瀬戸の播鉢である。口縁部分類の5類に分類した。

G413929は土師器Ⅲである。口縁部内面に横ナデが施される。930は大窯の灯明Ⅱである。生田2号

窯式の碗に似る。指頭によるナデが施されている。大窯1期に比定される。931は白査系陶器の碗であ

る。北部系11型式の生田2号窯式に分類した。

G441932は須恵器の杯蓋C類である。返りの端部は尖り気味で、その上部に若干の湾曲がみられる。

933は白査の碗である。外傾するやや高めの高台をもつ。丸石2号～明和27号窯式に比定される。934.

935は白査系陶器の碗である。934は胴部に丸味があり、高台が底部外面端部の外側に付される。見込

が摩耗している。南部系4形式に分類した。935は北部系11型式の生田2号窯式に分類した。936は古

瀬戸の瓶類か壷類である。胴部下半から底部外面にかけて露胎となる。古瀬戸後Ⅲ～後IV古期に比定

される。

G580937は須恵器の杯身B類である。胴部から口縁部にかけて直線的に大きく開く。938は須恵器の

鉢類と考えられる。底部内面中央に「美濃」刻印が印刻されている。老洞古窯跡でA－1類とされた最

も数が多い一群と同じ形であり、「美濃国」刻印がある79とサイズ・形状ともに一致する。
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G591939は口査系陶器の皿である。焼成が悪く、内底面の静止指ナデが存在しない。北部系7型式

以降に分類した。

G647940は向琵系陶器の碗である。北部系11型式の脇之島3号窯式に分類した。

HI941は白資の鉢と思われる。底部内I訂に自然粕が付着している。942は土師器Ⅲlである。外面は

口縁部上方に、内面は口縁部から胴部全面に横ナデが施され、底部内面には一方向ナデもみられる。

943は白査系陶器の碗である。北部系5型式に分類した。944は古瀬戸か大窯の挿鉢である。内面は使

用によって著しく摩耗している。

945は古瀬戸の播鉢である。口縁部分類の5類に分類したが、他のものより屈曲が強い。

946は中国陶磁器の青磁碗である。大宰府分類の1-5d類に該当すると思われる。やや細めの角高台

をもち、底部の器壁が厚い。軸薬は全面に施粕される。印刻は「金玉満堂」であろう。947は中国陶磁

器の染付皿である。図示していないが、包含層出土遺物に同一個体と思われる破片があり、形態分類
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と文様を判断した。小野分類のⅡB群に比定される。948は古瀬戸の狛犬の脚部である。左前脚と考え

られる。足の裏側から観察すると、棒状の粘土に他の粘土を貼り付けて整形しているのが分かる。足

の裏は板状の土台に接着していたらしい。15世紀中葉の製品と思われる'1)。

H5949は白餐系陶器のⅢである。南部系5型式に分類した。950は白査系陶器の碗である。北部系

4型式の谷狭間2号窯式に分類した。胎士が粗く、美濃須衛産の可能性がある。951は古瀬戸の縁粕小

Ⅲである。口縁部内外面のみ灰粕が施粘される。古瀬戸後1V新期に比定される。

H304952～954は白査系陶器のⅡである。北部系7型式以降のⅡとした中では器高が高く、つくりが

しっかりしており、古い段階に位置付けられる可能性がある。955～958は白査系陶器の碗である。

955～957は北部系7型式の明和1号窯式、958は北部系9型式の大谷洞14号窯式に分類した。

H305959.960は白査系陶器の碗である。959は北部系6型式の白土原1号窯式、960は北部系8型式

の明和1号窯式に分類した。

H307961．962は白査系陶器の碗である。961は見込が円盤状に盛り上がっており、胴部と底部の境

が明瞭な段になっている。南部系4型式に分類した。962は北部系5型式に分類した。

1260多数の遺物が出土しているため、種別ごとに記載する。

白査系陶器(963～967）963は小碗である。南部系4型式に分類した。964～967は白査系陶器の碗で

ある。964は北部系5型式、965は北部系6型式の白土原1号窯式、966は北部系11型式の脇之島3号窯

式、967は北部系11型式の生田2号窯式に分類した。

古瀬戸（968.969.971～983）968は縁粕小Ⅲである。灰粕は口縁部内外面に施粕される。古瀬戸後

Ⅲ期に比定される。969は折縁中Ⅱである。口縁部が屈曲し、内面が湾曲する。古瀬戸後IV古期に比定

される。971は平碗である。内面は全面に灰粕が施されるが、外面は露胎となる。古瀬戸後IV古～後1V

新期に比定される。972は筒形の香炉である。底部内面の回転痕が渦状になって盛り上がる。古瀬戸後

Ⅳ古～後Ⅳ新期に比定される。973は茶釜である。胴部内面中央に接合痕が残る。古瀬戸後Ⅳ古期に比

定される。974～976．978．980は折縁深Ⅱである。974は口縁部が屈曲し、端部が内湾気味になる。古

瀬戸中I期に比定される。975は屈曲した口縁部全体が内湾する。外面の削りは底部から見て半時計周

りに施されている。古瀬戸中I1期に比定される。976は口縁部が屈曲し、そのまま直線的に延びる。器

壁がやや薄い。古瀬戸中IV期に比定される。978は屈曲部の内面に段が付けられており、そこから端部

までがナデによって窪む。古瀬戸後11期に比定される。979は直縁大Ⅲである。内面が摩耗している。

胴部下半から底部にかけて露胎となる。古瀬戸後IV古期に比定される｡977は内耳鍋である。屈曲した

口縁部が内湾し、端部が面取り気味になる。古瀬戸後IV古期に比定される。980は口縁部が屈曲し、上

面が平らになる。古瀬戸後1V古期に比定される。981は瓶子である。1260と1275の出土遺物が接合し

た。内面と底部外面が露胎となる。古瀬戸後期に比定される。982は口広有耳壷である。内面に2ケ所

の融着痕がみられる。古瀬戸後IV新期に比定される。983は播鉢である。内面が著しく摩耗している。

口縁部分類の3類に分類した。

大窯970)970は天目茶碗である。口縁端部が尖り気味で屈曲が強く、胴部に丸味がある。胴下部

から底部にかけての外面が露胎となる。大窯3期に比定される。
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常滑(984～987）984～987はいずれも髪である。984は縁帯が下に垂れない。常滑編年の6a型式に

分類した。985は縁帯の幅が987と比べて狭い。また頚部にほぼ密着している。常滑編年の8か9型式

に比定される。986は縁帯が内傾し、頚部とは密着しない。常滑編年の8型式に比定される。987は底

部であり、内面に指頭痕が残る。

1275多数の遺物が出土しているため、種別ごとに記載する。

中世土師器（988）988は土師器Ⅲである。内面に6の字状のナデを施す。

白査（989.990989.990は碗である。989は内面がやや内湾気味の高台をもつ。破片では胴部のみ

施粕が見られる。見込に墨痕があり、硯に転用されたものと考える。990は断面三角形のやや低い高台

をもつ。内面が摩耗している。美濃（在地、美濃須衛）産のものと考える。

白査系陶器（991）991は碗である。北部系11形式の生田2号窯式に比定される。

古瀬戸（992～995）992は仏供である。破損断面を人為的に打ち欠いた加工円盤である。993は天目

茶碗である。胴部上半に丸みがあり、口縁部が強く屈曲する。口縁端部は尖り気味になる。古瀬戸後

1V新期に比定される。994は有耳壷である。三耳壷である可能性が高い。内外面に灰粕が施粕される。

古瀬戸後Ⅲ～後Ⅳ古期に比定される。995は卸目付大Ⅲである。口縁部の屈曲部内面が突帯状になる。

灰粕は口縁部と胴部上半に施粕される。古瀬戸後1V古期に比定される。

常滑（996.997）996は常滑の壷である。頚部外面に突帯状の段がめぐる。内面の頚部と胴部の境に

は接合痕が明瞭に残る。997は常滑の髪である。明瞭な調整はみられない。

瓦（998）998は軒丸瓦である。文様は左巻巴文と珠文であり、瓦当に多くの砂粒（ハナレ砂）が付

着する。

1715999は白蓋系陶器の碗である。北部系11形式の生田2号窯式に分類した。

土坑（図259～266）

A331000は白査系陶器の碗である。北部系11型式の脇之島3号窯式に分類した。

A341001は中国陶磁器の白磁杯である。見込に、快り込みのある高台と同じ形の重ね焼き痕がある。

表面に無数の貫入があり、焼きが甘い。森田分類のD群に比定される。

A2321002は大窯の小瓶である。胴下部の最大径の上まで丁寧な回転へラ削りが施される。鉄粕は内

面にもかかっている可能'性が高い。底部外面周縁には錆粕を施粕している。大窯1期に比定される。

A3001003は古瀬戸の耳付水性である。口縁端部を除いて鉄粕が施される。内面に酸化鉄のようなも

のが付着している。古瀬戸後Ⅲ～後Ⅳ古期に比定される。

B641004は土師器Ⅲである。内面は口縁部を横ナデしている可能性があるが、摩耗のため確認でき

ない。

B2661005は中国陶磁器の白磁Ⅲである。見込に目痕が残る。粕は薄く、底部外面周縁が露胎となる。

森田分類のD群に比定される。

B3461006は古瀬戸の小鉢である。底部の器壁が非常に厚い。外面の回転削りの影響で底部と胴部の

境の器壁が薄くなっている。灰粕は口縁部内外面のみに施粕される。古瀬戸後IV古期に比定される。

B4561007.1008は白査系陶器の碗である。北部系7型式の明和1号窯式に比定される。

B7051009は白査系陶器のⅡである。器壁に厚みがあり、口縁端部が外反する。北部系6型式の白土

原1号窯式に比定される。1010は白査系陶器の碗である。北部系11型式の生田2号窯式に分類した。
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1011は中国陶磁器の白磁Ⅲである。高台周縁が露胎となる。森田分類のD群に比定される。

C231012は古瀬戸の袴腰形香炉である。小型品であり、内面は口縁部を除いて露胎となる。古瀬戸

後ⅡI～後Ⅳ古期に比定される。

C411013は連房陶器の尾呂茶碗である。溝跡C45から出土した遺物と接合した。口縁部にうのふ粕

がかけられる。連房第5～6小期に比定される。

C461014は肥前の染付碗と考える。やや厚めの器壁を持ち、高台の幅が広い。粕薬は表面に光沢が

ない。高台内に銘款があるが、一部のみであるため判読不能である。

C93多数の遺物が出土しているため、種別ごとに記載する。

古瀬戸1026～10281026は卸Ⅱである。口縁端部に若干の内湾がみられる。口縁部以外が露胎と

なる。古瀬戸後IV新期に比定される。1027は卸目付大Ⅲである。口縁部内面が肥厚し、その上がナデ

によって窪んでいる。古瀬戸後IV新期に比定される。1028は古瀬戸の瓶子である。おそらく梅瓶であ

ろう。古瀬戸後IV古～後IV新期に比定される。

連房陶器（1015～1025.1029～1034.1036～1039

1015～1021は連房陶器の灯明Ⅱである。1015～1019は油Ⅱである。1015は見込と底部外面に輪ドチ

痕が残る。外面の回転削り痕が細かい。底部外面が錆粕が拭い取られる。1016は見込に輪ドチ痕が残

る。胴部から底部外面の錆粕が拭い取られる。1017は底部外面周縁に輪ドチ痕が残る。胴部から底部

にかけての錆粕が拭い取られる。1018は油Ⅲである。見込に円錐ピンの痕跡が5ケ所残る。1019は他

の個体とは異なり、胴部に丸味が無く直線的に開く。見込に円錐ピンの痕跡が3ケ所残る。胴部～底

部外面が露胎になる。1020.1021は受Ⅲである。底部周縁の錆粕は拭い取られている。1015.1019は

連房第10～11小期に、1016～1018.1020.1021は連房第9小期に比定される。1022は刷毛目茶碗であ

る。内外面に白土化粧による文様が描かれる。瀬戸産と考えられる。連房第8小期に比定される。1023

は湯呑である。非常に器壁が薄い。連房第7小期に比定される。1024.1025は妬器質の広東茶碗であ

る。1024は見込に五弁花文をもち、外面に呉須絵で柳のような文様が描かれる。胴部には4条の沈線

が見られる。畳付が露胎となる。いずれも連房第10小期に比定される。1029は大型の花瓶である可能

'性がある。口縁部が屈曲して直立し、頚部が細くなる。連房第8～9小期に比定される。1030は花瓶

の可能性がある。胴部に丸味があり。口縁部が外反する。底部中央にはがれた痕跡が残り、脚が付く

可能性がある。連房第8～9小期に比定される。1031は仏銅具である。脚の接地面周縁が露胎となる。

連房第8～9小期に比定される。1032は筒型の香炉である。内面の底部と胴部の境に布目圧痕が見ら

れる。底部外面周縁が露胎となる。連房第5～6小期に比定される｡1033は合子である。底部内面が

内禿状になる。底部外面周縁が露胎となる。連房第8～9小期に比定される。1034.1036は小瓶であ

る。口縁部が玉縁状になり、胴下半に最大径がある。畳付きが露胎となる。1034は胴部に梅文と蘭竹

文が描かれる。1036は底部外面周縁から底部にかけてが露胎となる。いずれも連房第10～11小期に比

定される。1037は土瓶である。注口は欠損している。胴部内面が露胎となるが、施粕された錆粕に手

形や指紋が明瞭に残る。連房第8～9小期に比定される。1038.1039は瓶掛型の火鉢である。1038は

頚部に縦位のソギが見られ、胴部に2段の印刻文がめぐる。把手は中空になっている。1039は1038に

似るが頚部のソギがない。胴部上半に把手がはがれた円形の痕跡が残る。はがれ痕にも印刻文が残っ

ている。いずれも連房第8～9小期に比定される。1040は連房陶器の播鉢である。内面は摩耗が著し
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い。底部外面が露胎となる。連房第5～7小期に比定される。

連房磁器(1035)1035は連房磁器の小瓶である。口縁部に肥厚が無く、外反する。呉須絵で蘭竹文

が描かれる。連房第9～10小期に比定される。

C1181041は加工円盤である。磁器杯の底部を意図的に割っている。

C1211042は連房陶器の灯明Ⅱである。油Ⅱであり、胴部に丸味がある。見込周縁に輪ドチ痕が残る。

底部外面の飴粕が拭い取られる。連房第9小期に比定される。

C1841043は士師器Ⅱである。胎土が精良で焼成が良い。口縁部にタールのようなものが付着する。

近世のものと思われる。1044.1045は連房陶器の灯明Ⅲである。ともに油Ⅲである。1044は見込周縁

に輪ドチ痕が残る。胴部から底部外面が露胎となる。1045は胴部から底部外面にかけて露胎となる。

いずれも連房第9小期に比定される。1046は摺絵Ⅲである。見込中央の摺絵の周囲が輪禿状になって

いる。高台周縁が露胎となる。連房第7小期に比定される。

D71047は土錘である。胴部中央に最大径がある。

D601048は土師器Ⅱである。口縁部内面に横ナデ、底部内面に一方向のナデが施される。1049は古

瀬戸の袴腰型香炉である。内面に重ね焼きの痕跡が1ヶ所残る。足は3ヶ所に付されると考える。胴

部から底部のかけての内外面が露胎となる。露胎部は赤く発色している。古瀬戸後1V新期に比定され

る。1050.1051は古瀬戸の橋鉢である。1050は口縁部分類の5類に分類した。1051は底部である。内

面はかなり使い込まれている。古瀬戸後1V古～後IV新期に比定される。

D851052は古瀬戸の平碗である。残存している外面は露胎である。古瀬戸後1V古期に比定される。

1053は古瀬戸の卸目付大Ⅲである。内面の卸目が使用された痕跡はない。古瀬戸後Ⅳ古～後Ⅳ新期に

比定される。

E91054は白査系陶器の碗である。北部系11型式の脇之島3号窯式に分類した。

E101055は白査系陶器のⅡである。器壁がやや厚めで、底部が円柱状に残る。北部系6型式の白土

原l号窯式に比定される。

E401056は古瀬戸の仏花瓶脚部と,思われる。外面の粕薬がはがれ落ちて脚部外面のみ残るが、本来

は外面全体に施粕されていたと思われる。1057は瓦質土器の羽釜である。羽の下側と羽より上の胴部

外面に煤が付着している。

E531058は白査系陶器の碗である。北部系9型式の大谷洞14号窯式に分類した。1059中国陶磁器の

白磁Ⅱである。口縁端部が無粕になる口禿を呈する。大宰府分類の白磁ⅢⅨ類に比定される。

E1011060は古瀬戸の卸Ⅲである。胴部に丸味があり、口縁部が面取りされる。器壁が全体に厚い。

古瀬戸中I期に比定される。

E1501061は常滑の妻である。口縁端部がつまみ上げられ、端部の内側が窪む。常滑編年の1bか2

型式に比定される。

E1401062は白査系陶器の碗である。内面見込に何らかの有機物が付着している。南部系5型式に分

類した。

E1701063は白査系陶器のⅡである。内面に何らかの有機物が付着している（第3部第7章参照)。

底部が胴部から独立した形状を呈する。南部系5型式に分類した。1064は白資系陶器の碗である。南

部系4型式に分類した。1065は中世土師器の伊勢型鍋である。口縁部内面を肥厚しており、端部の平
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坦面は窪んでいる。全体的に器壁が厚い。内面の板ナデは口縁部から見て時計回りに施される。

E6711066はロクロ土師器のⅢである。胎士が粗で表面荒れがはげしい。

E7001067は土師器Ⅲである。口縁端部をつまみ上げてやや尖らせるなど、非常に丁寧に整形されて

いる。京都からの搬入品の可能‘性がある。胎士が精良で雲母を多く含む。1068は白査系陶器のⅢであ

る。北部系5型式に分類した。1069は白査系陶器の碗である。北部系5型式に分類した。

E7601070は白査系陶器のⅡである｡南部系5型式に分類した｡1071～1073は白査系陶器の碗である。

1071.1072を南部系5型式、1073を北部系5型式に分類した。

E7611074-1075は白査系陶器のⅡである。南部系5型式に分類した。1076～1078は白査系陶器の碗

である。1076を南部系5型式、1077を北部系6型式の白土原l号窯式、1078を北部系5型式に分類し

た。1078は内面全体に漆が付着しており、破損断面まで達している（第3部第7章参照)。

E7661079は白査系陶器の碗である。南部系5型式に分類した。

E8201080は土錘である。両端部が細くならない寸胴な形状を呈する。

E8401081は白査系陶器のⅢである｡全体に大きく歪んでいる｡底部外面には粘土塊が付着しており、

水平に置くことができない。北部系6型式の白土原1号窯式に分類した。

F391082.1083は白査系陶器の碗である。1082は北部系7型式の明和1号窯式に分類した。1083は

焼成が還元状態であり、胎士が粗い。美濃須衛産の可能性がある。北部系5型式に分類した。

F431084は須恵器の杯蓋C類である。返りが短く、内面に強く屈曲する。返り上面も屈曲している。

全体的につくりは薄手である。美濃（在地、美濃須衛）産のものと考える。

F691085は中国陶磁器の青白磁Ⅲである。非常に器壁が薄く、底部外面中央が窪んで端部が高台状

になる。また底部外面のみ露胎となる。

F721086はロクロ土師器の杯である。形状は須恵器の杯身に近い。内面全体に煤のようなものが付

着している。

F991087.1088は土師器のⅡである。1087は口縁部内外面に2段の横ナデを施す。1088も同様のナ

デ調整を行っている。1089はロクロ土師器の小Ⅱである。F24の出土品とほぼ同じもの（460.461）

である。1090は須恵器杯身C類である。全体的に薄手でシャープ。なつくりになる。高台は底部外面端

部のかなり外側に付される。1091は産地不明中世陶器の髪である。婆の肩に近い部分の破片と思われ、

474とよく似た胎土･焼成である。叩き具は格子にならず一方向のみであり、内面の当て具は同心円状

になる。美濃須衛産の可能性がある。

F1041092は白査系陶器の碗である。やや焼きが悪い。北部系7型式の明和1号窯式に分類した。

F1281093は白蓋系陶器の碗である。胴部下半に丸味があり、断面長方形の高台が底部外面周縁に付

される。南部系4型式に分類した。

F1361094は白費系陶器の碗である。北部系6型式の白土原1号窯式に分類した。

F1861095は須恵器の婆である。胴部が張り、その最大径部分に把手が付される形状の妻と考える。

把手は指ナデによって形を整えながら接着されている。焼成が悪く還元軟質を呈する。

F2011096は中国陶磁器の白磁碗である。口縁部外面端部が玉縁になる。大宰府分類の白磁碗II類に

比定される。
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F2201097は須恵器の杯身C類である。土坑F344から出土したものと接合した。底部内面の中央が

高台から突出する。高台は底部外面端部のやや内側に付される。焼成が悪く還元軟質を呈する。

F2301098は中国陶磁器の白磁Ⅲである。中世前期の白磁Ⅱと考えられる。底部周縁から底部外面が

露胎となる。

F2421099は土師器Ⅱである。口縁部内面のナデは2段目が特に強い。1100はロクロ土師器の脚付Ⅲ

である。土師器Ⅱのような杯部に脚が付く形状を呈する。1101は中世士師器の伊勢型鍋である。内側

に折り返された口縁端部上面にナデがみられない。1102は須恵器の杯蓋C類である。大型の宝珠摘が

付される。焼成が悪く還元軟質を呈する。1103～1105は白査系陶器の碗である。1103は内外面に煤が

付着しており、特に底部内面に顕著に見られる。1103.1104は南部系5型式に分類した。1105は南部

系の碗の底部破片であり、底部外面に花押状の墨書が見られる。1106は中国陶磁器の青白磁壷形合子

身である。洞雲戸遺跡（付篇P16図8:12参照）の壷形合子身とほぼ同じ文様がみられる。内面は露

胎となる。

F2551107はロクロ土師器の脚付Ⅱである。1100とほぼ同じ形状を呈すると考える。1108-1109は白

査系陶器のⅡである。1108は南部系5型式に、1109は南部系6型式に分類した。1110～1115は白査系

陶器の碗である。1110～1114を南部系5型式、1115を北部系5型式に分類した。

F2561116は白査系陶器の小碗である。南部系4型式に分類した。1117は白査系陶器の碗である。高

台が剥がれているが、胴部の形状や底径から、南部系4型式と推測した。1118～1120は士錘である。

いずれも胴部の中央に最大径があり、両端がやや細くなる形状を呈する。

F2961121は須恵器の高杯A類の脚部である。杯部との接合部近くに1条の沈線が見られる。1122は

白査系陶器の碗である。胴部に強い丸味があり、やや外傾する高い高台をもつ。灰粕が施粕されてい

る可能性がある。北部系3型式の矢戸上野2号窯式に分類した。

F3021123は漁携具の土錘である。胴部の中央に最大径があり、両端がやや細くなる形状を呈する。

F3631124は白査系陶器の碗である。南部系5型式に分類した。

F3911125はロクロ土師器の柱状高台Ⅲである。外面全体に煤が付着している。

F4021126は須恵器の平瓶の口縁部と考える｡頚部が緩やかに開き、口縁部付近は内湾している｡1127

は白査系陶器のⅢである。南部系5型式に分類した。

F5231128は須恵器の杯身B類である。1129は白査系陶器の碗である。北部系7型式の明和1号窯式

に分類した。

F5901130-1131は白査系陶器の碗である。北部系7型式の明和1号窯式に分類した。1132は中国陶

磁器の白磁Ⅲである。口縁部外面が玉縁状になる。大宰府分類の白磁ⅢII類に比定される。

F6821133は須恵器の杯蓋C類である。やや小型であり、頂部にやや丸味がある。返り上端の屈曲は

ほとんど見られない。

F7011134は中国陶磁器の青磁碗である。外面に片切り彫りによる幅広の鏑蓮弁文をもつ。上田分類

のBI類に比定される。

F7741135は白査系陶器の碗である。北部系8型式の大畑大洞4号窯式に分類した。

F7751136はロクロ土師器の小碗である。高台や形状が白査のつくりに似ている。

F7761137はロクロ土師器の小Ⅲである。やや器壁が薄い。
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F11211138は白姿系陶器の碗である。北部系5型式に分類した。

F11651139は白査系陶器の碗である。北部系7型式の明和1号窯式に分類した。

F14131140は白査系陶器の小碗である。南部系4型式に分類した。

F14171141は須恵器の杯蓋C類である。頂部から胴部にかけてやや丸味がある。1142は中国陶磁器

の白磁碗である。中世前期の白磁碗と思われる。F1392からの出土遺物が接合した。胴部内面中央に

沈線状の段が見られる。

G21143は古瀬戸の捕鉢である。口縁部分類の3類に分類した。

G51144は古瀬戸の梅瓶である。石を入れ込んだ畦畔SL5から出土した遺物と接合した。内面と底

部中央が露胎となる古瀬戸後期に比定される。

G481145は白査系陶器の碗である。胎土は精良である。北部系11型式の生田2号窯式に分類した。

G901146は白査系陶器のⅢである。器高が低く、器壁が薄い。北部系7型式以降に分類した。

G1481147は白査系陶器の碗である。南部系5型式に分類した。

G1691148は大窯の摺鉢である。口縁部分類の6A類に分類した。

G2101149は須恵器の鉢類と考える。内面には輪積み痕が一部残り、外面は縦方向の削り痕がみられ

る。

G2351150は須恵器の洗と考える。胴部から口縁部にかけて緩やかに外反する。口縁部外面に沈線が

引かれる。金属器を写した器種である。

G4221151は須恵器の鉢A類である。頚部から口縁部にかけて外反し、口縁部が屈曲して内傾する。

G4401152は白査系陶器の碗である。北部系5型式に分類した。

G4781153は中国陶磁器の青磁碗である。片切り彫りによる鏑蓮弁の幅が広い。粕薬は草色を呈し、

非常に薄く施粕されている。上田分類のBI類に比定される。

G5741154は古瀬戸の小杯である｡胴部から底部まで直線的に広がる形状を呈し､底部は平底になる。

胴下部から底部外面にかけて露胎となる。古瀬戸後IV古～後IV新期に比定される。1155は古瀬戸の播

鉢である。内面は使用によって摩耗しているが、破損断面も摩耗している。また内面に一定の高さま

で煤が付着しており、播鉢を火鉢として二次加工して利用していた可能性がある。

H821156は土師器Ⅲである。胴部内面のナデは底部との境付近にみられるが明瞭ではない。

H3211157は古瀬戸の折縁中Ⅱである。口縁部の屈曲が緩やかで、端面があまり窪まない。古瀬戸中

I期に比定される。

H3361158は土師器Ⅱである。器壁が非常に薄い。表面が荒れているためナデの痕跡が不明瞭である

が、内外面に横ナデが施されると,思われる。胎土はやや粗であり、含まれる砂粒は少ない。1159.1160

は白査系陶器のⅡである。器高が低く器壁が薄い。北部系7型式以降に分類した。1161は白査系陶器

の碗である。H337-H384から出土のものと接合した。北部系7型式の明和1号窯式に分類した。1162

は中国陶磁器の青白磁平形合子蓋である。粕薬の残存状態が悪いため、一見白磁に見える。口縁部内

面が露胎になる。1163は中国陶磁器の白磁碗である。口縁部外面が玉縁状になる。大宰府分類白磁碗

II類に比定される。

H3371164は白査系陶器のⅢである。器高が低く器壁が薄い。北部系7型式以降に分類した。

1165～1167は白査系陶器の碗である。1165はH384出土のものと接合した。北部系7型式の明和1号窯
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式に分類した。1166.1167は北部系9型式の大谷洞14号窯式に分類した。1167はH384出土のものと接

合した。1168は古瀬戸の折縁深Ⅲである。口縁部が外側に屈曲し、端部が肥厚している。胴部の回転

削り等丁寧に調整が施されている。古瀬戸中II期に比定される。1169は常滑の妻である。縁帯が下に

垂れない。常滑編年の6a型式に比定される。

H3841170.1171は白査系陶器の碗である。1170は北部系9型式の大谷洞14号窯式に分類した。1171

は口縁部が直線的に大きく開く。北部系8～9型式と考える。

H4001172は白査系陶器のⅢである。器高が低く、器壁が薄い。北部系7型式以降に分類した。1173

は古瀬戸の瓶子と思われる。内面が露胎となる。古瀬戸後期に比定される。

H4011174は、中世土師器である羽付の茶釜の一部と思われる。胎士はやや粗く、砂粒が多く混入す

る。1175は白査系陶器のⅢである。器高が低く、器壁が薄い。北部系7型式以降に分類した。

H4021176は古瀬戸の片口鉢である。口縁部外面が肥厚し、端部が沈線状になる。白査系陶器の南部

系8型式に併行する。

I11177は古瀬戸の摺鉢型小鉢と考える。内面が摩耗している。古瀬戸後Ⅳ古～後IV新期に比定さ

れる。1178は古瀬戸の片口鉢である。白餐系陶器の南部系10型式に併行する。

1651179は白査の碗である。断面三角形になる高台を持つ。内面の一部に灰粕が施粕されている。

美濃（在地、美濃須衛）産と考えられる。丸石2号～明和14号窯式に比定される。

1811180は古瀬戸の卸Ⅱである。底部外面周縁から底面が露胎となる。古瀬戸後期に比定される。

11401181は白査系陶器の碗である。北部系5型式に分類した。

11451182は白餐系陶器の玉縁碗である。北部系であり、大宰府分類白磁碗II類に似た口縁部形状を

呈する。1183.1184は白査系陶器の碗である。北部系7型式の明和1号窯式に分類した。

11501185は白査系陶器の碗である。南部系5型式に分類した。

13461186は白査系陶器の碗である。北部系10型式の大洞東1号窯式に分類した。

16501187は士錘である。寸胴な形状を呈する。

17051188～1190は白査系陶器の碗である。北部系6型式の白土原1号窯式に分類した。1189は1188

に比べて小振りであるが、調整や形状は同じである。1191-～1195は白査系陶器のⅡである。すべて完

形品である。形状にはばらつきがあるが、器壁の厚さや調整の雰囲気は似ている。北部系6型式の白

土原1号窯式に分類した。1196は常滑の髪である。肩部の破片であり、外面に押印文がめぐる。

G区GIⅡ層水田跡（図266.267)

SL41197は常滑の婆である。縁帯が頚部に密着しており、幅が狭い。常滑編年の9型式に比定され

る。

SL51198は須恵器の長頚壷の頚部と考える。外面に灰粕が施粕される。1199は大窯の志野丸Ⅲであ

る。内外面にそれぞれ窯道具の痕跡が残る。大窯4期後半に比定される。1200は連房陶器の鉄絵Ⅱで

ある。底部の一部が露胎となる。連房第2小期に比定される。1201は古瀬戸の天目茶碗である。胴部

から口縁部にかけて、直線的に広がりながら立ち上がる。古瀬戸後Ⅲ期に比定される。1202は古瀬戸

の妻である。口縁部を外側に肥厚して、側面を強くなでている。端部は沈線状になる。古瀬戸後期に

比定される。1203は古瀬戸の祖母懐壷である。口縁部が玉縁状になる。頚部から口縁部にかけて内傾

している。古瀬戸後期に比定される。1204は信楽の壷である。口縁端部外面が玉縁状になる。胴部か
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ら頚部にかけて内傾し、そこから口縁部にかけて直線的に開く。白っぽい硬質な胎士であり、内面に

長石の吹き出しがある。1205.1206は古瀬戸の有耳壷である。1206は畳付がやや丸みを帯びる。古瀬

戸後IV古～後Ⅳ新期に比定される。1207は古瀬戸の花瓶である。口縁部は外反しながら開く。胴部に

比して脚部が大きいため別個体の可能性もある。粕薬は赤っぽく発色する鉄粕であり、口縁部内外面

と脚端部を除いた外面に施粕される。尊式ではない花瓶と考えられる。古瀬戸後1V古期に比定される。

SL71208は土師器Ⅲである。他の同じサイズの土師器Ⅱに比べやや厚ぼつたいつくりであるが、焼

成は良好である。内面の横ナデが明瞭に残る。1209は古瀬戸の卸Ⅱである。卸目が使用された痕跡は

ない。底部中央部付近のみ露胎となる。1210は古瀬戸の折縁深Ⅲである。口縁端部が外側に屈曲する。

屈曲部内面の窪みは弱い。古瀬戸中I期に比定される。1211は古瀬戸の播鉢である。SL5から出土し

た破片と接合している。口縁部分類の3類に分類した。

G区GⅢ。GIVb層上面

道路状遺構（図267）

G11212．1213は古瀬戸の片口鉢である。底部から見て時計回りに削り、調整を行っている。1213

は口縁部外面を拡張し、突帯状にしている。突帯の上面は窪んでいる。いずれも白査系陶器の南部系

10型式に併行する。

不明遺構（図267～270）

G13多数の遺物が出土しているため、種別ごとに記載する。

須恵器（1228）1228は長頚壷である。肩が張る器形になる。本来は下層のG81の遺物と考える。

中世土師器（1214）1214は土師器Ⅲである。口縁が大きく開き、口縁部の内外面に横ナデが施され

る。

白査系陶器（1215～1223）1215は小碗である。南部系4型式に分類した。1216.1217はⅡである。

1216は底部に制作時の事故でできたと思われる穴が開いている。見込には穴を指で埋めようとした痕

が残る。南部系5型式に分類した。1217は器高が低く、器壁が薄い。北部系7型式以降に分類した。

1218～1223は碗である。1218は断面三角形の高台をもつ。南部系3型式に分類した。1219は1218と同

様に断面三角形の高台をもつが、東濃産と思われる。北部系3型式の矢戸上野2号窯式に分類した。

1220は胴部に強い丸味がある。南部系4型式に分類した。1221は底部内面が摩耗しており、炭化物と

思われるものが付着している。南部系4型式に分類した。1222は内面に漆が付着している（第3部第

7章参照)。高台は剥がれて残存していない。1223は北部系10型式の大洞束1号窯式に分類した。

古瀬戸（1224～1226.1231.1234～1241.1243～1246.1248～1254.1256.1258）1224は縁粕小Ⅱ

である。胴部下半の丸みが強く、身が深い。古瀬戸後1V古期に比定される。1225.1226は古瀬戸の折

縁中Ⅱである。1225は口縁端部の折り返し部分が長い。古瀬戸後IV古期に比定される。1226は1225よ

り口縁部の内湾が弱い。古瀬戸中I～1I期に比定される。1231は天目茶碗である。胴部に丸みがあり

口縁部が外反する。口縁端部が尖り気味になる。胴部下半から底部外面の錆粕は濃い。古瀬戸後IV新

期に比定される。1234.1235は有耳壷である。1234はG16．G37などの不明遺構や包含層出土遺物な

ど、かなり広範囲の遺物が接合した。もともと下層のG37に入れられていたのかもしれない。おそら

く三耳壷になると』思われる。頚部はかなり太い。胴部下半外面が露胎となる。古瀬戸後IV古～後IV新

期に比定される。1235は底部が内側に膨らむ。畳付から高台内が露胎となる。古瀬戸中期に比定され
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る。1236.1240は根来型瓶子である。1236は肩の張りが強い。頚部下の胴部外面に櫛描きの波状文が

付される。古瀬戸後期に比定される。1240は肩の張りが強く頚部が細い。胴部下半内面が露胎となる。

古瀬戸後Ⅳ古期に比定される。1237は卸目付大Ⅲである。古代の遺構G81から出土したものと接合す

るが、おそら<G13と平面位置が重なっていることによる取り上げ段階の誤認であろう。卸目は使用

した痕跡がない。足は付かない可能’性がある。胴部下半から底部の内外面が露胎となる。古瀬戸後IV

古～後IV新期に比定される。1238は折縁深Ⅱである。古瀬戸中I～中II期に比定される。1239は大Ⅲ・

深Ⅲ類である。下層の不明遺構G37から出土したものと接合した。胴部下半外面から底部が露胎とな

る。古瀬戸後I～後11期に比定される。1241は桶である。口縁部を直角に外反させ、その上端を面取

りしている。外面に一条の横位沈線があり、その端に指頭痕が見られる。古瀬戸後IV古期に比定され

る。1243は双耳小壷か耳付水性である。底部内面に渦巻き状の回転痕が残る。胴部下半から底部外面

にかけて露胎となる。古瀬戸後Ⅲ～後1V古期に比定される。1244～1246は片口鉢である。1244は口縁

部外面を外に拡張している。拡張部上端の窪みは弱い。1245は口縁部外面を外側に拡張し、その内側

を強くなでている。1246は1244とほぼ同じ形状を呈する。1244.1245は白査系陶器の南部系10型式に

併行し、1246は南部系9型式に併行する。1248～1254.1256.1258は措鉢である。1248～1254.1258

は口縁部分類の5類に分類した。1248は口縁端部の折り返しが強い。1249は二次焼成を受けている。

1252は口縁端部の上方への立ち上がりが弱い。1253-1258は縁帯部を沈線状に削って作り出している。

1254はG16-SL4などの出土遺物と接合した。底部内面はそれほど使い込まれていない。1256は底部

である。

大窯（1229.1230.1232～1234．1242．1255．1257．1259

1229．1230．1232．1233は天目茶碗である。1229は胴部に丸みがあり、胴部下半から底部外面の錆

粕は濃い。大窯1期に比定される。1230は底部から胴部にかけて直線的に広がり、口縁端部のみ外反

する。胴部下半外面の錆粕は薄い。大窯1期に比定される。1232は胴部に強い丸みがあり、口縁部は

外反する。胴部下半から底部外面にかけて露胎となる。大窯4期前半に比定される。1233は胴部から

口縁部が垂直に立ち、口縁端部が強く外反する。大窯3期に比定される。1242は茶入である。底部内

面に渦巻き状の回転痕が残る。胴部下半から底部外面にかけて錆粕が施され、それ以外は鉄粕が施粕

されている。大窯1～2期に比定される。1255．1257．1259は括鉢である。1255は不明遺構G16から

出土したものと接合した。口縁部分類の6A類に分類した。1259は大窯4期後半に比定される。

連房陶器（1227.1260）1227は反Ⅲである。胴部下半に強い丸みがあり、口縁部が強く外反する。

胎士が精良で器壁が薄い。見込にピンの痕跡が残る。胴部下半外面から底部が露胎となる。連房第1

小期に比定される。1260は揺鉢である。口縁端部を面取りしているが、肥厚が全く見られない。

常滑（1247.1261～1263）1247は短頚壷である。口縁部が短く直立する。端部は面取りされる。常

滑編年の5型式以前のものと考える。1261は壷と思われる。頚部が長く口縁部の屈曲が強い。縁帯下

部の垂れは短い。常滑編年の5～6a型式に比定される。1262は妻である。縁帯が頚部に密着し、幅

が狭い。常滑編年の9～10型式に比定される。1263はG201、G37、G60という多数の遺構から出土し

た。古代溝G201は埋土の誤認の可能'性が高いが､他にもG37等から出土したものが接合する事例が多

く、遺構の一側面と言えるであろう。胎土が通常の常滑製品と比較して白っぽく、わずかに長石の吹

き出しがみられる。内外面には粗い横ナデの痕跡が残る。
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中国陶磁器（1264）1264は白磁碗である。底部・高台ともに器壁が厚い。破損断面全体に人為的に

打ち欠いた痕跡が残る。高台内が露胎となる。大宰府分類の白磁碗IV類の底部に似る。

G151265は古瀬戸の縁粕小Ⅲである。見込に鉄粕の溜まりが見られる。破損断面に人為的に打ち欠

いた痕跡があり、加工円盤と考える。1266は古瀬戸の片口鉢である。口縁部外面を拡張しており、そ

の上面は窪んでいる。白査系陶器の南部系10型式に併行する。

G161267は須恵器の横瓶である。G16から出土しているが、G81のものと接合しており、下層から

混入したと考える。1268.1269は白査の碗である。1268は深碗と思われる。幅の広い高い高台を有す

る。内面が摩耗している。1269は外面が外傾する断面三角形の高台を持つ。胴部下半から底部外面が

露胎となる。1270は白査系陶器のⅢである。器壁が厚い。北部系6型式の白土原1号窯式に分類した。

1271～1274は白査系陶器の碗である。1271は断面三角形になる高台を持つ。高台は底部周縁に付され

る。灰粕が施粕されている可能性がある。北部系3型式の矢戸上野2号窯式に分類した。1272は南部

系5型式に分類した。1273は断面三角形になる高台を持ち、籾殻痕はない。底面内面が摩耗している。

南部系4型式に分類した。1274は北部系11型式の脇之島3号窯式に分類した。1275は大窯の灯明Ⅲで

ある。焼締陶器であり、粕薬が施粕されない。大窯1期に比定される。1276は連房陶器の折縁Ⅲであ

る。口縁部が強く外反し、端部が上方に立ち上がる。口縁端部の片口に見える部分は輪花の可能′性が

ある。連房第3～4小期に比定される。1277は古瀬戸の瓶子である。肩部下の破片と考える。外面に

は線刻による文様が付される。内面も粕薬が薄く施粕されている。1278.1280は大窯の播鉢である。

1278は口縁部分類の10A類、1280は13A類に分類した。1279は古瀬戸の播鉢である。口縁部分類の5

類に分類した。1281は常滑の髪である。縁帯の幅が広く、頚部に密着している。常滑編年の9型式に

分類した。1282は中国陶磁器の青磁碗である。口縁部が外反し、内外面ともに無文である。粕薬は薄

い。上田分類のD類に比定される。

G区GV層上面

溝跡（図270)

G391283は須恵器の杯身B類である。やや器壁が厚い。1284．1285．1287．1288は白査系陶器の碗

である。1284は南部系5型式に分類した。1285.1288は北部系11型式の生田2号窯式に分類した。1287

は北部系11型式の脇之島3号窯式に分類した。1286は大窯の灯明Ⅱである。形状が生田2号窯式に似

る。大窯1期に比定される。1289は古瀬戸の卸Ⅲである。口縁部内外面に灰粕を施粕する。古瀬戸後

1V新期に比定される。1290は連房陶器の丸碗である。1291は古瀬戸の双耳小壷である。胴部に丸みが

あり、胴部上半の張りが強い。古瀬戸後Ⅲ～後1V古期に比定される。1292は古瀬戸の片口鉢である。

口縁部外面を突帯状に拡張している。突帯上面は強く窪む。白査系陶器の南部系10型式に併行する。

1293は常滑の婆である。1281とほぼ同じ形状を呈する。常滑編年の9型式に分類した。1294は中国陶

磁器の白磁碗である。口縁部外面が玉縁状になる。大宰府分類の白磁碗Ⅳ類に比定される。1295は中

国陶磁器の龍泉窯系青磁碗である。外面に片切り彫りによる錦蓮弁文が付される。破損断面の一部に

人為的に打ち欠いた痕跡が残る。上田分類のBI類に比定される。

G2201296は土師器Ⅲである。非常に薄手で形状が整っている。口縁端部が尖り気味で胴部と底部の

境に明確な稜があるが、内面の調整は摩耗のため不明である。1297は古瀬戸の有耳壷である。高台内

面のみ露胎となる。古瀬戸後Ⅳ古～後1V新期に比定される。
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不明遺構（図270～272)

G37多数の遺物が出土しているため、種別ごとに掲載する。

白査系陶器（1298～1305.1308）1299は白査系陶器の小碗である。北部系4型式の谷狭間2号窯式

に比定される。1298.1300～1305は白査系陶器の碗である。1298は高台の外面が直立し、その断面形

が三角形に近い。北部系3型式の矢戸上野2号窯式に分類した。1300は見込が摩耗している。南部系

4型式に分類した。1301.1302は南部系であり、それぞれ5型式と4型式に分類した。1303は北部系

7型式の明和1号窯式、1304を北部系8型式の大畑大洞4号窯式、1305を北部系11型式の脇之島3号

窯式に分類した。1308は有耳壷である。おそらく美濃須衛型'2)の四耳壷になると思われる。胴部上半の

内面に、輪積みや頚部接合時のものと思われる指頭痕が多数残る。北部系6型式に併行する可能'性が

局い。

古瀬戸（1309～1311.1316～1325）1309は折縁中Ⅱである。口縁屈曲部内面が突帯状になる。胴部

内面と胴部下半外面が露胎となる。古瀬戸後I～11期に比定される。1310.1320は折縁深Ⅲである。

1310は口縁部が外側に屈曲し、内面に段が形成されている。古瀬戸後11期に比定される。1320は口縁

屈曲部手前の内面に段を有する。外面の回転調整痕は細かい段状になっており、工具を用いていると

思われる。古瀬戸後Ⅱ1期に比定される。1311は天目茶碗である。高台径がやや小さく、底部から胴部

にかけて直線的に広がる。底部外面の錆粕は濃い。古瀬戸後II期に比定される。1316は有耳壷（三耳

壷）である。G区中央部の広い範囲に渡って出土した(G38．SL5・SL7)。残存する耳の位置から

三耳壷と推定した。古瀬戸後IV古～後IV新期に比定される。1317.1318は古瀬戸の片口鉢である。1317

は口縁部外面を拡張し、突帯状にしている。突帯の上面は窪んでいる。白査系陶器の南部系10型式に

併行する。1318は底部である。白査系陶器の南部系9～10型式に併行する。1319は卸目付大Ⅲである。

口縁部内面に突帯が付される。胴部下半内外面が露胎となる。古瀬戸後IV新期に比定される。1321は

徳利である。胴部下端に帯状に付着した重ね焼きと思われる痕跡が残る。内面の一部と底部外面が露

胎となる。古瀬戸後1V新期に比定される。1322は口広有耳壷である。一部を除いて内面露胎となる。

古瀬戸後Ⅲ～後1V古期に比定される。1323～1325は播鉢である。1324は胴部下半から底部内面が使用

によって摩耗している。ともに口縁部分類の4類に分類した。1325は播鉢の底部である。G区中央付

近の広い範囲から出土している。

大窯（1306.1307.1312～1314.1326.1327）1306.1307は灯明Ⅲである。焼締陶器であり、粕薬

は施粕されない。1306は大窯3期に、1307は大窯2期に比定される。1312～1314は天目茶碗である。

1312は底部から胴部にかけて丸みがあり、口縁端部のみ外反する。器高が低い。胴部下半から底部外

面の錆粕は薄い。大窯1期に比定される。1313は底部から胴部にかけてやや丸みがあり、口縁端部が

外反する。胴部下半から底部外面が露胎となる。大窯3期に比定される。1314は胴部にやや丸みがあ

る。口縁部は直立し、端部のみ外反する。底部外面周縁が露胎になる。大窯4期前半に比定される。

1326.1327は播鉢である。1326は口縁部分類の13B類、1327は6B類に分類した。

連房陶器（1315）1315は丸碗である。見込に鉄絵が描かれる。連房第1小期に比定される。

常滑（1328～1330）1328は片口鉢である。古瀬戸片口鉢に比べ胴部の丸みが強い。外面に削り調整

が施される。1329-1330は婆である。1329は口縁端部をつまみ上げており、端部外面の下端が角張る。

常滑編年の4型式に比定される。1330は縁帯が上下に幅広く拡張されている。常滑編年の7型式に比
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定される。

中国陶磁器(1331～1333)1331は白磁Ⅲlである。快りのある高台を持つ皿であり、内面には同器種

の重ね焼きの痕跡である目跡が残る。また、畳付に紬薬が付着している。胴部下半から底部外面が露

胎となる。森田分類のD群に比定される。1332は口磁碗である。高台のI限が細く、兇込の外側に沈線

状の段が付される。胴部下半から底部にかけて露胎となる。大宰府分類の白磁碗V類底部に似る。1333

龍泉窯系青磁Ⅱlの稜花皿である。口縁端部に連続した輪花がみられる。紬薬はやや厚めに施粕されて

いる。

瓦（1334.1335）1334.1335は丸瓦である。1334は遣存状況が悪く、内外¥h¥の調整は不明である。

1335は内面に一部縄目（吊り紐痕）のようなものが見えるが判然としない。

G381336は白査系陶器の碗である。断面が三角形となり、やや高めの高台を有する。兇込が摩耗し

ている。北部系4型式の谷狭間2号窯式に分類した。1337は口蓋系陶器の片口鉢である。北部系であ

り、内面が摩耗している。1338は連房陶器の折縁皿で､ある。口縁部が外側に屈曲し、直線的に開く。

長石粕が全面に施される。連房第1～2小期に比定される。1339は白査系陶器の碗である。高台径が

やや小さい。胎土がやや粗で美濃須衛産の可能性がある。北部系4型式に比定される。1340は古瀬戸

の播鉢である。口縁部分類の4類に分類した。1341は古瀬戸か大窯の捨鉢である。HH部下半から底部
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内面にかけて使用により摩耗している。1342は産地不明中世陶器の婆である。摩耗のためか外面が滑

らかになっている。内面には全面に自然粕薬が付着している。胎土がやや粗で美濃須衛産の可能性が

ある。

包含層出土中近世遺物（1343～1371、図273.274

以下に地区ごとに記載する。

A区（1343～1345）1343は連房陶器の香炉である。口縁部から胴部に掛けて内傾し、底部には三足

が付される。底部外面が露胎となり、長石粕のあと灰粕を流しかけている。連房第3～4小期に比定

される。1344は中国陶磁器の染付碗である。滝州窯系の碗と考えられ、見込が盛り上がるいわゆる鰻

頭心の形状を呈する。器壁はやや厚い。外面に牡丹唐草文が描かれる。小野分類の碗E群に比定され

る。1345は中国陶磁器の青磁大盤である。口縁部を折り曲げ、受口状にしている。内面にはソギが施

される。粕はやや厚めで発色がよい｡大宰府跡のSX1200や一乗谷遺跡からほぼ同じものが出土してい

る'3)。

B区（1346～1351）1346～1348は土師器Ⅱである。1346は内面に弧状のナデが明瞭に残る。内面と

口縁部外面に漆が付着している。1348は底部と胴部内面の境目が強いナデによって窪んでいる。1349

は大窯の灯明Ⅲである。焼締陶器であり粕薬が施粕されない。大窯2期に比定される。1350は大窯の

腰折Ⅲである。底部から胴部にかけて直線的に広がり、口縁部がわずかに外反する。底部は露胎の可

能'性がある。大窯3期前半に比定される。1351は大窯の天目茶碗である。全体的に厚ぼつたいつくり

である。底部外面周縁の錆粕はやや薄い。大窯1期に比定される。

C区（1352.1353）1352は近世常滑の妻である。C71から出土したもの(291.292)とほぼ同じ形

状を呈する。1353は連房陶器の柳茶碗である。胴部外面の柳文はかなり簡略化されている。高台周縁

が露胎となる。連房第10小期に位置付けられる。

E区（1354）1354は白査系陶器のⅡである。底面に「十」の墨書が見られる。北部系7型式以降に
分類した。

H区（1355）1355は土師器Ⅱである。口縁部を摘むような調整を行っている。

G区（1356～1371)G区の水田層から出土した遺物をここに一括して掲載する。本来は層位ごとに

掲載すべきであるが、層位間接合が多くみられる点などを考慮し、種別ごとに掲載する。

白査系陶器（1356～1361.1363）1356は小碗である。内面が摩耗している。南部系4型式に分類し

た。1357はⅡである。底径がやや小さく、底部から口縁部にかけて直線的に開く。南部系5型式に分

類した。1358～1361.1363は碗である。1358は胴部に強い丸みがあり、断面が角状になる高台をもつ。

北部系4型式の谷狭間2号窯式に分類した。1359は北部系7型式の明和1号窯式、1360は北部系11型

式の脇之島3号窯式、1361.1363は北部系11型式の生田2号窯式に分類した。

古瀬戸（1365.1367.1368）1365は双耳小壷の蓋である。頂部の把手が欠損している。底面が露胎

となる。古瀬戸後ⅡI～後IV古期に比定される。1367は有耳壷である。畳付から高台内が露胎となる。

古瀬戸後IⅡ～後IV期に比定される。1368は古瀬戸の播鉢である。胴部下半から底部内面にかけて使用
により摩耗している。口縁部分類の5類に分類した。
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大窯（1362.1364.1366.1369)1362は灯明Ⅱである。指頭によるナデが施されている。大窯1期

に比定される。1364は天目茶碗である。底部から胴部にかけて直線的に広がり、口縁部が直立して強

く外反する。器高が低い。胴部下半から底部にかけての錆粕は非常に薄い。大窯2期に比定される。

1366は筒形香炉である。小型の焼締陶器であり、粕薬が施粕されない。胴部から口縁にかけて緩やか

に開く。口縁部を内側に拡張し、突帯状にしている。胴部中央と下端に横位の沈線を付している。大

窯3期前半に比定される。1369は播鉢である。内面があまり摩耗していない。8A類に分類した。

中国陶磁器（1370.1371）1370は白磁杯である。口縁部が緩やかに外反する。高台は外側が面取り

きれて畳付は狭い。胴部下半から底部にかけて露胎となる。森田分類のE群に比定される。1371は粗

製の筒形香炉であり、胴部から口縁部にかけて直線的に若干開く。三足は浮いた状態になっている。

三足の先端と高台、胴部から底部内面が露胎となる。大阪城出土品にほぼ同じものがある'4)｡16世紀末

期ぐらいのものであろう。

古代の遺構から出土した遺物

7世紀後葉を起源とする可能性が高いG201やH4などの溝跡では､上層から中世の遺物が出土する

が、ここで一括して掲載する。

竪穴住居跡（図275～278）

F41372～1393

須恵器（1372～1378.1380.1381）1372～1374は杯蓋C類である。1372はサイズの大きい宝珠が特

徴である。1373は頂部から胴部にかけて丸味があり、宝珠がやや大きい。1374は胴部にやや丸味があ

り、返り部分外面の屈曲が見られない。1375～1377.1380.1381は杯身B類である。1375は胴部から

口縁部にかけて直線的に広がる。1376は鉄鉢に似た形状となるが小型であり、底部は平坦になる可能

性が高い。1377は口縁端部が内外面に拡張しており、端部がやや窪む。底部は摩耗している。尾張産

と考える。1380.1381は接合しないが同一個体と考えられる。外面に強い二次焼成を受けて発泡して

いる。1378は壷蓋である。

白姿（1379）1379は壷類か瓶類と考える。10～11世紀前半の美濃須衛産と比定される。

土師器（1382～1388）1382は暗文士器のⅢの底部破片と思われる。表面にヘラミガキによる斜方向

の暗文が見られる。焼成が良く、胎土が赤褐色を呈する。1383は土錘である。古代のものと思われる。

1384～1388は長胴萎B類である。1385は小型の長胴妻であり、胴部に丸味がある。1386内面の横ハケ

が胴上半にも見られる。1387は底部と胴部を接合した痕跡が残る。底部外面は胴部より粗いハケで調

整されており、底部外面にも見られる。1388は底部と胴部を接合した痕跡が残り、丁寧な横ナデで調

整されている。底部外面にもハケ調整が見られる。

F4-P14(1389)1389は土師器の長胴雲B類である。頚部外面に横位のハケ調整が行われている。

F4-P15(1390)1390は土師器の長胴萎B類である。角が明瞭に分る工具によってハケ調整を行っ

ており、底部外面にも同様の調整を施している。内面のナデは底部との接合部分の厚みを消すために

施されていると考える。外面に煤が付着している。

F4カマド内(1391～1393)1391は須恵器の杯蓋C類である。胴部にやや丸味があり、器高が高い。

返り部分外面の屈曲が見られない。1392は鉢類である。焼成が悪く、還元軟質を呈する。1393は土師
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器の長胴妻B類である。やや小型であり、口縁部の屈曲が弱い。外面のハケ調整は2種類の工具が用

いられている。

F1221394～1406

須恵器（1394～14011394は杯身B類と思われる。胴部に丸味があり、1376のような器種になる可

能性がある。破損断面に摩耗が見られる。1395は杯身C類である。高台は底部外面端部に付され、畳

付が丸味を帯びる。1396は杯身か碗であろう。高台は断面が平行四辺形を呈し、外側に開く。1397は

杯蓋C類である。大型の杯蓋であり、全体的に薄手でシャープ･なつくりである。1398は碗である。高

台は、底部外面端部のかなり外側に付される。1399は杯身B類である。1377とほぼ同様な形状を呈し、

頂部外面が摩耗している点も同様である。尾張産と考える。1400は、短頚壷の頚部から胴部上半にか

けての破片と思われる。1401は長頚壷である。肩が張るタイプ。と考える。

土師器(1402～1404)1402は長胴妻A類である。口縁部から頚部にかけて横ナデによって調整され、

口縁端部は面取りざれつまみ上げられる。胎土はやや密で燈色である。1403は焼塩土器である。薄手

であり、口縁部が肥厚して端部がやや尖る。1404は長胴萎A類である。口縁部から頚部にかけて横ナ

デによって調整され、口縁端部は面取り気味になる。胎士はやや密で燈色である。

その他(1405)1405は白査系陶器の碗である。上層からの混入品であろう。漢字らしき文字が墨書

で書かれる。北部系4型式の谷狭間2号窯式に分類した。

F122-P5(1406)1406は須恵器の杯蓋C類である。返り幅がやや広く、返り上部外面の屈曲がな

い。

F144(1407)1407は須恵器の杯身C類である。全体的にシャープ°で薄手なつくりであり、高台は底

部外面端部のかなり内側に付される。

F185(1408)1408は須恵器の鉢で、佐波理写である。内外面ともに丁寧な回転ナデ調整が見られ、

口縁部外面に1条の沈線がある。胎士が酸化焼成している。尾張産と考える。

F189(1409.1410)1409は中国陶磁器の白磁Ⅱである。上層からの混入品であろう。器形は大宰府

白磁Ⅲ分類のVI類に近いが、その他の特徴は異なる。見込の周縁に沈線状の段があり、底部外面は中

心部が窪む。粕薬は空色がかった発色で透明感があり、底部外面を除いて施粕される。1410は土師器

の長胴萎B類である。他の長胴妻に比して頚部が長く、口縁部が外反している。頚部下の内面に横位

の板ナデが施される。

F284(1411.1412)1411は土師器の焼塩土器である。厚手であり、口縁部外面に肥厚がみられる。

口縁端部は面取りされる。1412は土師器の長胴妻B類である。内面に指頭痕が残る。

F374(1413～1424

須恵器(1413.1414)1413は杯蓋C類である。宝珠摘はやや小さい。頂部と胴部の境に明瞭な段が

見られる。1414は妻B類である。胴部の最大径の位置に把手が着くタイプ。である。当て具の当て方が

最大径の上下で異なっている。

土師器(1415～1419）1415は焼塩土器である。やや厚手であり、口縁部付近の器壁が最も厚い。1416

は長胴妻B類である。小型の妻と考える。1417は長胴萎A類である。やや小型の妻で長胴妻A類とB

類の折衷的な様相をもつ。口縁端部はつまみ上げが見られ、その他の調整はB類と同じであるが、ハ

ケが非常に粗く単位が不明瞭である。胎士はA類と同じである。1418は長胴雲B類である。口縁部が
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〈の字に屈曲する。1419は長胴萎B類である。F384から出土した遺物と接合した。内面には底部と胴

部を接合した際の粘土板痕が残る。底部周縁の外面ハケ調整はその接合後に行われている。底部内面

には整形時のものと』思われる爪の痕が残る。外面には煤が付着している。

F374-P2(1420～14221420.1421は須恵器の杯身B類である。1420は全体に厚ぼつたいつくり

で、胴部が直線的に広がり口縁部がわずかに外反する。1421は胴部から口縁部にかけてわずかに外反

する。1422は土師器の長胴萎B類である。口縁部の屈曲・外反が強く、端部に沈線状の窪みがみられ

る。

F374-PI14231423は土師器の焼塩土器である。薄手であり、口縁端部がやや尖る。径が大き

い。

F374-SF1424.1425)1424は須恵器の杯蓋B類である。全体に厚ぼつたいつくりで、胴部から頂

部にかけてやや丸味がある。返りの上端はわずかに屈曲する。1425は須恵器の妻B類である。頚部か

ら口縁部にかけて外反し、端部が上方に拡張している。口縁端面には、沈線状の窪みがある。叩き調

整は胴部の最大径部分で方向を変えて施されている。

F529(1426～14291426は須恵器の杯蓋C類である。口縁部の返りが短い。返りの上端が屈曲して

いる。1427は須恵器の平瓶である。把手は欠損している。1428は土師器の長胴妻B類である。口縁屈

曲部が短い。1429は須恵器の髪A類である。頚部が長くなるタイプであり、内面に当て具痕が見られ

ない。尾張産の様相を呈する。

F3841430～1437)

須恵器(1430～1433）1430.1432は杯身B類である。1432は焼成が悪く、還元軟質を呈する。1431

は杯身C類である。全体に厚手で特に底部の器壁が厚い。高台が剥がれて残存していない。鉄分が吹

き出しており、美濃須衛（老洞窯）産か尾張産と考えられる。1433は須恵器の鉢A類である。頚部か

ら口縁部にかけて外反し、口縁端部のみ屈曲して内傾する。焼成が悪く、還元軟質を呈する。

土師器（1434～1437）1434は長胴妻A類である。口縁端部の調整がない。1435～1437は長胴妻B類

である。1436は長胴萎B類で、外面ハケ調整は底部接合後に施されている。内面の指頭痕は押し引い

たように長いものが多い。1437は長胴妻B類である。胴部下端の内面に、底部と接合した時の粘土板

を張り付けた痕跡が残る。

F4771438～1447

須恵器（1438～1443）1438.1439は杯蓋B類である。1438は宝珠摘は小さい。頂部が平坦になる。

1439は胴部にやや丸味があるが、頂部は平坦になる。口縁部の返りは短い。内面に自然粕が付着して

いる。1440.1441は杯身B類である。全体的に薄手のつくりである。胴部にやや丸味があり、口縁部

が大きく開く。1441は全体的に薄手のつくりである。1442は杯身C類である。角状の高台を有する。

高台は底部外面端部の内側に付される。1443は婆か鉢の口縁部と考える。

土師器（1444.1445）1444は長胴萎B類である。底径が小さく、胴部が大きく開く。外面のハケは

非常に粗い。内面の指頭痕は上方から下方に押し引いている。1445は士錘である。中央部に最大径が

あり、両端がかなり細くなる。

F477-SK4(1446-1447)1446は須恵器の脚台付盤である。口縁部が屈曲して直線的に広がる。脚

台は剥がれて残存していない｡1447は土師器の長胴婆B類である｡SK5から出土したものと接合した。
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口縁部の屈曲がかなり強く、胴部上半の丸味が強い。また、非常に器壁が薄い。

F5751448～1452

須恵器（1448～1450）1448は杯蓋B類である。頂部に丸味が無くやや届平な形状を呈する。1449は

杯身B類である。焼成が悪く、還元軟質を呈する。1450は盤であるが、台または脚が付くかどうかは

不明である。焼成が悪く還元軟質を呈する。

土師器（1451）1451は長胴妻B類である。内面に胴部との接合痕が残る。

F575-P4(14521452は土師器の長胴婆B類である。屈曲した口縁部が短い。

掘立柱建物跡（図279）

SH52(1453)1453は須恵器の杯蓋C類である。柱穴F1428から出土した。返り上部に屈曲が見られ

る。

土坑（図279）

F771(1454～1457)1454はロクロ土師器のⅡと思われる。口径の大きさに比して、器高が低い印象

を受ける。胴部に丸味があり、口縁部が外反する。1455はロクロ土師器の碗である。形態は白査の碗

に似るが、器壁が厚い。高台は底部外面端部の外側に付される。1456は白査の碗である。外反して断

面形がハの字になる高台を持つ。灰粕は口縁部から胴部上半にかけて漬け掛けきれる。1457は白査の

壷･瓶類であろう。底部内面に渦状の工具痕が残る。灰粕は胴部上半外面から垂れたものと思われる。

F11431458～14681458はロクロ土師器の碗であろうか。接合はしないが、1460のような底部が

付くと思われる。1459はロクロ土師器であり、口縁部の傾きからⅢになる可能'性がある。1454とほぼ

同じ器形と思われる。1460はロクロ土師器の碗である。高台の特徴や器形は灰粕陶器とほぼ同じと言

える。底部外面には炭素が吸着している。1461はロクロ土師器の小碗あるいは杯と考える。1462は白

査の段Ⅲである。高台は短く、底部外面外側に付される。灰粕は口縁部内外面に漬け掛けきれる。大

原2号窯式に比定される。1463は白査の耳Ⅲである。断面形が楕円形となる特徴的な高台を有する。

高台外面と高台内に煤が付着している。1464は白餐の碗である。やや外反する高台を有する。灰粕は

胴部外面まで施粕されるが、一部が垂れて畳付の内側にまで達している。1465～1468は土師器の清郷

型妻である。1465は口縁部が屈曲して、端部が下に垂れる。1466は他の個体に比べ、胴部が直線的に

なる。1467は、口縁部が肥厚というより厚さの違う粘土を積み上げて整形されている。口縁屈曲部外

面に2条の接合痕が残る。1468は口縁部屈曲部内面を肥厚して角を整形している。いずれも金雲母を

始めとする多量の砂粒が混入する。

埋納ピット（図279）

F7941469.14701469は白査のⅢ類と考える。高台は底部外面端部のかなり外側に付される。内

面に粘土紐を巻き上げて形成した痕跡が見られる。1470は須恵器の妻である。内面には板状の当て具

の角が残る。胴部下半内外面には帯状に煤が付着しているが、破損断面にもみられることから破損後

のものと考える。

F79914711471は白査の碗である。外反して断面形がハの字になる高台を持つ。灰粕は口縁部か

ら胴部上半にかけて漬け掛けきれる。
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道路状遺構（図280）

G81(1472～1481）1472．1473．1475は須恵器の杯身B類である。1472は胴部下半に丸みがあり、

口縁部が外反する。外面には沈線状の回転痕が見られる。ヘラ記号は「廿」の形に似る。1473は焼成

が悪く還元軟質を呈する。1475は杯身としたが、杯蓋の可能性もある。1474は杯蓋A類である。口縁

部の返りは短い。1476は須恵器の高杯A類である。透かしはみられない。杯部の外面下半には回転削

りがみられる。1477は須恵器の長頚壷と思われる。頚部の破片である。1478は須恵器の妻である。頚

部から口縁部にかけて外反し、口縁端部が上方につまみ上げられる。焼成が悪く、還元軟質を呈する。

1479～1481は中世の遺物である。上層からの混入か、埋士誤認によるものと思われる。1479は土師器

Ⅱである。口縁端部外面に煤が付着している。1480は白査系陶器の碗である。胎土が精良である。北

部系11型式の生田2号窯式に分類した。1481は古瀬戸の仏花瓶である。底部外面周縁から底部にかけ

て露胎となる。古瀬戸中期に比定される。

G868(1482)1482は須恵器の広口壷と考える。頚部から口縁部にかけて外反し、端部のみ内傾する。

口縁端面が一部窪んで沈線状になる。

溝跡（図280～283

F584(1483)1483は須恵器の杯身A類である。扇平な形状を呈し、身が浅い。

G201(1484～1513.1525

須恵器（1484～1506）1484は杯蓋B類である。胎土が精良で表面が暗灰色を呈するため、美濃須衛

産ではない可能性がある。1485は高杯である。器壁が薄く、全体的にシャープ°なつくりである。1486

は杯身A類である。1483に比べてやや身が深い。1487.1488は杯身B類である。1487は器壁がやや薄

く、胎土が精良で表面が暗灰色を呈する。美濃須衛産ではない可能‘性がある。1488は胴部から口縁部

にかけて強く外反する。胴部には「P」字形のへラ記号がある。底部外面には円形の突出部があり、

その表面を静止削りしている。胎土はやや粗いが、持った感じに重量感があり、美濃須衛産ではない

可能'性がある。1490.1491は杯身C類である。1490は胴部から口縁部にかけて直線的に立ち上がり、

口縁部の器壁が薄くなってわずかに外反するコップ型である。高台は底部外面周縁に付される。1491

はやや小型の杯身である。器壁が薄く全体にシャープなつくりであり、高台が底部外面端部に付され

る。1492は脚台付盤である。1493.1494は同一個体であり、有台Ⅲであると考える。尾張産と思われ

る。1495は佐波理写の有台碗である。胴部に強い丸味があり、口縁部が強く外反する。胴部下半から

削り調整が施されており、非常に丁寧に整形されている。1496は鉢B類である。口縁部が胴部上半か

ら内湾する。1497は短頚壷の蓋と思われる。1499は佐波理写の杯蓋C類である。口縁部の返りは短い。

返りの上端が屈曲している。1500は短頚壷である。口縁部は直立し、やや長めである。器壁が薄い。

1501は陶臼の底部と考える。底部外面からの穿孔は、底部内面に貫通するものとしないものがある。

1502は鉢A類である。頚部が外反し、口縁部が直立して内外面と端部が強いナデによって窪む。1503-

1504は妻B類である。1503は頚部から口縁部にかけて外反し、口縁端部が屈曲して直立する。口縁部

外面には沈線状の窪みがある。頚部と胴部の境に輪積み痕が残る。1504は頚部が外反し、口縁端部が

上方につまみ上げられる。口縁端部外面は内傾している。焼成が悪く、還元軟質を呈する。1505は碗

である。高台は外面が外傾している。見込が摩耗し、内面に煤が付着している。1506は長頚壷の底部

である。胎士がやや粗く、外面にわずかに自然粕が認められる。
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その他（1507～1513）1507.1508は白査系陶器の碗である。1507は南部系4型式に分類した。1508

は他の遺物と比べて時代が飛び抜けて新しいため、埋土誤認による取り上げミスの可能'性がある。北

部系11型式の生田2号窯式に分類した。1509は中世土師器の伊勢型鍋である。口縁部内面の折り返し

部上面が窪まない。外面に煤が付着している。1510は小壷あるいは小瓶である。内面と底部が露胎と

なる。古瀬戸中I～1I期に比定される。1511は古瀬戸の妻の胴部破片と考える。古瀬戸後期に比定さ

れる。1512は土錘である。今回出土した士錘の中では大型品であり、古代のものの可能'性がある。1513

は平瓦である。いぶし瓦であり、凸面全体にハナレ砂が付着している。

G617（1489．1494．1514～1525)

須恵器1514は杯身A類である。口縁部が直立し、身が浅い。1515～1518は杯身C類である。1515は

胴部から口縁部にかけての外傾は弱く、高台は底部外面端部の若干内側に付される。1516は胴部下半

に丸味がある。高台は底部外面端部の若干内側に付される。1517は胴部から口縁部にかけての外傾は

弱く、高台は底部外面端部の若干内側に付される。1518は大型の杯身であり、胴部に若干丸みがある。

高台は底部外面端部のやや内側に付される。尾張産の可能‘性がある。1519は長頚壷である。頚部と胴

部を接合する前に、胴部側に穿孔されていたことが分る。また破片の下端が円形になっており、胴部

との接合部からそのまま剥がれた資料と言える。1520は横瓶の口縁部と考える。頚部が外反し、口縁

部は肥厚して角状になる。口縁部外面は窪んで沈線状になる。1521は鉢A類である。頚部が外傾し、

口縁部が内側に屈曲する。口縁部外面は内傾している。焼成が悪く、還元軟質を呈する。1522は雲B

類である。頚部はほぼ直立して、口縁部が外反して上方に屈曲する。口縁端部は内側に折り返される。

焼成が悪く、還元軟質を呈する。

その他(1523-1524)1523は白査系陶器の碗である。北部系5型式に分類した。1524は土錘である。

大型品であり、古代溝G201から出土した1512と似ている。

G201．G617の接合資料（1489.1498.1525）1489．1498．1525は、離れた場所に存在する二つの

遺構から出土した須恵器が接合した資料であり、溝跡の連続‘性を示すものである。1498は短頚壷であ

る。器壁が厚く口縁部はやや長い。焼成が悪く、還元軟質である。1489は杯身B類である。胴部から

口縁部にかけて直線的に広がり、口縁部がわずかに外反する。1525は須恵器の妻A類である。頚部が

長い大型の妻である。口縁部のみ外反し、口縁端部が拡張して幅広の縁帯状になる。

G41．G205(1526～1536

須恵器（1526～1531.1533～1536）1526.1533は杯身B類である。1526は口縁部内面が一部摩耗し

ている。1533は全体に器壁が厚く、胴部から口縁部にかけて直線的に開く。器高が高く身が深い。1527

は杯身B類の可能性がある。口縁部の開きがやや弱い。1534は杯身C類である。高台は細く、底面外

面端部の内側に付される。底部中央が窪んでおり、高台から突出している。1535は撫で肩の短頚壷で

ある。1536は鉢A類である。頚部から口縁部にかけて外反し、口縁端部が上方に屈曲して角状になる。

1149と形状が似る。1528は雲B類である。頚部から口縁部にかけて外反し、端部のみ直立する。口縁

部外面は、強いナデにより窪んで内傾する。1529～1531は髪A類である。1530は小型の妻であり、内

外面の叩き調整痕が明瞭に残る。頚部から口縁部にかけて強く外反し、口縁端部が拡張して上方に引

き出される。胴部上半の器壁が非常に薄い。1531はやや小型の雲であり、内外面の叩き調整痕が明瞭

に残る。焼成は悪く、還元軟質である。
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その他（1532）1532は、G41と切り合う溝跡G19などからの、埋土誤認による出土遺物の可能性が

ある。白査系陶器の碗であり、北部系10型式の大洞東1号窯式に分類した。

H3(1537～1550)

須恵器（1537～1542)1537は杯蓋B類である。口縁部の内側に短い返りが付され、その外面が屈曲

している。1538は杯身B類である。1539は杯身C類である。全体的に器壁が薄く、シャープな細い高

台をもつ。高台は底部外面端部のかなり内側に付される。尾張産と考える。1540は箱形をした杯身B

類である。尾張産と考える。1541は鉢A類である。口縁部が強く外反し、端部を丸く収める。1542は

妻B類である。口縁端部は面取りされて若干窪む。内面の当て具痕は残存していない。外面に格子の

叩き目があり、8世紀の美濃須衛産にはない特徴を持つものである。
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その他（1543～15501543は白査の碗である。外面が外側に広がる低い三角高台をもつ。胴部下半

から底部内外面が露胎となる。丸石2号～明和14号窯式に比定される。1549は白査の広口壷である。

内面の頚部より下が露胎になる。1544は白査系陶器のⅢである。器壁が厚く、口縁端部がわずかに外

反する。北部系6型式の白土原1号窯式に分類した。1545.1546は白査系陶器の碗である。1545は北

部系5型式に分類した。1546は高台径が大きく、胴下部に丸みがあることから4型式とした。内面は

著しく摩耗している。南部系4型式に分類した。1547は白査系陶器の有耳壷である。口縁部が外側に

外反し垂れ下がるような形状になる。口縁の形状は美濃須衛型に最も近い。1548は古瀬戸の仏銅具で

ある。鍔の部分と思われる。古瀬戸後IV古期に比定される。1550は中国陶磁器の白磁碗である。口縁

部外面が幅広の玉縁状になる。大宰府分類の白磁碗Ⅳ類に比定される。

H4（1551.1552）1551は須恵器の杯蓋C類である。胴部に丸味があり、返り上面が屈曲しない。

1552は横瓶である。口縁部の直立がほとんど無く、胴部内外面に叩き調整を施す。

H71553～15561553は須恵器の杯身A類である。口縁部の立ち上がりは短い。1554は杯身C類

である。底部の中央が高台の高さまで窪む。焼成がやや悪く、軟質である。1555は土師器の妻である。

口縁部が外反するが、A・B類ほど外反が強くない。胎土はやや密である。1556は古瀬戸の折縁深Ⅱ
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である。屈曲した口縁部の上面が窪む。古瀬戸後IV古期に比定される。

包含層出土遺物（図284F区およびG区の包含層内から出士した古代の遺物を一括して掲載した。

F区（1557～1561）

須恵器1557は杯蓋C類である。宝珠摘は径に比して厚みがある。頂部に丸味があり、返りがやや長

い。1558は杯身C類である。底部中央が突出し、高台より低くなる。口縁端部が尖り気味になる。底

部外面にへう記号がみられる。1559は脚台付盤である。口縁部が屈曲し、端部のみ若干外反する。底

部中央付近の器壁が厚い。1560.1561は暗文土器である。器種はⅡと思われる。1560は形態、文様と

もに1328と類似する。1561は口縁部内面が横ナデによって窪む。口縁下には斜位のヘラミガキによる

暗文が施される。1557～1561はいづれももともと竪穴住居跡F4に包含されていた可能性が高い。

G区（1562～1567)

須恵器(1562～1567）1562～1564は杯身B類である。1562は胴部から口縁部にかけて直線的に開く。

器壁はやや薄い。1563は胴部の途中で屈曲し、そこから直線的に開く器形をとる。そのため底面が狭

くなっている。底部外面が摩耗している。1564は身が深く、胴部から口縁部にかけて直線的に開く。

底部外面には2条の沈線が引かれる。焼成が悪く、還元軟質を呈する。1565は杯身C類の特殊品であ

る。小型で器高が高い。高台は断面が平行四辺形になり、底部外面端部に付される。1566.1567は須

恵器の壷である。6世紀に出現し、8世紀には消滅する形態の壷である。1566は、口縁部が胴部から

ほぼ垂直に直立する。焼き歪みでかなり歪な形状になる。1567は口縁部は短く、〈の字状に外反して

いる。胴部中央に稜があり、算盤形の器形になる。尾張産と考える。

その他の時代の遺物（図285FTR1、溝跡D420、古墳後期の遺構及び包含層から出土した同時代

遺物をここに掲載した。

包含層（1568）1568は縄文土器の深鉢である。風倒木痕の中から出土した。外面の沈線文は細い棒

状の工具で引かれている。後期前葉に比定される可能性があるが、詳細は不明である。

FTR1(1569～1572)1569～1572はすべて同一個体の可能性がある。早期前半に比定される。1569-

1570は縄文土器の深鉢である。内外面に横位の山形文、頚部に横位の沈線があり、沈線から口縁部が

外側に屈曲している。1571.1572は胴部破片であり、外面に縦位の山形文が見られる。

D420(1573～1577)1573は1574と同一個体と考えられ、小型の雲のような器形になると思われる。

口縁端部は面取りされ、口縁部は若干外反し波状口縁を呈する。頚部は無紋であり、その下には口縁

にほぼ並行な2条の沈線が施される。またその下は4条1組の条痕が縦位に引かれており、底部周縁

に達している。胎土はやや粗で、石英・雲母等の砂粒が多量に混入する。樫王式に比定される。1575

は弥生前期の樫王式に比定される粗製の深鉢である。底部は小さく、胴上半に最大径があり、口縁部

が若干内ｲ頃する。口縁端部は面取りされている。外面はハイガイによる粗い条痕で調整されている。

条痕は口縁部付近が横位に近い方向に施され、胴部以下は右下がりになる。1576は壷形になる器形の

肩に位置する破片と考える。横位方向に細かいハケ目が施される。いわゆる遠賀川系土器の可能'性が

ある。胎士はやや粗で赤褐色の砂粒がやや多く見られる。1577は壷の口縁部から頚部に掛けての破片

である。D420から出土した他の土器群とほぼ同時期のものと思われる。内外面に横位のミガキ調整が
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施される。肩が張る壷形の器形になると思われる。胎土はやや密で砂粒が多量に含まれる。

G530(1578)1578は須恵器の杯身A類である。、縁部の内傾が強く、返り受けは短い。須衛65号窯

式に比定される。

F635(1579)1579は須恵器の杯身A類である。口縁部が非常に短い。返り受けと口縁部の間が内湾

している。

第2節石製品

今回の調査で､出土した石製品は、縄文時代から近世にかけてのものと考えられ、260点である。内訳

は砥石76点、硯5点、尖頭器1点、異形石器1点、石雛16点（未製品4点)、削器･石匙等剥片石器21

点、箆状石器1点、ブレーク・チップ74点、打製石斧25点、石鍬13点、磨石・敵石9点、表面が摩耗

したレキ4点、加工のある石材9点、紡錘車1点、石鍋1点、火打ち石2点、石臼1点、石製の鉢1

点である。

観察表に記した遺構の年代は土器類から推定したものであり、中近世の遺構から石雛・打製石斧な

どが出土する事例も少なくない。したがって、特に縄r文・弥生時代に属すると考えられる石製叶Iにつ

いては、実測を委託した㈱アルカの見解を本文中に記載した。また、砥石以外の石製品の観察につい

ても、㈱アルカの観察をもとにしている。ただし、本書における記載内容の責任は報告者にある。

砥石(2001～2035、図286～291)砥石は、76点出土した。砥石は用途によって仕上砥・中砥・荒砥

に分けることができ、使用方法によって、置き砥石、手持ち砥石に分類できる。また、古代以降、良

質な砥石の産地から各地へ流通していたことが知られており'5)､石質による産地の同定も可能である。

なお、以下に述べる砥石の分類や産地同定については、鎌倉文化財研究所の汐見一夫氏から指導を受

けた。

仕上砥は全部で22点出土した。今回出土したものの大半は、京都の鳴滝産と推定される。鴫滝砥は、

「鳴滝岩｣とも言われる良質な頁岩であり、「カワ」と呼ばれる鉄分層を挟んで整った板状節理をする。

そのためか砥面の片面がはがれ落ちているものが多い。鉱脈によって若干色や石質が異なるが、この

ような相違は品質名称Hi)の違いとして現代にもあり、砥石Illの違いを示している可能性がある｡今回の

出土遺物では、表面の色調によって黄色系・灰緑色系・肌色系・赤色系に分類可能である。図示した

中では、2001～2005が黄色系であり、20点中12点がこの分類に含まれる。灰緑色系は2006.2009、肌

色系は2007.2008の2点ずつである。赤色系は1点のみで、砥面が残存していないため図示していな

いが、石質から砥石と判断したものである。仕上砥が出土した遺構は溝跡が最も多いが、特定の遺構

に集中する傾向はない。その中でも鍛冶関連遺構E780から出土した3点（2006.2008.2009）が特徴

的である。出土した仕上砥の中で側縁Ifll残存しているものには例外なく生産地加工痕（鋸痕）がある

が､E780のものは生産地加工痕が無く、代わりに消費地で成形した痕跡と考えられる消費地加工痕(工

具不明）が残る。また、生産地加[痕が残る個体の流通段階の幅'7)が3.1～3.6cm程度(2002除<)であ

るのに対して、完存していない2006.2009についてもこれよりかなり大きいことが分る。他のｲ|古|体が

中世後期～近世にかけてのものが多いのに対し、E780の仕上砥は中祉前期後半の年代が与えられるこ

とから、時期的な要因についても考慮する必要があろう'8)。しかし、一般の用途とは異なる作業で使

用するため、別の形態で砥石を入手していたことを示すのかもしれない。後に荒砥のところで蝿ふれる
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が、大型の刃物を生産していた可能性があることと関わりがあるとすれば、貴重な類例と言える。

2010の仕上砥は、，｡味がかった色を呈し、節理が発達した石材を用いている。山形県から新潟県北部

にかけて濃密に分布する汐兄氏の分類で在地Aとされるものである。秋田県北東部に産地の可能性が

あるとされている'9)。両側面に生産地加工痕が残り、製肘Iとして搬入されたと考えられるが、どのよ

うな経路で持ち込まれたかは不明である。なお、砥面は剥離のため残存していない。

中砥は、可能性のあるものも含めて15点出土した。中砥はu用品から農具や漁携具など使用者の階

層を問わず使用される砥石であり、最も需要が多い砥石と言える。一般的に流紋岩質凝灰岩が用いら

れ、産地も各地にある可能性が高いとされる20)。今u出土したものの内、8点が伊予砥(愛媛県伊橡市

近郊）もしくはその可能性があるものと判断した。いずれも表面が黄白色～黄燈色に近い色調を呈す

る同一の石材と思われる。図示した3点(2011～2013)のいずれも多面の砥面があり、側面を砥面と

しない仕上砥とは使用方法が異なっている"¥2011-2013は、砥面の湾曲状況や使用の様子から手持ち

砥石と判断できるが、2012は、刀子等の直刃のものに用いられた置き砥石と思われる。この他、砥面

はあるものの砥石に用いられることの少ない安山岩やチャートのものが5点あり、遺跡周辺で産出し

た石を中砥として用いている可能性がある。出土遺構は、仕上砥と異なり溝跡出土のものが少ないの

が特徴と言えるが、調査区によっても多寡に偏りが無く、分布状況に特徴はない。なお、鍛冶関連遺

構からは中砥が出土せず、大型の刃物を作成するのに必要不可欠な砥石を欠いていることになる22)。

遺構が調査区外に続いていることから、未だ埋土中に眠っている可能件もあろうが、需要の高い砥石

であることを考えると、持ち出されて他用途に用いられたことも考えられる。

荒砥は、金属製品の初期研磨に用いられることが多く、生産に関わる砥石と言える。砂岩質であり

在地産の可能性もあるが､今回出土したものの大半が良質な荒砥の産地である大村砥23)と笹11砥(いず

れも長崎県大村湾周辺）に類すると判断できることから、以下この分類を用いる。大村砥は暗灰色を

呈する重量感のある石材であり、砂岩にしては綴密な印象を受ける。ただし、硬度はそれほどなく、

今回出土したものも破損しているものが大半である。一方笹口砥は、大村砥より明るい色調を呈し、

徴密さに欠ける。これも石材としては脆いようで、大半が破損している。今凹出土した荒砥は39点に

のぼり、その使用方法からか、全国的にも,'fl土例が少ない24)とされる状況とは全く異なっている。中で

も特筆されるのは、E区の鍛冶関連遺構を中心に出土した大型の砥石（2024.2026.2028～2035、内

2029～2035が鍛冶関連遺構出土）である。この内2024.2026.2028～2031が大村砥、2032～2035が笹

口砥に分類できる。最も大きい2029は、破損しているにも関わらず長径が約50cmあり、小型の刃物を

研ぐには不必要な広い砥面を備えている｡2O33のように細かい砥面を複数同じ面にもつものを除いて、

大型砥石には同様な傾向がある。このことは、長いストロークを必要とする研磨作業、すなわち太刀

などの大型刃物を作成するために用いられた可能性が高いことを示している。個別に見れば、盛り上

がるような砥面を持つもの(2024)25)や4面に渡って形状が変わるまで使用されているもの(2028)、砥

面を削出するためのはつり痕が残るもの（2034）など特徴がある。また、2028と2029には、酸化鉄と

考えられる赤い粉末状のものが1箇所の砥面を除いて付着しており、研ぎを行った際に削られた鉄が

研ぎに使った水とともに砥石の表面に付着して残ったものと考えている。なお、2028はF区の集石土

坑F39から出土したが、表面に多量に煤が付着していた。その他、荒砥として分類した砥石の中に、

手持ち砥石に分類できるものが半数を占める点に特徴がある。先に述べたように、刃物の保守調整に
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用いられる砥石は中砥であり、荒砥に分類できる砂岩質の石材を用いることは少ないと考えられてい

る。しかし、明らかに弓なりの砥面をもつ農具等の刃先に用いられた可能性が高い砥石があり、中砥

の代わりに用いられていた可能性がある。今回の調査において、中砥の出土量が少ないことを考える

と補完的な関係にあったのかもしれない。手持ち砥石の中て､特徴的なものとしては、端部に棒状の器

形を斜めに切断したような円形の砥面をもつ2021=""や石の表面に3ヶ所の切れ込みをもつ2019があ

る。

砥石と同様に、中世胃段階に石材の原産地から流通している27)遺物として硯がある｡今凹出土したもの

はいずれも破片資料で、硯の使用面は剥離によって残存していないためI叉I示していない。大型土坑E

770から出土したものは楕円形に加工した鴫滝産のもので鴨､仕上砥と全く同じ石材を使用している。他
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3点が滋賀県高島産、1点が丹波系の石材のものである。

尖頭器（2036、図292)A区のピットA476の壁面に突き刺さるような状態で出土しており、本来は

A区のⅣ層（基盤層）から出土した遺物である可能性がある。ただし、基盤層確認のために入れたト

レンチから同様な石器を検出することはできなかった。木葉形を呈し、表面の風化が激しい。所属時

期は縄文時代草創期～前期と推定される。

異形石器(2037、図292）両端部に尖頭部をもち、中央部をわずかに快る。両尖上首のミニチュアと

も考えられるが、ブーメラン状に屈曲する点が異なる。

石鎌（2038～2047、図292）石雛は16点出土した。この内II点が凹基雛(2038～2046)、2点が有茎

雛（2047)、1点が円基雛である。残りの2点は石雛未製品の可能性がある。図示したもののうち、

2039～2044はnS'Pの手法が用いられており、非常に小さい打点径をもつ剥離面で構成される。中で

も2039は、表面の中央に研磨が施されている。これらの石雛は、縄文時代後期～晩期によく見られる。

2038は形状に特徴があり、基部の挟りの整形も、挟りの最深部をより深く挟る特徴がある。縄文早期

～前期に類例が多い。

削器（2048.2050.2051,図292)意図的に刃部を作出している石器を削器とした。8点出土した。

2048は剥片の両面から加工を加えて尖頭部を作出していることから、尖頭削器とした。2050は亜角レ

キを脈石としており、同じ側縁に2ケ所挟り込んだ状態の刃部が見られる。刃部の微細剥離が顕著で

ある。2051は下呂石の転石を素材としており、一部自然面が残る。直線的な側縁に剥片の背面側から

刃部を作出している。刃部に微細剥離が見られ、表面が風化している。

石匙(2049,図292）2049は、基部に摘みを作出するための加工が見られるため、縦形の石匙とした。

1点のみ出土している。剥片の背面側から両側縁に加工が施されており、左側には微細剥離が見られ

る。

二次加工剥片（2052.2053.2056、図293)7点出土した。2052は右側縁に微細剥離をともない、微

弱な光沢がみられることから、刃部として使用された可能性がある。2053は腹面側の打点周辺に加工

痕が見られる。

使用痕剥片(2054-2055,図293)剥片の側縁に微細な剥離痕のみ見られる剥片を使用痕剥片とした。

15点出土した。2054は右側縁に微細な剥離痕が見られるが、事故剥離の可能性がある。2055は、左側

縁に微細な剥離痕が見られる。なお、2049～2055はF区の地山確認トレンチ内から出土した遺物であ

り、縄文時代早期のものである。2056は剥片の中程の両側縁を挟り込む加工が施されており、何らか

の未製品と考える。

箆状石器(2057、図294）打製石斧に形状は似るが、側縁と刃部の作りが異なるため、箆状石器とし

た。素材剥片の背面にH然面を残し、反対方向の直接打撃で側縁を急角度に整形している。刃部は片

刃状になり、裏面側に線状痕が明瞭に見られる。

打製石斧（2058～2069,図294)2059.2066のように刃部が収束するいわゆるバチ型と呼ばれるもの

が混じるが、他は短冊形を呈する。刃部は端部の平面形が丸みを帯びるか直線的になるが、2058は端

部が細く尖ったような形状になる。また、土ズレ痕も多く見られる。この他、2064の表裏の凸部に若

干の摩耗が見られる。石材はホルンフェルス、泥岩、凝灰岩、片岩が使用されており、縄文中期に廃

行する打製石斧の石材選択とほぼ同じと言える。
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石鍬(2070～2080、図295.296）形状や作りは、やや粗い加工を施した打製石斧といったところで

あるが、打製石斧と比較して2倍近い規模の差があり、石材も濃飛流紋岩・ホルンフェルス・安Ill岩

といった綴密な火成岩で比重のある石材が選択されていることから別分類とした。すべて弥生前期の

溝跡で､あるD420から出土している。ほとんどの出土品が2つに折損しており、完形品は2070．2()72.

2077の3点のみである。2074は2つの折損尚尚が接合したものである。刃部は意図的に整形しようとし

た痕跡が少なく、ほとんど加12のないものもある。2079の背面には線状痕が明瞭に残るが、いわゆる

士ズレ痕とは異なり摩耗の程度が弱い。
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磨石・鼓石（2081～2088、図297.298）楕円レキの表面の一部に敵打痕あるいは磨面がある石器を

分類した。安Ill岩製のものが多い。縄文時代に一般的にみられるサイズ(500g前後）より一価lり大き

く、弥生時代以降の石器である可能性が高い。2081は敵石である。両端部に敵打痕があり、側面にも

集中している部分がある。被熱している。2082～2085は磨石十敵石であり、主面部に磨面、主面部あ

るいは側面に敵打痕が残る。2085は側面にも摩耗部がある。2082と2085は被熱資料である。

摩耗レキ（2089～2092、図298)届平あるいはやや大振りな楕円レキの平坦面に摩耗があるものにつ

いて摩耗レキとした。石皿ほど摩耗の度合いが顕著ではない。安Ill岩あるいは砂岩製である。磨石の

出土している大型土坑F681や鍛冶関連遺構から同じように出土していることを考えると、中世の段階

で磨石と合わせて何らかの作業で使用した可能性がある。

石製紡錘車（2093、図299）滑石製である。1/4ほど残存している。正面にわずかに線刻が残る。

火打石（2094,図299）縁辺に使用による潰れがみられる石器について火打石に分類した。ただし、

今回出土したものは、使用の過程で破損あるいは折り取られた断片と考える。関市・美濃市周辺の丘

陵は良質な珪岩が基盤となっており、かつては火打石の産地として知られていた。今u出土したもの

も石質から周辺より供給されたものと考えられる28)。古代後期の遺構より出土していることから、当

該期に位置付けたい。

石鍋(2095、図299）滑石製の石鍋の断片と考える。上端部が生きていると考えられ、わずかに外面

に向かって張り出しが見られる。表面の摩耗が激しく、加工等の詳細は不明である。

加エレキ（2096、図299）今回の調査では9点出土したが、いずれも砂岩を素材とし、角柱状を呈す

るものである。人為的に加工されたものであり、2096にはわずかにノミの痕跡が残る。また、レキが

集中する中世の土坑や溝から出土している点も共通点と言える。非常によく被熱しており、カマドな

どの構造材として用いられたと考える。

石臼（2097,図299)下臼の断片であり、溝の切り方から6区画の切目と推定される。磨面は摩滅して

いる。

第3節金属製品・鍛冶関連遺物

今回の調査では、347点の金属製品が出土した。ほとんどが鉄製品であり、銅製品が3点、鉛製品が

4点のみである。器種は判別できるものの中では釘が最も多く、全体の62％を占める。次に刀子が多

く、10%程度見られる。この他形状から器種が判断できるものには、蓮、錐、鎌、火打金、蝶番、鉄

雛、キセル、鉛急玉（鉄砲の弾）がある。また、鋳造物（鉄鍋？）の破片も存在する。金属製品は道具

の一部（金具）として用いられる場合、器種の特定が困難な場合が多く、全体の約16％はそのような

遺物である。この場合、器種名を形状から○○状鉄製品と名称を付して記載した。金属製Ⅲ1が出土し

た遺構は、基数が多い遺構種別ほど多数の金属製砧が出土するという当然の結果がでているが、わず

かに6基しかない鍛冶関連遺構からの鉄製品川士数は群を抜いていると言って良いであろう（図300)。

また鉄津の分類でIIa類としたものを分析した結果､鉄製品と判明した例もあり（第3部第1章参照)、

さらに多くの製品が出土している可能性は高い。以下に器種ごとにその内容について述べる。

釘(3001～3028,図301)223点出土した。大きく角釘と丸釘に分けることができるが、丸釘は時代

的に新しい可能性が高く、3026は包含屑、3027は近世の遺構から出土している。鍛冶関連遺構E747か
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遺構種別釘出土点数 遺構種別金属製品出土点数

（釘以外）

／ ~厩
P(37

10）大型I
土坑(15)SX(4

SE（1）

SE(2

大型土爵篭蝿§蕊謹鐸亥
(6)SX(1)

単位；点数

図300鉄製品が出土した遺構

単位：点数

ら出土した3028は丸釘に分類したが、頭部に丸みがあり、基部が太くしっかりとした作りで、頚部か

ら先端にかけて細くなる特徴的な形状を呈するため、釘ではない可能性がある。角釘は頭部の形状か

ら分類できる。頭部が平坦で若干の潰れがみられる程度のものが多いが、中には頭部に平坦1mの拡張

部分があるもの（3001.3017.3025)、基部上端を叩き潰して折り返し、頭部とするもの（頭巻釘、

3021～3024）がある。3017は頭部の拡張が非常に広い特殊な形状を呈する。3022は頭部の折り返し部

分が大きく、基部が細い特徴がある。釘が川土した場所は、,1,代の竪穴住居跡の2点(内1点が3013)

と士坑F771から出土したものを除いて、中近世の遺構と包含層である。中近枇では、土坑出士のもの

が全体の21%を占め、遺構の中では最も多い。ついでピット（柱穴）・溝跡と続くが、土坑・SKの遺

構数は群を抜いており、比較の対象とするには一考する必要がある。ただし、溝跡と土坑・ピットの

埋土量や遺物出土量を比較した場合、前者の方が圧倒的に多いため、士坑・ピットから出土する釘の

比率は高いと考えてよいと思われる。土坑の場合は棺、ピットの場合は建物に使われた釘が出土して

いる可能性が考えられる。大型土坑・鍛冶関連遺構も遺構数と比較すればかなり多いと言えるであろ

う。特に鍛冶関連遺構は6基のみであり、比率的には他を大きく上回る。遺構で製11凸として作られた

ものの可能性もあるが、分析結果にあるように(第3部第1章参照)、鍛造製砧の原材料としてリサイ

クル目的で持ち込まれたものかもしれない。遺物の年代は、出土した遺構の年代から推定しざるを得

ない。先述した古代のものや、C68^C91といった10期遺構と推定される士坑からの出土Ill'lもあるが、

概ね中世に属すると考える。

鑓(3029.3030、図301)2点出土した。3029は断面形が届平な長方形で、一方が折損している。3030

はjlllj端が尖る合釘が中央から曲がったものかもしれない。

T字状鉄製品(3031、図301)1点出土した。断面形がほぼ正方形を呈する横方向の基部と、断面形

が耐平な長方形になる縦方向の些部で構成される。横方向の基部は、縦方向の基部との接合部が若干

窪み、一直線にはならない。縦方向の基部の先端は尖る可能性が高い。用途は不明であるが、鍛冷関

連遺構E835から出土していることが注目される。

掛け金状鉄製品（3032、図302)1点出土している。頭部が輪になっており、先端が90に屈曲する。

現在でも使われる内鈎の簡易施錠の金具に似る。区而j溝C55から川士していることから、中世後期の

遺物と考える。
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鈎状鉄製品(3033、図302)1点出土している。断面形が方形である釘に似るが、基部の途中が90に

曲がりさらに先端が90.曲がって上を向いている。自在釣のように何かを吊るしたものと思われる。鍛

冶関連遺構E780の付会属溝から出土している。

鉄鑑（3034～3036.3057、図302)4点川土している。3034～3036は茎部が残っており、雛との間に

段がある。雛の部分は届平な形状であり、3035は若干中央部が1隔広になる。雛としたが、先端部の形

状に丸みがあり、折損とも考えにくく若干の疑問は残る。3057は雁股雛である。茎が欠損している。

3057を除いて遺構から出土しており、中世のものと思われるが、詳細な時期は不明である。

(3037～3041、図302)5点出土している。やや先細りになるタイプ(3037～3039-3041)と頭部

から先端まで幅の変わらないタイプ．（3040）がある。3039は他と比べて厚さが薄く、作業事故のため

か大きく曲がっている。出土した遺構から、3037.3038は中世、3039は近世のものと考える。他につ

いては不明である。

刀子(3040～3052、図302)34点出土した。切先と柄の形状によって分類することができる。切先は、

刃の方にあるもの（3047.3048）と峯側にあるもの（3049.3050）の2種類がある。柄は、刃側に段

があるもの（3051.3052)、峯側に段があるもの(3047.3048)、両側に段があるもの(3046)、段が無

く刃部と柄が同じ太さのもの（3042.3044）の4種類がある。ほぼ完形で出土した3042.3048はそれ

ぞれ掘立柱建物跡SH9の柱跡、土坑F255から出土しており、祭祁的な意図が感じられる。出土した

遺構から、3049が古代前期のものであり、その他は中世に属するものと考える。なお、未掲載である

が、近世の遺構（土坑C93)からもﾉﾉ子が出土している。

へラ状鉄製品(3053、図302）1点出土した。断面が扇平な長方形を呈する棒状の鉄製品で、一見3042

のような刀子に似ているが刃部はない。鍛冶関連遺構に隣接する大型土坑E770から出土している。

漏斗状鉄製品(3054、図302)1点出土した。管状の製品であり、一方の端部が先細りになる。重竹

遺跡A地点に類例がある29)。鍛冶関連遺構E780から出土している。

鎌(3055、図303)1点出土した。柄は木製と考えられ、その接合部が鈎形になっている。地下式坑

C132の上層から出土した。C132は近世中期に天井が崩れて陥没しており、そのさい何らかの目的で

入れられたものと思われる（第1分冊第4*P165参照)。

火打金(3056、図303)1点出土した。持ち手が薄くなっており、握りやすくなっている。図の左側

の端部が持ち手側の方に反り返っており、その内側が若干窪む。所属時期は不明である。

蝶番(3058、図303)1点出土した。6ケ所のピンが残っている。近世後期の土坑C93から出土した

遺物であり、同時期のものであろう。

半球状鉄製品(3059、図303)1点出土した。半球状の器のような形状をとる。中世のものと思われ

るが、詳細な所属時期は不明である。

円盤状鉄製品(3050、図303)1点出土した。半分以上欠損しているが、円盤状になると考える。端

部がそっており、何らかの製品と考えられるが、用途は不明である。掘立柱建物跡SH14の柱穴から

出土しており、中世の遺物であろう。

鋳造鉄片(3061.3062、図303)15点出土している。鉄鍋のような製品と考えられるが、詳細は不明

である。3062は方形の切れ込みのようなものがある。15点中5点が鍛冶関連遺構から出土しており、

分析結果にあるように（第3部第1章参照)、原材料として集められた鉄製品の一部だったと考える。
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クリップ状鉄製品(3063、図1303)1点のみ出土した。毛抜きのような形状であるが、先端に屈曲が

ないため、クリップ°状鉄製品とした。中世のものと思われるが、詳細な所属時期は不明である。

バナナ状鉄製品(3064、図303)1点出土した。両端部が欠損している可能性がある。何かの部品と

思われる。集石土坑であるE39から出土しており、中世前期のものと思われる。

不明金具(3065、図1303)1点出土した。断面形が届平な長方形を呈し、頭部の端部が90に屈曲する。

先端は尖り気味となる。何らかの金具の一部と思われるが、用途は不明である。竪穴住居跡F4のSK

1から出土しており、古代前半の遺物と考える。

三角形鉄製品（3066、図,303)1点出土した。平面形が三角形を呈し、一方の面が平滑になる。用途

は不明である。中世のものと思われるが、詳細な所属時期は不明である。

銅製飾り金具(3067,図303）1点出土した。一方の端部が鋭く尖り、片面に浮き彫りの直線的な文

様がある。所属時期は不明である。

鉛玉(3068～3070、図303)4点出土した。3070は潰れて面ができている。いずれも包含層から出土

しており、所属時期は不明である。

銭貨(3071～3075、図303)8点出土しているが、判読可能なものは掲載した5点のみである。3071

は2枚の渡来銭が背面|可士貼付いた状態で出土した。3073は文字が蒙書で書かれるタイプ・の政和通宝

である。3074.3075は寛永通宝であり、3074が古寛永、3075は新寛永で、背面に「文」の字がある背

文銭である。渡来銭は遺構内、寛永通宝は包含層から川土している。

金属製品ではないが、鍛冶関連遺物としてここで述べる。

羽口（3076～3080、図303)94点出土したが、ほとんどが細片であり、粘土塊等を誤認している可能

性もある。出土した内の41点が砂岩製であり、残りが粘土製であったが、後者の依存状況は極めて悪

いため掲載はしなかった。3076.3077は大型の羽口の一部である。よく似た石質であるが、復元した

孔径は異なっている。3076の外面の一部に融解した粘土が付着している。3078～3080は先端部の破片

であり、融解した粘土の付着が顕著である。先端部であるためやや肉薄であるが、3076.3077とほぼ

同じサイズの羽口と考える。

第4節 木製品

木製品には杭、円盤状木製品、結物、用途不明製品、模がある。杭については実測を行わなかった

が、詳細について第4章で述べた(第1分冊P186参照)。ここでは、井戸跡A100の底部付近から出土

した遺物について記述する。なお、井戸跡A101)は8期に属すると推定されるので、これらの遺物も、

当時期に比定されると考える。

円盤状木製品（4001.4002、図304)2点出土した。4001は片面を円周にそって斜めに削っている。

木目に沿って2ヶ所が折損しており、図の左側を2本、右側を3本の太膳でつないでいる。裏面に漆

がほぼ全面に塗られいる。4002は、4001とほぼ同じ形状と加工をもつ円盤状の木製尚占である。片方の

側面が折損しており、太膳によって接合している。折損部分と木目が揃うため同じ材と考えられるが、

折損部分とその他の部分の厚さと加工が異なっており、ほぼ最終段階に近い段階で接合したものと思

われる。

結物（4003～4009、図304)11点出土した。異なる加工や木取りがみられ、同定はしていないが異な
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卜FF，

4013

5cm

る材が用いられている可能性が高く、I"J一個体とは言い難い。4003は内面に手斧のような工具による

削り痕が残る。表面には表面のツブレが見えるが、タガの痕跡かどうかは不明である。4004も内面に

手斧のような工具による削り痕が残る。40()5は一方の側面にカンナ痕が残る。4006は残存状態が悪く、

内面が剥離している。表面に2ヶ所の長方形の孔が見られるが、目的は不明である。胴の一部に帯状

のツブレがみられるが、タガの痕かどうかは不明である。図の左側の側面にはカンナ痕とみられる痕

跡が残る。4007は裏面が剥離しており、残存状態が悪い。表面には帯状のつぶれ痕があり、タガの痕

跡である可能性ある。側面にはカンナ痕が残る。4008は他の物に比べてI幅が狭い。4009は他のものと

比べて、木取りが異なるのが特徴である。

板状製品(4010,図305)1点出土した。4010は内外面に漆が付着している。4001-4002と同様に太

勝によって接合した痕が折損断面に3ヶ所残り、円形の器形であったと思われる。征目の木取りをし

ていることから、このような形状に割れやすかったのであろう。片側の端部側面が三方から削られて

おり、二次加工された可能性がある。また一方の面に溝が刻まれているが、何のためかはわからない。

用途不明竹製品(4011、図305）1点出土した。4011は、竹の節部分を使用しており、端部には9条

のスリットが刻まれている。外面の節にそって、漆が付着している。直径5cmほどの竹を使用してい

るが、図の左側の側面が生きている可能性が高く、竹を割いて加工した製Ill'lと思われる。

m(4012-4013、図305)2点出土した。4012はそれほど細かい加工は施されておらず、銘のような

工具で板材を切り落としたものと思われる。なお、切り11のある面につぶれが見られ、使用によるツ

ブレの可能性がある。4013は4012と同様に、鈍のような二L具で整形したと思われる。使用によるつぶ

れは見られない。
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1)宇野隆夫「食器計量の意義と方法」『国立歴史民俗博物館研究報杵』第401

2）肋瀬戸市埋蔵文化財センター研究紀要第5輯の鎌倉出土遺物の締年表の中に同様な施文をした青磁碗が示され

ている。なお、時代は13,世紀'¥'葉とされている。

3）高木洋1981[4美濃同刻hil須恵器」「老洞古窯跡群発掘調査報告書」岐阜市教育委員会。

4）北小木報文の分類にある13世紀前半のものに類似する。多治見市教育委貝会2001「総括」「北小木古窯跡群第2次

調査報告書』。

5）九州近世陶磁学会2000『九州陶磁の細年』P103.

6）瀬戸・美濃大窯橋鉢編年表大窯1後半に分類された円六古窯跡(B系）に似ている。藤津良祐2002前掲。

7）多治兄i|j教育委員会2001前掲。

8）高木晃2002「豊山仙道遺跡」側)岐阜市教育文化振興事業|､川によると、他に城之内遺跡（岐阜市)、仲迫間遺跡（美

濃加茂市）に出土例がある。

9）水野正好2000r46．土公供と地取作法と札〆」『奈良文化財研究所研修信仰関連遺跡調査過程』、福井県立一乗谷

朝倉氏遺跡資料館2001「小谷城下町（近江･浅井氏)」「戦|玉l城下町研究の段前線」に輪宝を柿いた土師器皿（土師

質皿）が掲載されている。

10）多治見市教育委員会2001前掲。

11）年代観等については、瀬戸市埋蔵文化財センター楢崎正一氏・藤津良祐氏のご教示による。

12)多梢見市教育委員会2001前掲。

13)上川1982、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館2001ともに前掲。

14)土岐市美濃陶磁歴史館2002「豊臣期のやきもの～大坂城出土の桃Ill陶磁』。

15）汐見一夫1999｢砥石について－中I"身出土の砥石を'0心にして」『第121"!北陸中冊考古学研究会資料集｣。砥ｲiの生産

地を明記した記録としては、「延喜式」巻第17に内匠寮内の作り料として伊予砥・青砥の名が記されているとして

いる。

16）同上。大工道具など繊細な刃先を必要とする道具に用いられる合砥は、本Ill．巣板・からす・内曇等の舶質名称が
知られている。なお、報告者も竹'I'大工道具館にて現在の鳴滝砥打を実見した。

17)向側面に生産地加工痕が残ることから推測した。

IH)汐見1999．中世期の幅寸法が1寸2分（約3.6cm)前後であった生産地規格が、時代が降るに連れて徐々 に広がっ
ていったとしている。汐見氏がいう「中世期」の生産地規格を推定に使用された資料は、鎌倉時代の+心地である

鎌倉lli内から出土したものであり、'!冊前期にはすでにl寸2分の規格が完成したことを意味する。E780出土仕
11砥の特殊性が窺われる。

19)汐見1999前掲。

20）汐見1999rjij掲。

31)砥石の砥而の様相について汐兄氏によれば、2011が「古代的｣、2013が「近枇的」であるとの指摘を受けた。

22）太刀の製作には、荒砥から仕上砥へと複数の砥万を使用しながら研ぎをｲ丁う工程がある（荒押し・下地研ぎ．{|上
研ぎ)。今回鍛冶関連遺構から出土した砥石は、下地研ぎ段階の砥朽が抜けていることになる。なお、「鍛冶腿敷」
と称される遺構を検出した重竹遺跡A地点からは1(18点の砥石が出土しているが、太ﾉJ製作に4必要な砥石がすべて
出土している"f能性が商い（注15参照)。広井雄-1971TH本刀の製作と手入れ」「刀剣のみかた技術と流派』第
一法規出版株式会社、尾関章1995「重竹遺跡鍛冶屋敷跡出士の砥石について」「関鍛冶の起源を探る」関鍛冶刀祖
調企会編。

23）汐見氏によれば、紀州大村砥(和歌|||県｢I浜町産）という砥ｲiもあるが、肉眼では見分けが付かないためここでは
割愛した。

24）汐見一夫2001「ｲi製品の流通」『図解・日本の中世遺跡」東京大学出版会。

25）重要無形文化財保持者である研師の小野氏の談話の中で、砥石について「私たちのは形が太鼓橋のようにまるく
なっているのですが、大工さんの砥ｲiのように平らかへっこんでいるのだと…（中略）…いっぺんに刃にあたって
この肉がへってしまうのです」と語っている。今回出土したものは平滑な面をもつ大型砥石が多いため今後の検討
課題と言えるが、2031の砥面はこうした理山によって形成された砥面なのかもしれない。小野光敬（談)1989m
本刀の“研ぎ"」『鉄の-文化史五千年の謎とロマンを追って」新'1本製識広報企画室綿東洋経済新報社。

26）汐兄氏から、バリをとるために使用された可能性があると指摘を受けた。

27）汐見一夫2001前掲。

28）美濃巾周辺では、現在でも「火打」という地名が多く残り、特に郡上市美並町は全|玉l的に火打ｲiの産地として知ら
れていた。増子．三島両氏はかつて火打石が産出した地域の珪岩を採集し、実際の出土師Iとの比較を試みている。
実際に採集資料を実見したが、今回出士したものは在地（美濃市周辺）産とみて間違いないと考えられる。また火
打石に限らず、今回出土した珪ｵ'+製の訂製肺の多くは、在地の打材を使用したものだろう。増子誠・三島美奈子
2003「火打石の研究ノート」「美濃の考,',学」第6号美濃の考古学刊行会。

29）篠原英政1984前掲。重竹遺跡A・B両地点から出土しており、「一般的なものらしい」とされている。
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表76土器観察表(1)
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1

;1

h

侭

14

15

lf

1

18

1Q
凸 q F

0

24

26

31

句

34

35

1府

3

38

4(）

42

13

44

46

47

4卜4

5(】

5］

52

i3

54

55

5fi

グリット

ヘQ1

I)Jl7

DO］ 7

D()17

F頂1月

EM2(】

FP25

GB27

l､1,25

FP25

FP25

F1〕23

ヘPO

BD3

ヘF1

4T2

笠
＆
ユ

Al〕1

BJ4

BK4

BN4

BN4

BII5

B()]I

BP10

BQ9

BPI(）

CK8

(_jl8

DQ16

E旧17

EE1

FH19

FBl9

FB19

EL21

遺構・1W位
[遺構種別I

ﾍ272[P(SH6)」

D198[P(SH20)］

Dl59IP(SⅢ23)I

D159[P(SH23)］

D430②|大型土坑

(Sll26)］

E519①[P(SH30)］

FlIlO①LP(SH40)」

F614①[P(SH44)］

F770①｢P(SH4())I

F770①[P(SH40)］

F770①[P(SH4())］

F770①｢l>(Sll4())］

ﾍ22[P(SA9)］

A5[P’

ﾍ461P

A387[P」

A433[Pz

“56IP1

B9①｢P1

B21①[P］

B71①[P］

B71①｢P1

B6971Pl

B73()[P］

11764(2)|P’

B737①[P1

B811①[P］

C261Pl

C38IP‐

I)338①｢P1

I)4491P’

l)449

El4(1

E14①｢P1

El4①｢P1

E446｢P］

］

1

種別

向盗系陶器碗

向蓋系陶器碗

白盗系陶器碗

古瀬戸婆力

白盗系陶器碗

向盗系陶器碗

白盃糸陶器1111

土師器(､占代

焼塩土器

l‘1蓋系陶器碗

rl笠系陶器碗

白壷系陶器小碗

I'|蓋系陶器碗

、琵系陶器碗

白盗系陶器IⅢ

大窯尺'1茶碗

|照I謹系陶器碗

rl盗系陶器碗

辿
亨
、 滑妻か報

P|{§l陶磁器

fｲ､1．Ⅱ力

中IEI陶磁器

奇磁香炉か

[1,-瀬戸卸''11

#1.湘戸卸ⅢI

I』1査系陶器航i

｢|】｢Iﾐ|陶磁器

染付lⅢ

連腸(陶器）ノ又Ⅲ

F1.瀬J－J捕鉢

k窯億鉢

''1謎系陶器碗

古瀬戸橘鉢

｢1銭系陶器’111

''1壷系陶器碗

白篭系陶器碗

ﾋ゚ ｺ蓋系陶器111

白盃系陶器碗

''1受系陶器碗

中lkI陶磁器

育磁碗

形態分類

5類

6B顕

4類

法量（c、

lr1径

11－2

12．3

11．U

(］1－(

7 91

iR－I1

13－8

(］3．8

(10－8

］3-0

l(1.4）

12．5

1 ﾜ 偶

(11．6

(8-0

1qn
LaJ,里〃

H－4

|底径

k甥－1

|“
|“

1m一ⅡI

{､71

(4－()）

4－7

5-5

(4．8

(4．4

Ib・Ul

4．N

12．8

5（1

5．0

6．1

4.(1

(4．51

4．0

9

6，0

6－5

器高

､弓

ワ
ー

リ
』

4．b

).4

1,4

5-0

3-5

2.f

1．5

2．4

残存(X/12）

lit*

〔｝

4．1

j‐Z

〕q

1．5

4．8

1．8

1．5

()．I

1，5

11

｢1月

5

9

1

U,6

2．5

0－5

〕貝

3

'｛

0．45

|底部

6

H

1

4．M

5

3-8

12

12

4．5

4

,＋

l()_5

4

12

3

1

●

｣畠

5-6

調 轄等

内外ImLl転ナデ､u転糸切痕

内外面回転ナデ､凹転糸切痕

内外1m回転ナデ､Ⅲ転糸切痕

内面u｣l低ナデ､外面'''1惟竹11り

内外面回転ナデ､底部内.而静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕）

'''1転糸切痕､指ナテ

内外面、I種ナデ､回唯糸切痕

内外面1,1紅ナデ､底部内面静

1t指ナデJnl転糸切痕

内面縦1J向のナデ､外1m指頭

痕

内外面1,1挺ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、凹転糸切浪､板ナデ

内外山Ⅱ｢'1転ナデ

内外ImIn1転ナデ

内外lhilnl転ナデ､底部内面静

''2指ナデ､貼付高台(籾殻痕

''1艇糸切痕､板ナデ

内外面IIII転ナデ､''1転糸切痕

内外ImlI'1転ナデ､内陛面静'’

指ナデ､Ⅲ転糸切浪

内外lmIIIl転ナデ､底部外I向ihIl

転削り

内外l6Il似|転ナデ､内底面静止

指ナデ､貼付尚台(籾殻痕)、'''1

転糸切痕建板ナデ

内外l即nl転ナデ､回転糸･切痕

内外面回転ナデ

|ﾒ1外ldiIIl1転ナデ

内面工具によるIIll蛭ナデ､外
I向i凧極ナデ､hl転糸切狼

内外旧1回転ナデ､胴部から底

部外面I｢'1低削り、削川IWj台

内外IAi凹転ナデ

|ﾒ1外I則1111極ナデ

内面工具による'''1転ナデ､外

面回転ナデ､I''1転糸切疲

内外面回転ナデ

内外出iIl｣転ナデ､''1転糸切痕

内外lrIⅡ''1転ナテ

内外|川但l転ナデ､貼ｲ､1-尚台{籾

殻痕)、llll転糸切痕､板ナデ

lﾒ1外旧i山]転ナデ､I''1挺糸切狼

内外ImIⅢ1転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、|同|転糸切痕

内外lIIilpl転ナデ､貼付-局台(籾

殻痕)､h］1転糸切痕

文様・粕薬

欽軸・錆軸含7．5

YR3/1鼎褐･5YR5／

3にぶい亦褐

呉須外、i：不明内

面：11縁部界線､透

明粕：－

外面'1縁卜に沈線、
青：l()Y6/2オリー

プ灰

灰紬：5YR6／3才

'ノーブ黄

灰利}：2.5Y6/6明黄

褐

呉瓶兇込；界線十

か､昨I部：？、高台外

lHi：界線､透lﾘl紬

天粕：5Y5／2灰ォ

－プ

錆ポ111：］()YR3/2黒

褐

靖柚：7.5YR4/l褐
唯
〈

錆利|含］OYR3/4略

褐

内、I：片切彫りによ

る二重の蓮井文､青
磁：7．5V5／2灰オ

一一プ

胎土色調

lOYR7/l灰I‘」

2.5Y7/1灰白

2.5Y8/2灰白

2.5Y6/］黄灰

t)YH/lj火巴

5Y8/11火''1

5Y7/l灰白

7.5YR5/4に由

い褐

5Y7/2灰黄

2.5Y7/l灰I‘1

2.5Y7/l灰r］

10YR7/l灰l』1

l0YR7/11火I。

5Y7/1灰''1

l0YR8/1j火「I

川
一
ふ

]()YR7/1J火I‘I

7.5YR4/1褐灰

lOYR7／ll火I"I

5Y8/]灰｢］

lOYR8/l灰白

lOYR8/l灰白

2.5Y8/3淡黄

N8/l灰''1

lOYR7／2に』
』
孔

土
旦 柿

7．5Y7/6符

lOYR8／4浅黄

椿

lOYl《8/2灰白

2.5Y7/l灰白

l0YR7/l灰白

2.5Y7/l灰''1

lUYK8／Zﾉ火U

2．5Y8/21火I‘I

5Y7/l灰白

Y6/1灰

lYI《7／2に』

い黄燈

R7／l灰l‘I
)YR7／2に

黄燈

形式･様式なと

北部系11剛式

(脇之島

北部系

(脇之山

古瀬｝｣後期

北部系8型式

(人畑大洞）

北部系11くり式

脇之島

北部系7型式

以降

北部系8型式

t畑大ｵ'1

北部系8型式

(大畑大川)力

北部系

北部系8妬'』式

大畑大附11

北部系11型式

(脇之烏）

北部系7吋ﾘ式以

降

人窯］

北部系7型式

Iﾘ]和）

北部系11吋ﾘ式

脇之烏

古瀬jj後1V占

門瀬戸後IW1

北部系11型式

協之島

連房4小期

【',瀬戸後1V新

大窯1

北部系11鮒'』式

(牢|H）

古瀬戸後1V新

北部系6型式(白

土脱）

北部系7型式(明

和)力

北部系9型式(人：

削,il

南引i糸5型式

北部系5型式(桟

間窯.ﾄー ～窯洞）

南部系6型式力

部系

n之ム

｝

世式

凶式

掲載図1W

挿似1

218

218

218

218

Zl8

218

218

218

218

18

218

18

Z18

18

2
Ｈ
睡

可
１
４

21R

218

ZlH

219

219

2】9

219

19

219

219

219

219

2】9

』19

219

219

21

219

219

219

219

|図版

47

47

47

47

4rf

47

47

47

44

47

44

17

47

47

47

47

47

47

43

42

47

47

44

43

36

47

47

47

47

47

47

47

4

47

47

4

一
・
‐
Ｉ

’
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表77土器観察表(2)

il

219 12

’’

’畠.』

11

’

遺物
番号

57

5月

59

6（

6］

62

63

64

6{

67

6H

69

0

1

4

5

h

77

78

79

H1」

H，

84

雛）

86

37

88

H9

)(）

12

Ll‘イ

94

95

96

”

100

グリット

EK]8

EI1

FIT7

FK1

EM22

FI17

EIl6

EIl6

GR32

GE ”

()P3(）

GI)30

GE29

GK25

GK25

IJB4､苧｡
且｣L二iqJ

H1〕72

HC72

HI)69

111)7，

llE

ⅡB5

『W戸涙同

【lL綴bｲ

IIC69

l’しb(〕

l1C70

HE77

GQ95

(jQ95

(】L98

GN98

(i()l()0

(iN

GO】

GLl(11

GMl(}1

（ｬM101

（}()1()0

M99

CK

CN9－lO

CN9

I)O

II

遺構・層位
[遺構種別］

E52()①｢P1

E757①lPl

E762②[P］

E782①[P］

E800①[P1

E824①｢P］

E829①[P」

E839①|P’

F16①[P」

F33[P］

F449①IP‐

F469①｢I

F1356①[P］

卜138

Fl44

G60の|P］

88(T)｢P1

'1qjワJ1

rlムjLL

lPl､(}包含lWII･lII

〔)166①|I〕’

(}211①'11’

G397(1)

l'|､(;包含屑ハ

G526の[P］

G728①[P‐

H176[P］

H326①|P’

II347①[P］

IlO①lP1

136⑪[P］

1142①[P］

1144①lP1

1208の｢P’

1229①|P

I”5m｢P

1382①[P」

1389①IPl

(〕

[土塁]､C219[SDz

が弓‘〕「-Lw1
華『白Ll｡＝｣

］

[I

種別

I‘｣盃系陶器伽I

Iilm陶磁器

I"l磁碗

、盗系陶器碗

|'lfl陶磁器

青磁碗

''1篭系陶器碗

I'1謹系陶器Ⅱ

中'1§l陶ｲ滋

青磁碗

JLﾛﾛ

百荘

I'1資系陶器碗

向盗系陶器碗

土師器(1''1H

l､皿

上師器（｢1,代｝

焼塩上器

白琵系陶器碗

卜.帥器('''十|t）枠

|博1鋭系陶器碗

'鞭l尭系陶器’'11

I'|鐙系陶器碗

k窯天'1茶碗

【'1.卿「'

卸I|ｲ､j-大皿

｢1,･瀬戸捕鉢

〔｣森系陶器碗

綱恵器材膏B瓢

古瀬戸人ﾐ'1茶碗

涜恵器難B瓢

中lfl陶磁器

I‘l磁杯

人窯建永か

連"F(陶器)メl』Ⅲ

口盗系陶器碗

I',豊瀬戸腰折''1［

I‘l査系陶器小碗

|'|篭系院

~服縁碗

器

血議系陶器碗

白が系陶器航i

｢1，.瀬戸情鉢

I士,･瀬戸有.I｢'壷

t帥器（I1IiH：

鍋･釜

-上師器(''1冊：

塁邑津
"トー迄

|‘|盗系陶器碗

形態分類

人宰府:分顛

、磁碗V剛7

|H分類BI

噸

人宰府分矧龍

泉蕪系-青磁碗

I瀬

ロクロ土師器

ロクローL師器

'》端ri
LJ人只

眺締

3敵

川耳

羽ｲ,1．

去最（c、

n在

15．41

Iq

8－8）

9．3）

(17．2

15．2

7.8

l］

：､6

(11．2

Il2－O

r R 1

17．(）

124．2

(9．8）

底俸

5.(’

8，4

8．2

(5．2

5－N

1

7－41

4．0

8－81

6．1

7．01

4．5）

5－4

【11－5

4 2

6．4

3－（

Mx

(9．0

4．2

FJE

4．(}1

13－71

7【1

器高

4

2．1

2．8

昂f

4．4

2．5

9．3

クリ9

3－9

1q

4－F

残存(X/12

u縁

0-1

(）

(}-8

？
凸

１
４

11

]‐8

4.2

1．5

2.4

Ｊ
６
■

戸
恥
″

1－8

0.4

1

1.5

､

ひ

I

0－5

】

.1－t

’)．1

底部

］

X

、
“

ノ
】

ソ

b

2，5

12

門

12

4－1

4

h

61

h

1

砂

1－5

1－f

1

4

調 整 竺
寸

内外面Ll転ナデ､底部内面静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕

'''1転糸切狼

内外lnilIjl転ナデ繕貼付高台(籾

殻痕)、Iul転糸切狼

内外岨i回転ナデ､貼ｲ･'･高台(籾

殻痕)､板ナデ､ナテ・による'1』I

転糸切痕ナデ消L

内外面回転ナデ､回転糸切披

削l{}高台

勺外血lul転ナデ､貼ｲ､l高台(籾

殻痕)、lul転糸切痕

内外面回転ナデ､貼ｲ､1-問デ：

内血棒状_L具による'111転ナ

デ､外血LlI転ナデ

卜面指頭痕

内外面1,1転ナデ､貼付高台､IIl

転糸切痕

内外面'''1転ナデ､I'｣転糸切痕

板ナテ

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)､板ナデ

内外面I｢11挺ナデ軽IIIl転糸切痕

内l前工具による凹転ナデ轄外

Iii凹転ナデ､h｣1転糸切痕

内外I前'11転ナテ

内外面L｣l極ナデ､iinl部卜．半力

ら底部外[nillIl転削り

内外面回転ナデ

内旧I工具によるh11転ナデ､外

面回転ナデ､111転糸切痕

内外面回転ナデ

内外面回蛭ナテ

指ナデ､削り

内外面工具によるl側|転ナデ

内外面11'|転ナデ､胴部から底

部外血ILl1転削り、削込高

内外面''1挺ナデ､貼ｲ,j高台､IIll

極糸切痕ナデ消I

内外面回転ナデ､''1部下､{'鷺か

ら底部外面回転削り、削川高
一
口

内外出I'且'転ナデ､貼付高台､h1l

転糸切痕ナデ消I

内外面Ll転ナラ

内外面回転ナデ､貼ｲ､l高台(籾

殻痕)、胆l転糸切痕

内面工具による胆l転ナデ､外

I前''71転ナデ､b』1抵糸切痕

内外ImlⅢ|転ナーラ

内外血回転-ナデ

内外面IIIl転ナデ

I|‘l上半外I、ハケ(板)ナデ､底

部外面尚11り、内面ハケ(板)ﾅ
Ｆ
ｒ

内外I、凹転ナデ､貼ｲ､｣.,胃j台(籾

殻痕)､lL』l転糸切痕

文様・軸薬

rl磁：7．5Y6/2灰刀

’一ブ

外向：慨の広い片切

彫りの鏑越弁〕

磁；2．5Y5/3黄褐

背

内面：片桐隊r)によ

る花文､青磁：2．5

GY6/lォ'ノープ〃

鉄軸：2．5YR1．7／I

ド黒

灰利1号5Y5/4オリー
-プ

錆ポ111：5YR3/2陪亦

褐

兇込：「捷濃田｜刻

|･'1

欽袖；7．5YR4/3褐

L'1磁：N8/0灰白

|火利|：2．5Y6/3に』
呼
因

１

l火軸：7．5Y5/31火刻

ﾉーブ

錆軸：5YR5/3に』

い,ﾊﾐ褐

I火軸：1()YR5/4に

ぶ い 黄 禍

胎t色↓淵

lOYR7/1灰、

N7/0灰r］

2.5Y7/l灰|蟹］

褐

YR6／2灰黄

5Y8/l灰白

2.5Y6/l黄灰

l()YR7/l灰I‘I

2.5YR7/I灰向

5Y6／11代

7．5YR6/6桶

lOYl《4／3に

い黄禍･5YR（

6稀

l()YR7/1灰I'’

7.5YR7/6Y締

2.5Y7/2灰黄

2．5Y8/21火r］

2.5Y7／11火|‘I

lOYR8/2灰I‘’

2．5Y7/3浅黄

2.5Y8/3淡黄

ぅY8/2灰I‘』

N7/()j火I'’

l0YR8/1灰|‘I

2．5Y8/I灰''1

2.5Y8/l灰121

lOYR6/l褐灰

'5Y7/'1』斤苗：

lOYR7/l灰I‘1

lOYl〈7／2に』

岬､黄幡

lOYR8/2灰''1

IOYR7/l灰rl

2.5Y8/l灰''1

lOYR8/3浅黄

橘

7.5YR6/6締

』.5Y7/l灰I'’

7.5Yl<8/4浅黄

楯

1()YR7／2に』

い黄樋

2.5Y7/11火I‘I

形式･様Jtなと

北部系7型式(明

、］

南部系5型Lt

l柑部系4恥I』式力

Ⅳj部系5ﾁIl1式

北部系5咽式(窯

111

南部糸就'』式

南部系5剛式

北部系5苅l1式(浅

問窯下～窯洞

南部系5型式

北部系11型式

(脇之烏

叱窒3

古瀬戸後1V新

古瀬Jj後1V古

北部系11封l1Jt

脇之烏

8c前菜､遇1,1窯

というより美濃

須衛製｡Aに似る

古瀬『i後IVW1

c後菓～8c､美

濃須衛

人窯3

i東扉1～2小期

南部系4館'』式

Ili瀬戸後1V勅

北部系3型式(矢

戸上野

北部系

北部系9照!｣式（人

湖1

北部系11吋'｣式

(ﾉI:}H）

7JT刺ノi後1V新

占瀬jJljljⅡI

Ifj部系5吋'｣式

掲栽txIlUH

神1,xl

2]9

‘フ1Q
白且GJ

]9

219

ソ111

219

219

ﾘ1q

219

』(）

リリハ

22(ト

』20

Z(）

22(）

22(）

22{）

22〔

22(）

22［

22U

心
畠

叩
グ
ゴ I

’’11

ZZ（

；城(1

？？、

I

2(1

ZZ(｝

(）

20

リソ｛

22(）

221

1

lxI版

47

41

47

47

47

42

47

4

44

47

44

44

Ｆ
Ｊ
４

ｊ
Ｔ

47

4

4

47

47

47

心1

47

4］

47

35

47

47

７
‐

４
で

47

47

47

47

4

47

48

411

ムムU
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表78土器観察表(3)

’’

’

1 222

(4．1｝

遺物
番号

lUl

l(）

l();｛

104

l()5

l()（

107

lOR

128

129

13(）

］剛

]32

1ぐ4,4

1，脚

］35

136

137

138

139

14{1

141

142

143

144

145

14t

14

148

149

151

151

152

175

アリッI

LKlU

CM9

CM10

CK

CN91(）

CMl(）

CK

CN910

CK

CN910

Cl

CB（

CB（

CB6

CB6

CB6

CB

CB6

CB

CB6

CB6

CB

CB6

CB（

CH6

CB6

CB6

CB6

CB｛

CB6

CB6

CBf

CB6

CB6

CB6

CB6

CC10

遺構・層位
[遺構種別］

C72L土塁」

C72[土累］

C72［上里］

C72I土塁’

C72Il二里1

C72[土塁］

C72｢土塁一

r､'7ウ「_卜.弓1
LヅｨとL－L旦里｣

B387①[SD］

B387①[SD

B387①[SDl

B387①[SI)］

B387①[SI）

B387①[sD］

B387①[SI)］

B387①[sD］

B387①[SDz

B387①[SD‐

B387①[SD）

B387①[SI〕］

B387①(SDi

B387[SDl

B387①ISD］

B387①[SD‐

B387①ISD

B387①[SD」

B387①｢SDl

B387①[SD］

B387①[SI〕］

B387①lSI)’

B387①｢SD1

B387①｢SI)1

B387①｢SI〕1

B413③)｢SD1

樟Mll

占瀬戸縁軸小'''1

古瀬戸卸皿

Iii瀬ﾉーj卸lIIl

[f,､瀬1-J折縁深皿

連房(陶器）

折縁鉄絵Ⅲ

古 瀬戸茶釜

大窪桶鉢

連房(陶器）捕鉢

土帥器(llliH

茶 釜

''1盗系陶器’'11

''1査系陶器Ⅲ

古瀬戸底卸I|ⅡⅡ

大窯灯明Ⅲ

大窯灯明'111

大窯端反Ⅱ

大窯端I史IⅢ

人窯

九Ⅲか端反|Ⅲ

連房(陶器

心野ﾒLⅢ

連房(陶器）
鉄絵''1

大窯小天｜｜茶砿i

人窯天11茶碗

連房(陶器）香灯』

''1－瀬戸香炉

産地不lﾘ}

丘世陶器1噸鉢

ﾊﾐ窯補鉢

大窯捲鉢

大窯捨鉢

i榊附妻

'1'国陶磁器

、磁皿

'11国陶磁器

|‘I磁杯

'(1国陶磁器

肯磁腕力

|'国陶磁器

染付''11

i'国陶磁器

染付Ⅲ

L帥器(''1冊ご）杯

形態分類

9B妬

14C賊

焼締タイプ

焼締タイプ

袴腰lf

筒叶

9B類

13A類

9A，噸

左
手 府分畑''1

磁IllllX頬？

森''1分噸D群

野分蹴皿

壮f
恒.『

l､野分顛ⅡⅡ

けM
1】↑

ﾛｸﾛ土師器

法量（c､）

11径

kり．。

11．4

8-,1）

l〕ツ1

(10.(）

19.8）

,9－1｣

l().6

（l().9

(11．6

8．4）

rllワ
1 4 』 一 色

(13－8

9.U

128.9

(29-5

(29_(）

8-(〕

:〕

底径

4．5

(./，0

4．1

6-0〕

10.(】

4．0

4．1）

、．0

(6．21

9.8）

(5.6｝

6-8

3.3

4.2）

7.4

fi－3

4．4

器高

1．と

1．(’

1．7

2－4

乙

2．3

2.3

2.4

4．4

6．2

2－7

浅存(X/12）

11縁

<1

().8

I

1．4

1

0

】

1．5

1－5

ワ
〕

4

Z，･

5q

4－2

1

2

4

1．5

3

11

Z 2

(）9

(),7

1

0．7

3.5

底部

門

2

2

2.5

:+,4

5

4.5

lZ

7.8

4．2

H

1ウ

I

12

8

4

1:』

5．7

,淵整等

内外lIlI回転ナデ､回転糸切狼

内外旧il且'転ナデ､I|ﾛ1部外面'''1

転削り

内外filI1l転ナテ陰､M転糸切痕

内外面回転ナテ

内外服|凹転ナデ､11.1部から底

f外面'''1転肖|lり

内外KII凹転ﾅﾃ

L4l外面回転ナデ

内外I向1回転ナデ

|ﾉ1外出I凹転ナデ

内外ImlⅢl嘘ナデ､底部内面静

|'．､指ナデ､InI転糸切狼

内外面回転ナデ､底部内面静

11才旨ナデJnl転糸切娘

|人l外IAiII1I転ナデ？、貼付高
DJ，
【1

内血工具によるIn1転ナデ､外

lhlIIII転ナデ､''1|転糸切披

内I、工具による''1|転ナデ､外

lrli胆I転ナデ､lul転糸切痕

内外面l1ll転ナデ､''1部から底

部外ljiM姪削り、貼付I舟 古

内外I前凹転ナデ､''1部から底

部外由1回椎削r)、貼付高台

内外161凹転ナデ､''1部から底

部外l前I1j転削り、MlIi付I笥古

内I削IIJl転ナデ､外IHil1Il転削り

＃l｣出高台

|人l外面1,1転ナ･デ､胴部から底

部外面回転尚'1り、削出高台

内外旧illIl転ナデ､''1部から底

部外哨i凹転削り、削出高台（I

瓶

内外旧i凹転ナデ､I|ﾛ1部から底

部外面何転肖'1り、削出尚台(11

伽

内外面回転ナデ

内外lIlilIlI転ナデ､回転糸切痕

三〃

:りmilIll転ナデ､'Ⅱ部~ﾄー 半外面

'''1転I‘111り

内外面''1惟ナテﾞ

内外面回転ナデ

内外1，回転ナテ

内外面l｢'1転ナテ

肖|l出｢1.fj
ユ
ｒ

内外面IF'1軽ナデ､山l転糸切披

文様・軸薬

|火利I：5Y5/3灰オ

1－プ

灰軸：5Y6/3オ'ﾉー
一
風

｝
／

l火紬：2.5Y7/3浅黄

鉄紬兇込：蘭竹-文、

灰利|･長{j軸：5Y6／

3オIノープ黄・2．5

Y8/2灰l‘1

錆粕：7．5YR4/3褐

錆軸：5YR4/6亦褐

錆利|：2.5Y3/2暗訓

褐

兇込：沈線による同

心､円.文､灰粕：7．5

YR7/3浅黄

見込：｜､|」化文（菊

文)､l火軸：5Y6/3才

リープ黄

見込：印花文(桔梗

文）、灰利I：7．5

YR6/2灰オリーブ

兇
込
小

長イf和I：2．5Y8/21A

白

鉄軸見込弓圏線十

蘭竹文､長,口駒||：2．5

Y8/11火|'」

錆袖･鉄軸：5YR5／

3にぶい亦褐・5

YR3/3暗亦褐

鉄軸：7．5YR2/3種

|瑠褐

鉄利|･錆袖:7.5R3／

2暗亦褐､2.5Y5/3赤
褐

鉄軸：5YR3/1,蝋褐

鉄袖：7.5YR4/4褐

錆府|{：5YR4/1褐灰

錆軸；l0R4／11{I.『赤

灰

錆利|：2．5YR2／l融
里
必

錆軸：5YR3/2暗狗

褐

I'1磁：2.5GY7/lﾄﾘI

オlj－ブ灰

I‘l磁昌2.5Y8/l灰''1

青磁：2.5GY6／lオ

ノーブノ火

呉須外lilI：波涛文

‘鼎;・界線、内山i：界

線､透lり}粕

呉頒外、：界線･芭

蕉葉文､内血：界線.

ｨ､Iﾘl、渡明利’

lそ'1化丈(菊-文

J火府'1：5Y6
一
旦

↓
／

胎L色調

2．5Y8/1灰Iｲ1

5Y7/11火I‘I

2.5Y6/1黄灰

2．5Y7/l灰''1

lUYl《．/／2に．ふ

い黄楕

lOYR7／3にぶ

ぃ黄楕

2.5Y7/l灰I'1

2.5Y7/1灰rl

5Y7/2灰黄

lOYR6/l褐J火

5YR5/l褐灰

2.5Y6/2灰黄

2.5Y7/l灰|"I

l()Yl《7／2にマ&

黄機

lOYR8/l灰rl

2.5Y8/l灰|‘」

7.5YR7／3にふ

い椿

l()YR8/2灰l’］

l()YI《7／2に』．

い黄楕

7.5YR7／4にふ

い樋

』.5Y8/3淡黄

IOYR8/4浅黄

椿

l()YR8/2灰I'I

lOYR6/1褐灰

N7/(}灰白

5YR7/1灰rl

N7/0灰I‘I

N8/O灰''1

5Y8/1灰l‘1

lOYR8/4浅黄

樋

YR7／4にぶ

v,黄燈

5Y8/2灰白

5YR6／4に』

い桁

,'1】同ノロ11－'

1」ﾐｲﾉ,ツレー￥さ

r樋

形式･様式なと

古瀬戸後IVIl,．

古瀬戸後IⅡ

古瀬戸後期

f,､瀬戸後111

連房2～3小期

古瀬戸後1V｢も．

人窯3後半

連房1小期

北部系7型式以

降

北部系6型式(白

土原）

古瀬｝J中II

尺窯2

大窯3

大窯1

k窯1

人窯1～2

連腸l～2小期

凍房2小期

人窯1

人窯3前半

古瀬戸後1V占一

～新

大窯3後半

大窯4前半

大窯3前半

常滑6～8型式

掲載図版

挿図

221

221

22］

1

221

221

221

1

221

ワリワ
=色々

222

222

222

222

？

』22

畠盈ﾑ

222

ワワワ
巴白白

2

222

22

22Z

222

22色

222

222

223

223

23

』23

223

224

Ixl賊

48

48

48

48

48

4卜

48

48

48

48

48

48

48

48

4H

36

48

48

48

36

36

48

44

48

48

48

』貝

48

41

41

42

43

4

4b

I
I
［

I

山
Ⅱ
、
ｖ
’



147

表79土器観察表(4)

ソｿ

225

5

遺物
番号一

176

177

178

17[1
4pLF

180

181

l卜

183

184

185

186

］R7

188

189

190

］91

19

193

194

195

19｛

197

198

199

Z()1）

2()1

20

203

04

205

20（

ZU・ィ

ゾ|ﾉット

(JClO

CF10

CEl(）

CI)1，

Cl､10

(JElO

CE］

CF10

CFlO

CE1(1

CD1I）

CElO

CElO

CEl(〕

CF1(）

CI)10

CEl(〕

C卜､10

CEIO

Cf‘､10

CI)l(】

CDlU

CFI(）

CI)10

CFlO

CDlO

CF1

CFlO

CDlO

CF10

〔〕E10

し''1U

屑位
崩|l］

B413③[SI)」

B413②[SD

B413②｢SI〕

B413③[SD］

B413③ISD］

B413②lSI)’

B413②｢SI)］

B413③｢SDl

B413｢SD1

B413③｢SDl

B413③｢SDI

B413③[SD］

}；413③[SD」

B413(3)｢SD1

B413③ISDl

B413③｢SD1

B413③ISI)」

B413③[SD］

B413③｢SD1

B413③[SDl

B413③[SD‐

B413③ISD

B413③｢SD

B413③[SI)」

B413③ISI)’

B413③ISD」

B413②．③[SD｝

B413③｢SDl

B413②｡③lSDl

B413②｢SD1

B413③[SDl

B413③lSDl

係別

目 恵 器 杯 詩 C 剛

''1査系陶器碗

1塁I箆系陶器碗

I'|餐系陶器碗

''1篭系陶器碗

''1壷系陶器碗

1.
｢】 瀬『i縁軸小’

古 瀬戸緑利|小'111

古 瀬戸

卸11付人Ⅲ

k窯灯uj]'111

k窯灯lﾘllIIl

人窯灯lｻIIIll

大窯灯明''11

大窯灯lﾘlIlll

大空メI｣|IL

上窯丸Ⅲ

大窯稜皿

k窯端j史'111

夫宰

iL皿か端』又皿

大窯端jえIlIl

大窯端反||Ⅱ

人窯稜lⅢ

連房(陶器）

志野九Ⅲ1

k窯メIⅢ

連房(陶器）丸皿

申勝(陶器）

志野丸llu

j虫腸(陶器）反'111

連房(陶器

志野丸皿

連屍(陶器

志野九皿

連防(陶器）

折紘鉄絵皿

里房(陶器）

鉄絵lⅢ

連房(陶器

鉄絵皿

形態分類

焼締タイプ

焼締ﾀｲﾌﾟ

焼締タイプ

焼締タイプ

陶胎タイプ

法量（c、

u礎

(18－2

12-0）

(9H

(9．8

1()‐11

]0（)）

10.8）

11-91

10．5）

10－7

9．2

11．4

(10－6

11－2

11．3

11．(）

11．61

12－5］

13－4｝

12‐（

(12－1

12．8）

12．0）

12

底径

(5．11

品01

6．1

5－（

5－3

5．1

4．6

4．4

(4.R

3

(4.(）

6．1

5－4

5－8

5-8

5．1

6.(）

6．8

5．4

ｰrl

7．4

(5．H

5．6

(8－6）

6．1）

6．5

(7.()）

ﾛ.ﾑ

器高

７
０

、
ノ
ゴ

リQ
吟｡L,

］

2.4

2.5

2-8

2-6

）q

.｛

句

2－4

2－4

）’1

2．6

7

r〕ﾜ

5

再
Ｊ

、
〆

2－4

2．3

残存(X/12

口縁

0.2

1

0．1

3．H

4

4

b

1

'1月

Ｈ
Ｕ

【).2

5-5

1

⑪

1－1

I

2

1

1－5

2 5

¥

底部

11

b－b

6

7

6

12

12

h

4

5

6

1．5

6．5

12

9

12

12

1.〉
且凸

12

4．5

11－1

1．9

3．4

』

12

７
Ⅱ

調幣等

内外miiul転ナデ､頂部から胴

部外血中程にかけてM転削り

内外1m回転ナデ､底部内面静

止指ナデ､貼付偶i台(籾殻痕)、

kll転糸切痕､板ナデ

内外面

止指ナ

lp1転ナデ､底部内阻I静

デ､貼ｲ1－高台(籾殻痕)、

回転糸切痕､板ナデ

内外miIuI転ナデ､貼付i胃i台(籾

殻痕)、[''1抵糸切痕

内外面回転ナデ､底部内Ihi静

11.指ナデ､貼付高台(籾殻痕

回転糸切痕､板ﾅデ

内1町工具による凹転ナデ､外

旧i回転ナデ､回転糸切娘

内外血回転ナデ､凹転糸切痕

内外1，回転ナデ､回転糸･切痕

内外面回転ナデ

内面工具による

出ilL』｣転ナデ､u'原

内面工具によるIIll転ナデ､外

IhiDil転ナデ､凹転糸切痕

内面指頭による1111転ナデ､外

面回転ナデ､I｢'1転糸切痕

内IAi指頭によるIlll転ナデ､外

旧i胆l転ナデ､凹転糸切痕

内面工具による|Ⅲ1転ナデも外

Imll1l転ナデ､lIll転糸切狼

内外面Iul転ナデJhl部から底

部外血但l極削り

内外ImIll転ナデ､川部から底

部外面1,1転削り、貼付高
凸
．
Ｊ

ざ
に

内[前M抵ナデ､外面'''1転削り

削込高台

内外血lMl転ナデ､''1部から底

部外血回転削り、貼付高
、
１

ユ
に

内血凹転ナデ､外面1111極削り

貼付僧』

内外|自I凹転ナデ､Ilpl部から底

部外面Inl転削り、削出尚台

内外面Ip1転ナデ､Ildl部から底

部外血回転削り､貼付高 I】

力外面'''1転ナデ､胴部から底

部外|向ⅡⅡ1転削り、削込高7

内外Imll'|転ナデ､''1部から底

部外IhiiIl1転削り、ハリ出尚古

内外Ihil肌|転ナデ､''1部から底

部外直illjl転削り、削込高台

内外lAilll1転ナデ､胴部から底

部外面IIJl転削り､削出高
殉
Ⅳ

一
に

内外IAiIl1l転ナデ､111部から底

部外血仙l転削)､削出高台

内外血凹転ナデ､Ilnl部から底

lｻﾙ外旧Iulj鞄:月リ

内外岨i回転ナデ､胴部から底

部外旧i回転削り､削出,宵〕 一
ｕ

内外I力illll転ナデ､胴部から底

部外旧i世l転削り

内外面回転ナデ､服部から底

部外面回転rlIlり、削出高台

内外値1回転ナデ､''1部から底

邪外面hI転肖'1り、貼付高T催i

外面1口｣転ナデ､111部から底

邪外面|Ⅱ|転削り､削出高

転ナデ､外

切痕

文様・軸薬

I火軸：5Y6/4オ'ノ

γ黄

|火利l：5Y6/3オリー

7'黄

鉄柚：5YR4/4に』

ハ捜

灰柚：5Y6/3オ’j－
一
国

↓
／

'火軸r5Y7/3浅黄

～7.5Y5/3灰オリー

ブ委

鉄粕か：5YR4/2灰

縄

見込：11］化文（菊

文)、灰軸：5Y6/4オ

)－ブ黄

見込：印花丈（菊

文)､I火痢'1：7.5Y5/2

|火オリーブ

I火軸：5Y7/2灰rI

|火軸：7．5Y7/2灰

白・7．5Y4／3暗オ

’一フ

鉄卿|｜：5Yl《2／2黒

掲・7.5YR3/3暗褐

長イ,､利1：2．5Y8/2灰

｜’

齢粕：］()YR4/3に

ぶい黄褐･lOYR3/4

暗褐

灰軸：5Y7/1灰白･5

f6/2灰オリーブ

長イ淵''二5Y7/l灰|‘I

吸利1：5Yfl／21パオ

づ

銅緑哨'11ﾉ11Hi号部分

的に落としたもの

か､長イi袖：5Y8/1

l火''1

長石粕：2．5Y7/2灰

黄

鉄軸内Ih1：崩れメ

曲竹文､灰紬；5Y6

3才'ノーブ黄

鉄袖｜ﾉ11向I：Ll1火に

二重の圏線､その外

1,11にI‘l『fI[文､灰利l;

1()YR7/3にぷい黄

橋

鉄粕内IAi：蘭竹文

圏線､長fI･軸(灰軸尤

も）：2.5Y7/3浅黄

胎一t色調

2.5Y6/1黄灰

』.5Y7/l灰|"I

lOYR7/2に』

黄楊

Y7/1灰白

5Y7/1灰rl

2．5Y7/l灰I‘」

lOYI<7／lj火「I

10YR8／3浅黄

符

l0YR6/1褐灰

7－5Y6／11火

5Y6/1脚火

5Y6/】灰

l()YR8/2灰I‘I

lOYR6/1褐)火

』.5Y7/l灰1塁’

5Y7/2灰''1

lOYR6/l褐灰

2．5Y8/l灰''1

l()YR7／2に￥ふ

い蛍朽

1()Yl〈7/l灰rl

lOYR7/1灰''1

5Y8/l灰|よ］

2.5Y7/l灰''1

2.5Y7/l灰I‘I

lOYR8／3浅黄

婿

5Y7/2灰白

5Y8/l灰rl

2.5Y7/2灰黄

5Y7/2灰凶

lOYR8/2灰I‘」

2．5Y8/2灰

lYR7／3に

黄桧

形式･様式なと

8c前半､美濃須

酌

北部系7堀式(則I

札1

北部系7淵'1式(Mjl

*|I

北部系5剛式(窯

巾I力

北部系7型式(明

*11

北部系]1型式

脇之烏

古瀬戸後111～後

Ⅳ【11

古瀬戸後1V新

古瀬戸後Ⅳ新

k窯2

k窯2

大窒1

k窯1

k窯4

A一幸ワ

A一幸ウ
.、j唖好学

大窯3

人窯I

大窯1～2

大窪’

大窯1

大窯

連房3小期

大窯3後半

里房1小期

哩冴2小野’

抄舟3小斯

連房1小期

連房l小期

連房2～3小期

述腸1小期

連房1小財I

掲載図版

柿【又］

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

22
４
４
函

224

224

224

224

224

224

224

224

225

乙&､

225

2Z5

ソソ弓

225

ムム

乙&》

225

F》贋

bX1版

48

48

18

4H

48

48

48

3（

48

45

48

48

48

48

48

1妬

4N

48

4H

3（

36

36

45

4ト

48

4t｛

4卜I

48

45

18

48

48

11

Ｆ
ｌ
ｒ
ｌ
ｌ
卜
Ⅱ
‐
‐
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表80土器観察表(5)

ZZ

227

遺物
番号‐

Z()8

{}9

210

11

12

213

214

215

216

17

18

19

，？、

22］

222

223

224

Tざ、F■

‘4茨〕

’？5

色色ｲ

128

229

ロ 】 F F J ,

fqTU

23］

〕ず］

233

234

2 5

ZJb

$職

グリッ｝

CClO

ハT,1ハ

レLノ上U

CElO

CE10

CElI

CC10

cc

CFlO

CF1I

CFlO

CDl(）

CE1(）

CF10

CC10

CD1(1

CD10

CFl(）

CI､10

Cl)10

CI)10

CE10

ハF1rb

L‘I且lU

CFl(〕

CClO

CElO

CE1(）

CClO

CDl(’

CDl(）

CElO

CE10

CI『10

u)10

CCl(）

遺構・層位
｢遺構種Mll］

B413③[sD』

B413③[SD3

B413③[SDz

B413③[SD」

B413③｢SD1

B413③[SI)］

B413③[sD］

B413③｢SD1

B413③lSDl

B4I3③[SD］

B413②.③lSDl

B413③lSI)’

B413③[SD。

B413③[S、］

B413③[SD」

B413②｢SD1

B413③lSD1

B413②｢Sl)］

B413②[SD］

B413③ISD’

B413③[SD］

B413③[sD］

B413③lSDl

B413②lSDl

B413③[SD‐

H413③[SI)］

B413③lSDl

B413②.③lSI）

B413③[SI)1

B413③[sD］

柿 別

虚房(陶器）

鉄絵IⅢ

連房(陶器）

折縁鉄絵皿

大窯人I|茶碗

古瀬戸天I|茶碗

占瀬ﾉｰJ天'1茶碗

占瀬戸天I]茶碗

大窯犬'1茶碗

大窯天目茶碗

k窯天11茶碗

大窯火11茶碗

連房

火’1

(陶器

茶碗

に窯天11茶碗

大窯簡形碗力

逆腸(陶器）丸碗

逆}オ(陶器)カ

メI碗

連房(陶器)力

丸碗

連房(陶器）丸碗

古 瀬f-J香炉

大窯仏齢l具

古瀬戸花瓶

連房(陶謝

筒踊lJ向付

連房(陶器

徳利力

If1､瀬戸祖I敬懐壷

''1.瀬戸茶釜

''1鋭系陶器水性

連勝(陶器）

片11鉢

大窯Ⅲズ

中.房(陶器）人Ⅲ’

占瀬戸捕鉢

古瀬戸捕鉢

形態分●噸

袴腰期'』

蝉式

｝棚

4類

法量（c､）

口径

fl'辿り
kL,』.と

(］2－4

l］、3

(11

l］‐(］

12．4

12.(）

11．8

12．0）

12_f

(I1f

(11－1

(6.5）

(9.〔

(2］、8

底径

8－1

6．9

4．0

'1．1

3

5－4

5．2

4．7

1u

5－(1

9 0

｡．Z

(10．9

12．4

18_()）

器高

2－1

2-5

5．8

7.8

I

残存(X/12

|l縁

().2

2－5

H

1-5

lq

2.5

5.7

]、6

1．3

1．1

!｛5

)に

4－5

2

2．5

1

0－7

底部

2－4

4．3

12

］2

12

12

12

リ
』

１
４

3

12

ワ

7－5

7

15

調 整等

内外血回転ナデ､''1部から底

部外面回惟削り、削出高
，
一
口

|ﾒ1外旧IIIl転ナデ､Ilnl部から底

部外面'''1種削り、貼付高 一
口

1外I山il1]転ナデ､胴部から底

部外I前皿転肖11り

内外面回転ナデ､Ildl部から底

部外面''1転削り

|』､l外|AI回転ナデ､''1部から底

部外面'''1強削り

内外面1,1戦ナデ､胴部から底

部外岨ilL』｣転削り

内外面'''1転ナデ､胴部から底

部外ImInl転削り、削出高台（11

帥

内外面'''1蛭ナデ､''1部から底

部外lmInl転削り､削,!|I高台(II

類）

内外I前''11転ナデ､胴部から底

部外lmll'|転削り

内外lmllIl転ナデ､助I部から底

部外|帥｣l戦削り

内外面'''1転ナデ､''何部から底

部外|Ailll転削り

内外ⅢⅡ''1転ナデ､肋1部から底

部外面Ⅱ蛭削り、削出I笥台(11

頚）

内面凹転ナデ､外出11判l転削り

貼ｲ､｣．,断台

|人l外旧11M|転ナデ､1N部下ﾕド外

|、回転削り

'1，1工具による回転ナデ唱外

面'''1転肖りり、貼付高台

内面回惟ナデ､外旧I工具(板状

か？）による『1転ナデ

内外Ihi凹転ナデ､Iipl部から底

部外面1111転削り、削出I高 11

内師工具による回転ナデ､外

血1．1|転ナデ軽回転糸切痕

内外面回転ナデ､凹転糸切痕

内外旧i回転ナデJIIl極糸切痕

内外面h'1転ナデ､胴部から底

部外I前lnl転削り、削出高Tど『

内外面[''1枢ナデ､1『l部下半外

mIFll転削り

内外''11｣|転ナデ

|人l外1,1脚l転ナテ

|ﾒ1外161凹転ナデ

内外曲iII1l転ナデ､川部から底

部外面hI転削り、削f11高 ，上、
に1

内外1帥bI1転ナデ､''1部から底

部外ImM転i‘jllり、削込,Ri台

内IIlIIul転ナデ軽外面1111挺尚||り

貼付 高台

内面回転ナデ､外面工具によ

るIn1転ナテカ

内外Ini回転ナデ

文様・軸薬

鉄軸内面：中央に

二頭の圏線､その外

周に唐草文､長而
紬､2．5Y7/2灰黄

鉄利1兇‘込：蘭竹文、

長石軸･灰袖；2．5

Y7/4浅黄･2.5Y7/3

浅黄

鉄軸･錆粕:7.5

YR3／2黒褐・7．5

YR6/4にぶい椿

鉄軸･錆軸：5Y2/2

黒褐･7．5YR3/3暗

褐

鉄粕･錆111：5YR1

7/l黙･lOYR4／l栂

｢火

鉄軸・錆淵'1：1(｝

YR1．7／l黒・7．5

YR4/4褐

錆軸・鉄府'1；2．5

YR5/4にぶい亦褐・

2.5Y8/3淡黄･7．5
YR4/2灰褐

欽軸・錆袖：lO

YR2／2胤褐・2．5

YR3/6赤褐

鉄軸：lOYR1．7／I

上,$､1.7.5YR3/3暗褐

鉄軸：lOYR3/4暗

褐

鉄袖：7．5YR3/411i､1

f崎

鉄軸：5YR4/4にぶ

い亦褐･7．5R2/1赤
L+1

鉄附||(瀬戸黒）：2．5

YR3/l暗亦l火

|火淵'1内Ⅲ1号流し掛

け､鉄胤||：7．5YR3／

4暗褐

釦：粕：lOYR2/1黒

胴緑''1：7.5Y5/3灰

オ'ﾉーブ

|火哨|｜内川：流し掛

け､鉄軸･灰粕：7．5

YR3/3暗褐･N2/0黒

鉄利l：l0YR2/3蝿

褐

灰粕；7．5Y5/3)火才

|ﾉープ

外旧j；横位沈線､灰

紬：7．5Y5／3灰オー

ノーブ

鉄軸外面：螺旋状

の鉄絵､長石利|:2.5

Y7/2灰黄

灰淵||か外1m：流し

掛けか、鉄府'1:5

YR2/2黒褐

欽軸：7.5YR3/31晴

褐

錆紬：7．5YR4/3に

ぶ い 黄 惜

I火利|：5G6/1緑灰

鉄柵：7．5YR3/1黒

閲

|｜内lili：長打

2．5Y7/l灰I‘I袖

鉄軸内|､:鉄絵､長

石軸･錆軸：2.5Y7／
2灰黄・7．5YR4／3

褐･N3/0階ル

錆flll:5YR5/4に」

い赤褐

錆利1：5YR4/6亦褐

胎土色調

lOYR8/3浅黄

婿

2.5Y8/3淡黄

柿

YR8／4浅黄

l()Yk7／2に

い黄幅

lOYR4/1褐灰

2.5YR7/2灰黄

2.5Y8/2灰rl

l0YR8/2灰白

1()YR8/2灰白

lOYR7/l灰臼

10YR7／3に』

い･黄櫨

l0YR8/2ﾉ火I'’

I0Yk7／3に』

い黄栂

5Y7/11火I‘1

2．5Y8/2灰l'｣

2．5Y8/3淡昔

5Y7／1J天「1

2，5Y8/2灰''1

2.5Y7/2灰黄

l0YR7/3に』

い哉栂

lOYR8/2灰白

2.5Y7/l灰白

l()YR6/1褐灰

lOYR7/3にふ

い黄桁

lOYR6/l褐灰

2.5Y7/3浅黄

1()YR8/2灰｢］

5Y8/2灰白

lOYR8/2灰向

lOYR7／2にぶ

U、苗椅

形式･様式なと

連房l小期

連腸2～3小期

大窯1

古瀬戸後1V新

古瀬戸後1V新

凸瀬戸後1V新

･人窯3後半

人窯3前半

大窯4赤

大窯2

望房2小期

に窯41jij半

大窯4前半

連乃F3～4小期

連房3～4小期

連房]小期

連房3～4小期

古瀬戸後1V古

～新

大窯1

占瀬戸後I， 古

迎腸1小期

連房3～4小期

古瀬戸後期

I1i瀬ﾉi後1W,．

北部系5咽式､花

濃貌衛

厘房5～7ﾉ1,期

大窯4後半

連房1小期

占瀬戸後1V古

占瀬戸後Ⅳ新

掲載Ⅸ1版

神【叉1

3

225

プリr馬

225

225

225

225

25

225

22

3

、
〃

226

I2f

226

I

ZZh

226

226

226

226

226

22（

ZZt〕

226

qp5Df司

星酋乙、

226

226

22

Ⅸ1版

18

48

36

48

48

48

49

36

49

49

49

45

49

49

49

49

49

49

)6

49

f妬

49

49

49

49

49

49

36

49

49
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表81土器観察表(6)
｜
、
Ｊ
ｌ
ｉ

241

228

リリ

凸.『

’

物
号

遣
番 グリット

遺構・哨位
遺構種別’

極別 形態分●fII

法置（c､）

【1径 底祥 器｢高

残仔(X

11縁 底F

238

23山

241

ノ

243

44

45

1

47

248

249

25(】

251

に『〕

に｡］

254

5月

Z51

》月

Z58

蝿19

6(）

Z61

262

26

64

65

bb

67

268

26

27(｝

271

CEI(〕

CClO

CCI1

CD1(）

(_X

C(：

CF1（

CD]0

が『、ﾏ『、

しLJ上U

U

し
に

し1

Ｕ
Ｃ
Ｃ

し
Ｃ

C

【〃I

E（

CEI(1

CE1(1

CClO

し卜､l（

CE1(）

L;l)]0

CE1(）

CClI

C(JlO

（:(）11

CKIl

CMll

CLll

COll

CK－

COlO－

l2

COll

ハゲ、11

一kJ11

CK

ｊ
‐

B413②ISD’

B413③【SD1

B413③[SDI

B413③｢SD1

B413②|SDI

B413③lSI)’

B413③[SD

B413③ISI〕

B413③[SD二

B413③ISD’

B413③[SD］

B413③[SD」

B413③[SD］

B413③lSD1

B413③[SD」

B413G)[S、」

B413③lSDl

B413②[SD1

B413③｢SI)］

B413③[SI

B413③[SDT

B413②[SD］

B413③lSDl

B413③｢SD1

B413③[sl〕」

C71排水溝[SD］

C71②lSD］

C711SDl

C71②[SD。

C71｢SD1

C71｢SD.’

C71｢SD‐

ハ房11FT、

しイlLDlJ

C71②[SD」

占瀬ﾉｰi捕鉢

大窯描鉢

人窯憶鉢

大窯捕鉢

に窯播鉢

人窯桔鉢

犬:窯捕鉢

l忌窯拙鉢

･人窯描鉢

大 窯 捕 鉢

大窯儒鉢

速房(陶器）捕鉢

大窯捕鉢

iif瀬戸擢鉢

常滑饗

常滑害

中間陶磁器

白磁ⅡⅡ

P問陶磁

I'|磁llIl

器

'|j｢fI陶磁器

古.磁稜花''11

'|'|玉I陶磁器

F'j､磁碗

Ill田陶磁滞

青磁碗

lIlLfl陶磁器

,書j･磁碗

Ilm陶磁器

没付1111

'1匹|陶磁

fｲ､j-碗

器

中田陶磁器

衆付碗

上師器(111紐

灯Hjl皿

tl｣･瀬戸fl｣|iⅡ

連房(陶器）香灯』

''1.瀬ﾉーJ＃『縁深'''1

連房(陶淵

灯明皿(油Ⅱ）

連房(陶器）

灯明1111(油皿

連房(陶器）

tI明Ⅱ(受lⅢ

屯房(陶器）

染付小粁、

|"I盃糸陶器

有~耳壷

5頬

〕A，伽

9A，耐

8B甑

〕A瀬

l3B酌

l4B知

9A，蚊

I4C湖

]4C類

14戸康而
l‘土し火只

森IⅡ分類I)群

森}11分類E

群？

卜･'11分知BI

orBⅡ知

1冊|分顛BI

樹i
~、

大宰府分類龍

泉窯糸青磁碗
I智I？

小野分類HllC

群

1､野分類碗C

群

ロクロ1．.帥器

筒型

暁締

ﾘﾘ叫．

(30

130－4

必M－U

(30－6

(29－7

26．H

29．4

〕2－4

34.()）

10-0）

13－5

11．91

l］、6

(7.7）

1

6.7

ｲｰ;〕

6-4

10．8

j－N

13．4

1－(

6．U

3．2

5．(）

2．8）

{6-0）

16．0）

1.4

1．3

2-8

2－4

6．U

1－2

］、6

1－9

2

0.9

1－5

1－6

2．1

1．3

ﾘ

I

1．2

I)_7

1．4

1．14

1．3

0-7

1．5

1－2

1．6

4.5

3

()_4

0.5

(16

12

12

12

10－5

Ｒ
》

’
川
工

I

2．5

）耳

ワ
ム

１
１
且

12

■Ⅱrl

4

1

12

12

12

内外面I''1挺ナデ

内外出他l転ナデ

内外面回転ナラ

内外面|口|転ナデ

内外曲ilⅢ|転ナテ

内外milNl転ナテ

内外面'III種ナデ

内外面'''1挺ナデ

内外面'''1種ナテ

内外面'''1挺ナラ

内外l6IlLll転ナテ

内外面lml転ナデ､胴部外lmu

転削I)

内外面回転ナデ､価|転糸切痕

内外面回転ナデ､同種糸切痕

内外面回転ナデ

削出高台(扶r)込みあり）

削出,卿』 一
ｕ

尚ﾘ出高台

削込尚 L｣

削出高右

内外lAiLl｣転ナデ

内外IAi回転ナデ

11縁部内外miM転ナテ

内外面|Ⅱ|転ナデ､底部外面IlIl

蛭削り

内外面'''1転ナデ､胴部から底

部外血凹転削’

内外面皿転ナデ､''1部から底

部外旧11'1種削り

内外面I且'転ナデ､胴部から底

部外面回転削り

削出,断fi

内外Ⅲ1111挺ナデ

錆軸：5YR3/2暗流

褐

錆利I：2.5YR3/2蹄

,永褐

錆軸：］()R4／I暗亦

|』〃

錆判|号1()R4／l暗亦

I』庇

錆咽'1：5Y3/2晒赤褐

錆軸：2．5YR3/lIIH

示灰

錆軸：2．5YR4/3に

ぶ い 亦 褐

錆軸：5YR3/2暗亦

褐

錆剛I：7．5R3/21}1．f赤

褐

錆粕：7．5YR3/l黒

褐

錆袖：1()YR5／1閏

|｣A・

錆府||÷7.5Y3/2黒褐

鈴紬：l()R3／1暗ﾉハ

I死

錆紬；10R3/1NI.f亦

|JA

白磁言5Y8/lj火旧

I』]磁：5Y8/l灰白

内1，号沈線による),!『

草文、青磁：2．5

GY6/lオリーブ灰

外面：片切彫りによ

る蓮弁文､青磁：7．5

Y5/3灰オ'ﾉープ

外Ihj：片切彫りによ

る鍋蓋弁文､内1m:

「顧氏｣銘､青磁:lO
Y6/2オI)一プ灰

青磁：l()YR7/1灰

I」

呉緬外血:u縁部

付近に波涛文帯J'1

部に芭蕉葉文､内

血；樹木or花､透lﾘI

軸

呉須胴部外IAi：唐

申文･蓮弁（?）'冊;､内
l削見込：花井･界線、

透lﾘ1軸

呉須見込：111水文

か､高台外面号界線､

透 明 軸 ： －

灰軸：2．5Y6/4にvj

い雷

I火軸：2.5Y6/61ﾘI黄

褐

I火粕：2.5Y7/3洩黄

錆軸：7.5YR4/3褐

錆紬号7．5YR5/4に

ぶい褐

鉄粕:I()YR3/3砿
褐

呉須外.面：花文:＋

格-卜文(3単位)十界

線､長イ'､軸：2．5Y

2灰黄

lUYKj／41－v』

い．竹桁

5Y8/2灰、

2.5Y8/4淡苗

2.5Y8/3淡黄

2－5Y8

2.5Y7/3浅黄

l()YR8/3浅黄

橘

2．5Y7/l灰rl

YR7/4にV』

い黄桁

2．5Y7/2灰黄

]()YRH／3洗苗

精

2.5Y7/2ﾉ火黄

lOYR8/3浅黄

桁

炎罰：

l0YR6/1褐灰

1()YR5/6亦

lOYR8／3浅黄

桁

Y8/l灰l‘1

lOYR6/l褐1A

N7/0灰|‘」

N8/0灰rl

JYR6/4にぶい

随～lOYR7／2

にぶい黄桁

2 5Y8/11火I‘I

5Y8/1灰I'’

N8/()灰''1

稀

5Yl《8/3浅黄

5Y8/2灰|‘I

2.5Y7/2灰黄

2.5Y7/2灰黄

l()YR7／3に』

黄椅

2.5Y7/3浅黄

10Y1《5／2灰黄

純』

2.5Y8/2灰、

5Y7/l灰|墜］

kl‘’

古 湘Ji後Ⅳ新

人窯3前半

I忌窯3前半

人窯2

k窯3

に窯2

人窯4後半

k窯4後半

大窪3

大窯4未

大窪4末

鬼腸1小期

大窯2～3

Llj､瀬ノj後,'1．～後

[V新

常滑9唖式

L1，．瀬ノi後11古

連腸7小期

古瀬戸lilI

連勝9小期2

連房9小期力

里房9小期か

連房l()～11小期

北部系(美濃須

衛恥'』)6型式併行

力

227

ﾜﾜﾜ
ｰ=ロ

Ｐ
Ｊ
Ｊ

り
ム

ワ
』

27

227

ウ‘)'7

22

22I

22

22

22

22

227

27

228

22卜I

Z2H

228

228

Z2H

』28

H

$

2H

月

228

28

228

228

ZZH

』

49

49

49

49

ｕ
望

４
五

19

49

49

19

49

49

49

15

45

49

49

4］

41

42

42

,jb

12

4;1

43

4J

49

1Q

49

49

49

49

49

､it】

49

｜
Ⅱ
’
｜
Ｋ
Ⅱ
’

｜
Ｉ
’
｜
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
’
｜
Ｋ
Ⅱ
’

,詞蕪等 文様・軸薬 胎土色，淵 形式･様.｣．tなど
掲戟Ⅸ|鮒

庫1.xl :xlI伽
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表82土器観察表(7)

275 5.2

282

15．8 ７
Ｉ

向
く
や

302

物
号

遺
番

72

73

274

』76

277

278

279

10

R］

283

284

85

上娼(〕

287

288

αﾁツ

29(】

29］

292

2U6

？Qﾗ
とゾロ

298

299

300

01

308

310

311

312

グリツ「
1

C()11

CMll

COll

CO11

CO11

COl1

CNll

COll

CK－

C()10

12

CMll

CK－

CO10

12

CO11

CK－

COl(）

12

COI1

COll

(JOll

CK－

CO10

12

しlJll

C〔〕11

CL

CMI］

CO11

r､FQ
モ’＆L,

CF9

CC7

Cl､10

CEII

CEI{）

CD10

EM2(）

EL1f

EKl（

ELl6

遺構
｢遣ホ

C71｢SD

C71[SI〕］

C71｢SDI

C71[SI)］

C71｢SD1

C711SD」

C71[SD］

C71[SD］

C71[SD。

C71｢SD1

C711SDi

C711SDl

C71[SD］

C71[SD］

C71排水溝ISD1

C71[SD」

C71｢SD1

C71排水溝[SD］

C711SD1

C71ISl)］

C71｢SD1

B412①{SDI

B412①ISD］

B444①[SD］

B596①[SD］

B596①[SI)」

B596①[SD］

B596①[SD］

E500①｢殿if

E830③[鍛冶］

E830①[鍛冶’

E830③｢鍛冶1

今］

仲MIl

屯房(陶器）蓋

連房(陶器）

腰錆.茶碗

里房(陶器)力

班付湯呑

連房(陶器）

染ｲ､j-碗

連房(陶器

広東茶碗

連房(陶器

襲付碗

連房(陶器

仏紬具

連房(陶器

土瓶蓋

連房(陶器）1..版

連房(陶器

有耳壷

連房(陶器）浬刑

連房(陶器

片口鉢

産地不明

近+け陶器Ilfi鉢

連房(陶器）練鉢

連房(陶器）練鉢

連房(陶器）t鍋

連房(陶器）捕鉢

連房(陶器

判､饗

連房(磁器）

染付碗

常滑(近世）婆

常滑(近世）姿

中I玉|陶磁器

｢‘1磁'111

大窯端反Ⅲ

大窯丸皿

''1査系陶器Ⅱ

白盗系陶器碗

|鰯l壷系陶器勘i

占瀬戸捕鉢

大窯捨鉢

r｣盃系陶器｜Ⅲ

白盗系陶器Ⅲ

口篭系陶器小碗

形態分離

鎧手

又耳か三11

27類

森田分類E群

4伽

6A類

法量（c、

口径

H9

Qワ
ジ.己

7．7．

(10_(）

I7－Ol

b・h

10．7）

7

15，7

15.4

6．5）

25．1

（1.イーU

(10－4

｢貝qワ
、 リ ヅ ■ 凸

(6.1.(）

【1().4

10－61

)_3

r'7頁、
hJ,哩』

8-0

(7．8）

底托

3，2

3．0

6．0）

4－4

3－8

).0(貨

大径）

(7．01

1().5）

1，｛ｿ

H､4

15．5

12－0

IlL,f

3．6

4

6－］

6．0

4．6

(4－4）

4.()）

4．3

i､8

4．8

器高

2．］

5－5

5．0

2

23．7

16－0

8．6

７
１

７
，

‘1

1.／，8

5．8

〕､0

2．4

2－4

1．4

2-3

2.2

残存(X/12

11縁

8－＃

3.1

1－5

4

4

]2

1．3

12

5

12

’9

【)_7

』．4

2.6

1－9

1．5

2

7-5

1－2

3

0．7

0－6

8

3－7

底部

7

11

1

12

12

2.4

5-1

l(）

qR

12

12

12

Z，8

12

4．6

8．9

4．8

6．4

4

5．1

12

4

](）

,潟整 等

内外面回転ナデ

内外面'''1転ナデ､Ilil部外出i工

具による1M|転ナデ､Iijl部下半

lljl転肖'1り

内外IHib｣l転ナデ､Ii1部から底

部外Ⅲi凹転削り、貼付高台

削川高

貼付高 肯i

内外Inil''|転ナデ､1N部外旧''1'I

惟削り

内外lhil''1転ナデ､Ⅸ部から''1

部外lmIl1秘にかけてb1l転削り

内外面'''1転ナデ､胴部から底

部外m1bll性削り

内外l6IILII椎ナデ､M1部から底

部外I加川1極削り

内外｢、[''1転ナデ､内[前一部T

具による『1挺ナデ､Iinl部から

底部外面|iIl転削り、削出高

内外岨Ⅱ''1転ナデ､Iiul部から底

部外的11'｣1椎削り、削出高台

内面Inl転ナデ､外面工具(板＃

か？）による回転ナデ､回軽糸

切痕､布'1圧痕

内面'111転ナデ､外面[''I種尚'1り

ilIllIH高台

内旧i回転ナデ､外面1111転iIjllり

I1lj川高台

内外面'''1挺ナデ､川部から底

部外|、I司転削り

内外面回り虻ナデ､服部卜．半外

ImInl転削り

内外I6i回転ナデ､胴部から底

部外旧ihl転削り、削出高

11縁部内外的i山l転ナデ､111部

内面未調整

I|縁部内外面1,1戦ナデ､胴部

内面未調整

hllIIH高
＝と画

【二】

｢人I外面回惟ナデ､川部から底

部外向回惟削り、貼ｲ､l高台

内外血lul転ナデ､''1部から庇

部外Ihllll転削り、貼付高台

内外面luj転ナデ､I司転糸切痕

内外面'111種ナデ､底部内|Hi静

11..指ナデ軽貼付高台{籾殻痕

''1転糸･切痕､板ﾅデ

内面.に具による'''1転ナデ､外

|rilI1l転ナデ､l'｣転糸切痕

内外面Iu1転ナデ

内外lmIul転ナラ

内外｢叩71転ナデ､lml転糸切痕

内外｢則回転ナデ､1口l転糸切痕

内外旧i回転ナデ､貼ｲ､1-高台､'''1

転糸切痕ナデ消L

文様・粕薬

鉄軸･錆粕：N2/(）

黒・IOYR5/4にぶぃ

黄褐

灰洲l･鉄哨'1：7.5Y6／

2灰オリーブ･10

YR4/4褐

呉須11'1部中央：丸

・文､兇込：イミ明､長石

軸：2．5Y8/2灰!‘I

呉須外面：半菊花

あるいは松葉か.梅

文か､内l前：山方捧

文､兇込:「寿｣､透明
f111

呉鋼外lhi：柳文十

建物？、内I前：界線、

見込：五弁花文､透

Iﾘ1判’

呉須高台外I釘：界

線､見込：船蝋か､透

Iﾘ1軸

灰軸：5Y7/2灰白

錆軸号5YR3/6略亦

褐

錆珊|；5YR3/4略亦

褐

灰利I言2.5Y7/4浅黄

|火利1：lOYR5/41

ぶい黄褐

灰袖：2.5Y7/4浅黄

紳利}内1mに3ヶ所

l火淵'1：5Y8/3淡黄

灰軸(黄瀬戸）：2．5

Y8/3淡苗

錆紬号］()R3/3暗亦

脂

錆軸：5YR3/6陪亦

褐

鉄利1：5YR4/4に』

い亦褐

呉須外lAi：花文十

唐草文十界線、内

面：阿方揮文十界

線､見込:船か､透明

軸：一

白磁：2.5GY8/11火

□

'火軸；7．5Y6/l灰

1尺和|：5Y7/3浅黄

錆軸:2.5YR3/6暗

旅裾

鋪軸：5YR4/l褐肌

胎一上色調

N6/()灰

2.5Y7/l灰rl

2.5Y8/2灰白

5Y8/1灰｢1

7.5Y8/l灰白

2．5Y8/l灰白

5Y7/l灰白

2.5Y8/2灰I'’

Y8／ll火｢，I

2.5Y8/2灰''1

2．5Y8/2灰白

lOYR8/2灰□

2.5Y7/2灰黄

5Y8/1灰|‘I

5Y8/2灰I‘I

2.5Y8/2灰白

2.5Y8/3淡黄

2．5Y8/l灰I‘I

N8/01火白

l()YR7／2にふ

黄栂

5YR7/6桁

N8/l灰臼

l0YR7／2にぶ

い黄糧

2.5Y7/2灰黄

5Y7/l灰I"’

2．5Y7/l灰白

l()YR7/】灰｢」

2.5Y7/l灰r」

7.5YR7/11り1褐

灰

2.5Y7/l灰I』I

lYR6／3に』

黄幡

5Y8/3淡黄

形式･様式など

車房8小期

連房8小期

寵房10小期

連房10～11小期

連房l()小期

座房10～11小期

i亜房8～9ﾉ1,期

連房8～9小期

連房8～9小期

連房10～11小期

i亜房8小期以降

i虚房l()'1,期

連房1()小期

連房10～11小期

連房8～9小期

連房11小期

連房10～11小期

連房11小期

÷･を壷1
ハFT誌』

大窯前半

北部系5型式(浅

問窯下～窯洞）

北部系8型式

(人畑大巾I

北部系11型式

(脇之島）

古瀬Jj後1V新

大窯I

北部系5型式(浅

間窯.ﾄー ～窯洞）

南部系5型式

南部系4型式

褐織似1版

挿図

228

28

ZZ8

228

228

228

228

228

リツH

229

229

ヌ，q

29

リリ〔1

229

229

〕〔）

ﾘﾘﾛ
当白J

229

23(）

230

230

230

230

23(）

230

』30

23(】

231

231

231

ワn1
当J▲

図肋

＋6

49

49

16

37

49

37

45

49

門
ｊ
０

ｎ
く
四

37

37

45

リワ

411

49

７
１

切
唖

49

50

｢1，

37

37

戸
加

50

う0

5<）

5(）

50

45

50

5(）

I
I
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表83土器観察表(8)

＞･qj

】ﾛjロ]

232

遺物
番-号

:113

314

315

316

jl7

118

qワワ
も〃些空

323

324

325

；26

32

328

129

{:{I

131

332

2句q

334

rJpJ匡

4．4隅

341

342

343

344

345

346

347

348

349

15〔

I51

35

153

プリット

ELl6

ELl6

EL16

EKl6

EJl（

EI1fi

EJ17

E~11

EJl

EJ17

EJl7

EJl

EJl

EJl7

EJl（

EJl7

EJl6

E117

FI17
＆三J△ロ

『訂T利局

14』lノ

E117

Ell6

E111

EJl6

EJl6

EJl6

EJl6

EI16

EJ16

EJl6

E116

EI16

EJ16

EIl6

遺構・｝甘位
｢遺構種別］

E830②1鍛冶I

E830③[鍛冶1

E830②|鍛冶1

E83()(2)|鍛冶

E831(3)|殿 【1

E831②[鍛冷一

E780③｢鍛冶1

E780a)|鍛冷］

E780③|鍛冶1

E780②[鍛冷］

E780③[鍛冶］

E780区)I鍛冶］

E780③[鍛冶」

E780②｢鍛冶］

E780③I鍛冶］

E780②｢鍛冶］

E780②|鍛冶」

E780値)｢鍛瑞1

E780①|鍛冶1

E780(1)|殿 '台’

E780②｢鍛冶1

E835③[鍛冶］

E835①I鍛冶］

E835①｢鍛冶1

E835③[鍛冶］

E835③{鍛冶］

E835①[鍛冶。

E835①l鍛冶」

E835①I鍛冶」

E835①[鍛冶］

E835③l鍛冶」

E835①|鍛冷．

E835③床直I鍛治］

E835q)[鍛冷」

種．別

I'1査系陶器碗

I'1査系陶器碗

白溢系陶器碗

I'|謹系陶器碗

I‘|蓋系陶器碗

古瀬戸片口鉢

''1蓋系陶器

片11小Ⅲ1

白査系陶器’11

''1資系陶器’''1

[色｣髭系陶器Ⅱ

白壷系陶器Ⅲ

白琵系陶器’''1

|聖1釜系陶器航i

l』｣盃系陶器碗

白壷系陶器碗

口髭系陶器碗

11盗系陶器伽i

古伽J1片11鉢

占瀬戸片11鉢

中IEI陶磁器

I苛磁碗

|]庇|陶磁

行磁碗

勝

白査系陶器Ⅲ

、壷系陶器’111

''1盗糸陶器IⅢ

''1盃系陶器碗

''1査系陶器碗

''1謹系陶器碗

I'1盃糸陶･器碗

I'｣盃系陶器碗

''1琵系陶器鉢

常滑要

常滑婆

｢|'圃陶砿

青磁碗

器

lIlIEI陶磁器

白磁皿

形態分剛

大宰府分類龍

泉窯系青磁碗

l知

1-:'11分剛BI

類

lzI{1分類BI

剛

大宰府分顛

rl磁ⅢⅥ類？

｡＋一己r1

I･よ軍lcmj

l｣怪

29．8）

17．1】

8．7

(8－2

8－5

【R－6）

(8．8）

''4q

14．b

H‐;1

b

1－4

(14．9

(14．7

1句1

14．5

底作

7．］

』ﾘ

61

b－4

(6．4

I

l)‐4

4－1

;1.8

4．1

(4．5）

6.(‘

6．1

15．9

｢71

(5.〔

16－6）

14．3

(5．3

5．1

5－1

4．4

5．8

局‘（

Mq

4．6

5－1

器高

2．3

Z－0

〕ﾜ

ソ1

2．2

1

4

2.0

1－2

1．5

5－1

5．1

〔)

残存(X/1

口緑

1

9

I

？
】

１
１
▲

7，8

5－1

R7
qJ寺,

4

1

門
ｊ
Ⅱ

“
４
五

4．N

4

月q

1典

I

0．7

0．3

1－5

(1－1

底部

12

6，5

6．7

4

3

７
Ｊ

I

＊

1ソ

7．2

6．1

12

7．6

3

砂

5．3

1－8

2．8

4．2

6．5

4

6－3

蘭

12

‘ノ7

12

3．3

調 整等

内外向回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、lL1l転糸切痕

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、[､転糸切痕

内外面回転ﾅｰテ､貼付高台(籾
殻痕)、回転糸切痕､贈ナデ

内外I前也1挺ナデ､貼付I関i台(籾

殻痕)、F1転糸切痕

内外面Inl転ナデ､111部~ﾄー 半外

ⅢiIll転削り

内外I肌111転ナデ､''11軽糸切痕

内外面''1極ナデ､I【11抵糸切痕

内外面I｢'1転ナデ､底部内向静

l卜指ナデ､lul転糸切痕

内外I向iII1l転ナデ､底部内｢川静

l卜.指ナデ､胆l転糸切痕

内外由I凹転ナデ､貼付i斯台(籾

殻痕)、11']転糸切痕

内外IhiIlIl転ナデ心貼ｲ､1-｢笥台(籾

殻痕)、lⅢ｣転糸切痕

内外lHiIul転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、['11転糸切痕

内外的ilul転ナデ､底部内1N静

止指ナデ､貼付I笥台(籾殻痕

Ⅲl転糸切痕

内外面lpl転ナデ､底部内旧i静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

回姪糸切痕

内面回転ナデ､外IAilJ転削r）

貼ｲ､｣-高台

内面回転ナデ､外面kll転ナデ

貼付高台

削出,断
〃
一
ｕ

内外面'''1転ナデ､底部内面静

1k指ナデ､回転糸切痕

内外I飢''1転ナデ､底部内1M静

止指ナデ､l旦l転糸切痕､板ナデ

内外面IIIl転ナデ､'''1蛭糸切痕

板ナデ

内外面I､]転ナデ､底部内I自i静

止指ナデ､貼ｲ､j-局台(籾殻痕)、

ロ転糸切痕

内外面''1転ナデ､底部内I前静

止指ナデ､貼ｲ､1-高台(籾殻痕)､

'''1転糸切痕

内外面IIll転ナデ､庇部内面静

l卜指ナデ､貼付,肯i台(籾殻痕)、

111蛭糸切痕

内外面luI転ナデ､底部内1m静

'|･指ナデ､貼付高台(籾殻痕

IJI転糸切痕､板ナテ

内外岨i回転ナデ､底部内面扉

'卜指ナデ､貼付高台(籾殻痕

L'1挺糸切痕､板ナデ

内外旧illl唯ナデ､胴部下､卜外

面Ipl転削り

内外面胆l転ナデ

内外Ii1I同l転ナテ

1値i回転ナデ､貼付高台(籾

良)、uJl転糸切狼

＋岨i凹転ナデ､凹転糸切娘

デ消し

ﾊﾄ向1口1低ﾅー テ､底部内

旨ナデ､I｢'1転糸切痕､札

尋
デ

文様・淵11梁

高台内：墨狼

高台内；墨書|■(＋

か）’

青磁：l(}Y6／2オ
’－－プlj〃
' ′ P ハ

外1m：11Mの広い片切

彫りの鏑蓮介･文､青

磁：7．5Y6/2灰オ

ﾉープ

外I白i：片切彫りによ

諦蓮弁文､青磁

7．5Y6／1〃

白磁：7．5Y6/I灰

胎土色i淵

N7/()I火!］

2-5Y6/2灰黄

5Y7/l灰''1

5Y8/2灰I'1

5Y8/2｝火旧

2．5Y7/l灰|‘』

2．5Y7/1灰I‘I

l()YR8/2灰''1

l()YR8/2灰''1

5Y7/ll火rl

l()YR8/2灰''1

2．5Y7/l灰I‘」

』.5Y8/2j火{"1

2.5Y7/l灰rI

5Y7/l灰、

IOYR7/l灰r］

5Y8/l灰、

5Y6/1-苗1火

5Y7/l灰r］

］Y7/l灰|‘1

25V7/1灰内

2.5Y7/I灰内

2．5Y7/1灰L'1

2.5Y7/l灰I'」

]OYR7/1灰''1

]OYR7/l灰白

5Y8／I灰I‘］

Z－5Y7／1J火|"I

5Y7／lj火l"｣

2.5Y7/2灰黄

2．5Y6/1黄1A

l0YR5/l褐ﾙ尺

N7/0灰白

5Y7/]灰rl

形式･様式なと

I蒋部系5型式

I柑部系認'』式

北部系5型式(浅

間窯~トー窯洞）

北部系5型式(渋
I制雫.卜舎～宰湘｝

北部系6融式（|‘I
l-IBrf
l-J別､

Ｊ
胴
凹
向

仲j部系

北部系5型Jt(渋

'11窯卜．～窯ｶﾛ’

北部系5型式(浅

間窯.ﾄー ～窯洞）

北部系6型式（r」

t腺

北部系6ﾅI｣!式({‘］

|Jﾙ(）

'し立
乱しp

tル

北部系5ﾁﾘ'』式(窯

洞か）

北部系6JW式(I'」

｜･､1%［

北部系6埋式（I'’

tlHU

北部系7晒式(明

*11）

南部系I聖l蓬系陶

南部系｢I愛系陶

器3～6吋'』式併ｲj・

北部系6随ﾘ式（|‘I

土原

北部系6靭式(I'｣

土腺

1

十’

北部系“I』式(''1

土1%(）

北部系6埋式(l"」

上脈）

北部系7断り式(lIj1

f11

北部系7魂式(明

fU）

北部系7型式(日)］

和）

北部系5~6用ﾘ式
(窯11～rl土原）

併行力

常滑3くり式

常滑3型式

部系5照'』式(浅

窯トー～窯#ﾛl）

系I'1篭系陶

凹式併ｲ『

|〃〔

系6西lJ式(I'1

6剛式(l‘I

褐敏似|版

挿似’

ql
里〃且

31

31

31

31

231

ﾘ'41

231

231

31

？ql
巴u,且

11

1

2:11

23］

０
１

23Z

ツ"lﾘ
堂L『~

Z32

リ鞘リ
白J~

232

ワ
】

ｑ
ｕ

？
】

qﾜ
ｭ,凸

232

232

ツ‘くり

232

凸6J＆

232

232

32

2:｛

1.x1版

50

50

7〔

hⅡ

bU

50

4

45

5(）

45

5(）

5(）

45

b(）

4

70

別

5(）

.)I

42

4

計I

50

5(】

46

4（

5(1

5(）

5(）

53

53

53

42

41

帝

卜

一
Ｆ
Ⅲ



152第7章出土遺物

表84土器観察表(9)

II
B

/0

、
グ
ロ

戸
局
唖

膿時： 1］

ソ･』印

’

i買物
番号一

‘jn4

355

356

35

く5H

期Ru
Jv、〃

360

36］

362

363

364

166

367

l6R

;化9

370

q71
L〃ロ且

372

ﾛ辺ヮ,』
bJfqJ

174

376

７
，

７
‐

処
〉

j78

,WQ

38(）

181

則只ワ

383

i84

385

387

388

389

I9U

アリッI

EI1f

EIl6

EIl6

EIl6

EJl6

FI1（

EI16

EI]6

EIl6

FT1グ、

Ell上）

r，T■ダ▼

Lllt》

Ell6

EI1

F117
竺一ロユ‘

E11

FT17
空_'八F

Ell7

EJ17

ITI17
1コ」且ロ

W司丁利戸

Lllj

RI1

4E3

＆F‘1
込些里』

RF3

4F

ヘE3

AE3

ヘE3

AE3

AE3

BD2

型哩凸u"

BE3

BE3

BE3

AR4

遺構・屑位
[遺構種別］

E7471鍛冶’

E747②|鍛冶’

E747②|鍛冶1

E747③｢鍛冶1,E835a

[鍛冶］

E747②[鍛冶］

E747②[鍛冶］

E747②[鍛冶］

E747①[殿i台］

E747[鍛冶］

E747①[鍛汁『］

E747①[鍛冶’

E770③最下屑[大型土

坑］

E770①[大型土坑］

E770①[大型土坑］

E77O①[人型t坑］

E770①|大型土坑1

E770①[大型士坑］

E770①．②[人型土坑1

E770①[人型七坑］

E770①｢大型土坑1

ﾍ3①[大型卜坑］

A3①I大型土坑I

A3[大型I竪坑］

A3①[大哩t坑’

A3①[大型土坑」

A3①[大型土坑］

A3①[大型土坑］

A3①[大型土坑］

A3①[大型土坑1

A41大型土坑」

441大型士坑」

A96[大型士坑］

A96[大型土坑］

A96[大型土坑］

ﾍ245[大型土坑1

種：'1

lz師器(中fHf）

1ﾉﾄ勢比I』鍋

白盃系陶器Ⅲ

白盗系陶器皿

白壷系陶器碗

、笠系陶器碗

''1篭系陶器碗

rl説系陶器碗

r]壷系陶器碗

｢|盗系陶器研I

白盃系陶器碗

|'｢E1陶磁黙

I'|磁俄i

内謹小劉表

、盗系陶器1m

I』|篭系陶器｜IⅡ

白壷系陶器Ⅲ

I‘l盗系陶器碗

｢l盗系陶器碗

|蟹】壷系陶器碗

中田陶磁器

''1磁碗

中IEI陶磁器

|蟹｣磁碗

白盗系陶器Ⅱ'1

rl蓋系陶器碗

白査系陶器碗

く窯灯Iﾘ11Ⅲ

連房(陶器

輪禿皿

連房(陶器）艇Ⅲ1

連房(陶器）捕鉢

常滑霧

中I韮|陶磁器

たｲ､|Ⅲ1

口査系陶器碗

,ti瀬J-J卸皿

上師器(中世）

茶釜

里房(陶器）メL碗

k意窯徳fll

|蟹I盃系陶器碗

形態分鯵畑

大平府分顛lrJ

磁碗IV類

大宰府分類|‘’

磁碗Ⅷ|知？

大宰府分●類I'’

磁碗Ⅳ頬

陶胎タイプ

14C

小野分顛碗E

群

法景（c､）

口径

(7．7）

(8．9

1，41

{13．8

'2-.1）

8-.1）

3.1）

8.8）

13．1

l3－f

(8－()）

l乙・忍

(12．4

(1().l）

11－1）

14．k〕

10．1）

底保

(4．01

(4

t〕．0

4－5

5.0

5－(1

4．6

4．8

5．1

5．0）

4．2）

5．0）

H・(）

頁q1
j.uJJ

(4.8）

5．8）

4.(）

3．t

6．7

5．6

4．1

14‐(1

3－月

叩
節 ,断

７
１

「
’
八

1－9

Ｈ

5－6

4

;1

1．9

6－1

5．6

13

』．愚

2．2

2．8

ハ

I

｛

］

1－1

0.9

0-4

ﾜ月
色.色』

1

2-5

1-5

Ｉ
「
Ｊ

2.8

0.6

1

1

1．1

2

］

2

1，Z

I

1リ

〈／12）

底部

2扇5

2－9

4

12

3．7

3 2

12

8

3

4．5

2．5

4．4

4月
五.U

5．8

4．5

』．5

3．8

:{．5

3－5

2．5

3－5

調 整等

内外岨i胆l転ナデ

内外1AⅡⅢl転ナデ､底部内面静

止指ナデ､回転糸切痕

内外面回転ナデ､回転糸切痕

内外i前1｢'1転ナデ､貼付I司台(籾

殻痕)､凹転糸切浪

内外岨iLl転ナデ､貼付間台(籾

殻痕)、回転糸切痕､指ナデ､板

ナデ

内外旧1回転ナデ､貼ｲ､1-尚台(籾

殻痕)、回転糸切痕

内外Illlll1転ナデ､底部内面櫛

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、
n挺糸切痘_指ナデ.版ナテ'

'ﾉ1外血'''1転ナデ､底

止指ナデ､貼イケ

回転糸切痕､板

高Tri
ナチ

部内

(籾殻

静
、
人

●
血
痕

内外Imb1I催ナデ､庇部内面静

11鷺指ナデ､貼付高台(籾殻痕）

'''1転糸切痕

内外IniI｢'1挺ナデ､底部内面静
止指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

『1転糸切痕

内外面回転ナテ

内外Ihil同l転ナデ､'''1惟糸切痕
一十一斗山↑
ノノ1円し

内外liil口l転ナデ､回転糸切痕

内外面Illl転ナデ､u転糸切痕

内外IAi回転ナデ箔貼ｲj-高台､11'’

転糸切痕ナデ消し

内外|、'''1転ナデ､底部内面静

llz指ナデ､貼付高台(籾殻痕

[''1種糸切痕､板ナテ

内外l叩lll転ナテ守､底部内1町静

113指ナデ､貼ｲ､l高台(籾殻痕）

IⅡl転糸切痕､指ナテ

内外面同転ナデ､Ⅲ転糸切浪

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、l可転糸切痕

|ﾒ1外面回転ナデ､貼付,剖台(籾

殻痕)、I｣l転糸切痕

内IIli指、

血III1転プ

内面工具による回転ナデ､'何

部外面'''1転ナデ､唯部外l創凹

転削り、貼付●高台

内外lmIIl転ナデ､胴部から底

部外面回惟削り

内外｢向1回転ナデ

lj縁部内外lrliM転ナデ

ilI出高 IT

内外IAi[111極ナデ､h1転糸切痕

内外|、回転ナテ

内I前板ナデ､外面横ナテ

内外面'''1転ナデ､底部外旧iIlIl

転削り

内外面bl性ナデ､底部外面IⅡ’

転削り

内外面11'|転ナデ､凹転糸切痕

よる強いナデ､外

『1転糸切痕

文様・軸薬

高台｢ﾒ､'二墨書「十」

,I.jj台内：墨書「に

乃？）’

l"I磁；2.5Y7/3浅黄

高台内：‘'‘ﾄ↓''1．|■(十

ｳ､)」

高台内：墨書｢■(十

か)」

|聖I磁：5Y7/2灰白

｢]磁含2.5GY7／l印’

ケ'ノーブj火

錆軸：lOR4/1暗赤

灰

灰軸；5Y6/3オリー
一
興ブ

|穴利1：2.5Y6/2灰黄

錆利1：7.5YR3/3暗

褐

呉須内[、：械物

界線､外面5界線､透

iﾘ1紬景一

|火利|：5Y6/3オlﾉー

〆黄

銅緑軸：7．5Y6/3オ

j一プ黄

錆和|：5YR4/4に歩

い亦褐

胎土色,凋

lOYR8／3浅黄

稀

2．5Y7/11火I‘」

5Y7/lj火「］

2．5Y8/1灰□

10YR8/2灰、

l()YR8/l灰、

5Y8/2灰I'」

5Y8/2灰、

2．5Y8/2灰13

2．5Y7/l灰

1()YR8/2灰旧

N7/O灰白

lOYR8/11火''1

N7/l灰rl

l()YR7/11火'’1

2.5Y7/3浅黄

5Y7/l灰''1

2.5Y8/1灰''1

2.5Y7/1灰''1

5Y8/1灰臼

2.5Y8/1灰、

5Y7/l灰''1

5Y7/1灰白

]OYR8/3浅黄

桁

』.5Y7/1灰白

1()YR7/2にふ

苛持

lOYR7/I灰r］

N8/0灰口

2．5Y8/4淡黄

』.5Y7/2j火黄

5YR7/6樋

10YR6/2灰黄

褐

lOYR8/11火、

2.5Y8/3淡黄

R7/2にふ

磐
孔 燈

形式･様式なと

北部系6型式(I'1

↓-IF'1
1．〃],

北部系5型式(浅

間窯.ﾄｰ～窯洞

北部系5型式

北部系6型式（白

土原）

北部系7型式(明

*||）

北部系7型式(山」

*11

北部系8型式

(大畑大洞）

北部系8型式

(大畑大洞）

北部系87IlJ式

k畑大111

10c､美濃須衛か

南部系5吋1J式

南部系5型式

北部系7型式(明

和）

北部系7型式(明

Nlj

北部系7型式以

降

北部系5剛式(窯

洞か）

北部系10型式

k洞東

大窯4

皇房3小期

皇房3ﾉj,期

i里房3小期､瀬戸

北部系11珊式

(脇之烏）

L'1．瀬戸後II

里房1小期

人窯2～3

北部系11型式

(脇之烏）

弧糸5曲I』式(浅

繋下～窯洞）

邪系5型式

要~ﾄー ～空1

掲械IXl版

挿図

232

232

232

232

233

JD"〕ﾛ】

凸､〕､〕

恥
》

ｑ
Ｕ

、
ノ
ゴ

233

ﾘ'4‘4

〕『]｡

233

33

233

1F1"刊

乙､〕ﾛ1

』33

233

233

13

）則剤

233

33

233

Z33

233

233

）句恥
ごJfJ

234

34

234

2:{4

234

;14

Ⅸ1版

53

53

53

53

貝q
L』＆,

r-Fn

K〕41

53

53

7(）

41

53

句
叫

兵
四

53

53

53

71

41

53

53

53

b3

53

5:｛

尽則

53

43

53

33

53

53

53

53

!]ず］
，BpJ
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表85土器観察表(10）

H

2〕.』

’

週物
番り‐

9］

;19

393

394

,(q‘可

396

397

198

{99

4(){）

4()3

4()4

4()5

406

4(）

408

409

11(）

411

41

413

415

416

ｲ17
牡Ⅱ』

418

419

4

423

424

125

426

７
０

ワ
ム

４
●
で

4:{（

431

1･』･』
ず4J■｣

435

アlノット

BJ3

BJ3

BPl(）

BI〕l(）

BPlO

RIjl0

CB6

I)H13

I)R13

DB］

141‘』
LJLbJ

DB13

DBl3

DB13

I〕B13

DBl3

DBl3

｢)Bl3

W，W､1句

lノDlJ

W，W､寸心

lJr〕lﾛ〕

I)Bl3

[)A14

I)A14

I)A13

【)A15

DAl4

GF27

(ﾃル

〔j卜

GF27

GF27

GF27

GF2

GB21

HD72

H1〕

HD73

1吋位
朗'11

B132[大くり土坑］

B132[大型土坑］

B202①|大西ﾘ土坑’

B202①|大型土坑’

B2o2①｢大型土坑］

B205①[大瑚1J士坑］

B386①[大型土坑

C114①[大ぺ14土坑］

C120①[大型土坑］

Cl20②[大砲上坑」

C120①[人西'』｜甚坑」

C12()②|大べ'4土坑］

Cl20①.②[大型L坑

C120②{大型土坑］

C120①|大型土坑1

C120②|大型土坑1

Cl2I

C]Z

Cl20①[大型土坑」
Cll81SK

Cl20①｡②[大型止坑」

Cl20①.②|大型t坑1

C120②I大型土坑

Cl24｢大靭止坑1

C124｢大型土坑］

Cl24①[人哩|菖坑］

C1241大型土坑’

C124｢大型止坑1

F60①|大型土坑’

F60①｡②I大型土坑’

F6(>①｢人型止坑1

F6O①[大剛止坑

F6O①[大靭止坑

F60①｢人くり土坑］

F6(）P4①[大型士坑

F568R[大型土塊

ｉ
１
１

Ｇ
含

350(Gl7I)[人魂土坑］

[大型土坑］

[SKI

I

｢人型止坑l､G包

樟》|」

大窯稜Ⅱ’

大窯メLⅢI

''1愛系陶器’''1

｢]盗系陶器研I

,』｣‐瀬ﾉJ播鉢

古瀬戸瓶-f力

I‘'だ系陶器碗

里房(陶器）

染付Ⅲ

堆地不明

ｷ1世陶器饗

｢I盗系陶器碗

連房(陶器

灯明Ill(』受皿）

連腸(陶器

灯明lⅢ(受Ⅲl）

連坊(陶器

灯.明皿(油皿）

連)〃(陶器）

灯iﾘjllll(油Ⅲl）

連)〃(陶器）

灯IﾘllllI(受Ⅲ）

連房(陶器）

灯lﾘlllIl(受llll

連房(陶器）

灯明Ⅲ(油[Ⅲ

連房(陶器）

灯明皿(油皿

連房(陶器）

灯明皿(‘受Ⅲ1

連房(陶器）

灯明皿(受皿

連房(陶器）

仏伽l具

里房(陶器）

灯明Ⅲl(油''11）

連房(陶器

菊皿オ

i里房(陶器

尾I』1,茶碗

肥 前 か 小 林

連")(陶器)力

水滴

、壷系陶器碗

白盗系陶器碗

I'1盗系陶器碗

''1盃糸陶器碗

I'｣壷系陶器碗

中I玉|陶磁器

白磁碗

''1盗糸陶器碗

|口髭系陶器洗茄

大窯天日茶碗

Ifl､瀬ﾉJ儒鉢

形態分頻

5伽

根来坊リ

焼締

大半府分類r」

磁碗II津

貝厳ri
LJ灰肌

法営（c､）

11ｲモ

]0.6）

IH－I

9－31

(3().(1

7－51

1，くり

J－4j

(13．8

U･J

b－6j

6.8

7－1

7.4

7

7．1

7.6

7 q

{72

6－1

b－j

6.()）

H（）

14，0

14．8

14．6）

11．2）

唾径

5.3

6．2

15．2

3－$

(4‘8

(5．41

(5．9）

2－2

3．2

:（1）

3-0

3．5

3．7

3．1

2．6

1-4

3.4

{‐4

2.8

6.8〕

6．1

(6．9

(6．］

7．5

(7．4

6．1）

器｢高

2．5

11

2．0

3，6

2．5

4．3

l－b

1”3

1．5

1－6

1．4

1．6

1．5

1．6

1－7

1－7

4－1

1．3

5－9

6．1

境存(X/12）

11縁

5

｛

3－2

1．3

r)

2.2

3－4

0．5

2

l()_5

3．5

8．2

11．2

l().4

12

10

11

6

4

10．2

7

1

()‐1

()_5

1

0．8

(11

0．5

底部

5.5

』

ワ

u 2

3

1

ﾘ

』

6－1

1リ

12

12

12

10

12

9-5

12

H

!｛H

7－7

3

節

12

1 ･ 」
士一b】

1？

調 整字

内面凹転ナデ､外出I|卜'1転IYllり

削込高台

内外面回転ナデ､111部から底

部外1,1｢'1転削り、貼付高 台

内外面[''1挺ナデ､ロ極糸切痕
一
丁
／

‐
ナ
膨

咋
奴

内面工具による''1|唯ナデ､外

1，回転ナデ､1K']転糸切痕

勾外血皿転ナテ

内外lAiInl廷ナデ

内外田1山l転ナデ､lLl1転糸切狼

内外[削Illl性ナデ､111部から底

部外I向i''1転削り、貼付高台

内外面[【'1極ナデ

内外面I司転ナデ､貼付,司台(籾

殻痕)、同転糸切痕

内外I帥'1転一ナデ､胴部から庇

部外面回転削り

内外面'''1転ナデ､Nldl部から底

部外面''1転111り

内外面Illl転ナデ､川部から底

部外面n挺削り

内外面[司転ナデ､胴部から底

部外旧i凹転削り

内外面回転ナデ､胴部から底

部外lmIII転削り

内外血Ll転ナデ､胸部から底

部外面1111転削り

内外血胆l転ナデ､''1部から底

部外｢piIIl転肖'11）

内外面''1|転ナデ､111部から底
宵|〈外1前|ﾛ1歯f尚''1｝

内外曲但1挺ナデ､'何部から底

部外面回抵削I）

内外|官1回転ナデ､1111部から底

部外胸1回権削r）

内外｢向illIl鱈ナテ

内外IhilJ転ナデ､''1部から底

部外面'''1転削り

内血凹転ナデ､外向回転削り

貼付I断了．

内外I副llIl転ナデ､''1部から底

部外Ihill1l転尚'1り

内外由ILll転ナデ､111部から底

部外｢向1回転削り

塊打ち､川,､目圧痕

内外面回転ナデ､貼ｲ｡f高台(籾

殻痕)、Ipl転糸切娘

'､1外面1111種-ﾅｰテ.貼付高台（籾

殻痕)、IIIl転糸切痕

内外面世l転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、Inl転糸切浪

内外面回転ナデ､貼付,笥台､Illl

転糸切狼

内外面11』I転ナデ､底部内面静

止指ナデ､貼付I副台(籾殻痕

内外面回転ナテ隅､貼付,苛台(籾

殻痕)、'''1軽糸切痕

内外面回転ナテ

内外順iIIl極ナデ､胴部から底

部外面IIll転削り

内外旧加11挺ナデ

文様・軸薬

鉄袖：7.5YR4/3褐

灰袖内外I削：流し

桂卜け、欽軸（柿卿|｜
か）：5YR4/4にぶ

､亦褐

錆軸：5YR3/21晴,A＄

褐

鉄利1：5Y2/’'’1，1

呉須11縁部|人11m

界線、見込：1W二化文

か . 魔 明 袖

|火和l：5Y7/2灰

鉄袖冒5YR5/6暗刷

褐

錆粕：5YR4/4にぶ

脈褐

錆軸：5YR3/4昭,A

裡

錆軸÷7．5YR3/31晴

縄

錆利I：7.5YR4/6褐

l火粕：5Y6/2灰オ

j－ブ

錆淵||：7．5Y5/4にふ

い禅，

錆紬：7．5YR4/4褐

灰軸：2.5GY6/lオ

’一プルX

呉緬11縁部外|前

菊唐草文(2i11位)､長

石粕：lOYR8/l灰
I｣

|火利I：7．5Y7/2灰l‘I

内|川：ソギ､j火利に5

Y7/2灰''1

透Iﾘ1袖

上部外出i：梅文か

(賜刻)、青磁淵||含l(’

Y6/l灰

I'1磁；2.5Y7/21火黄

鉄軸：5YR1.7/l黒

錆軸：5YR2/2黒褐

Y'｝

hll･飴利|：10

4褐

肺土色調

10YR8/3浅黄

桁

]OYR7/l灰''1

10YR8/11火I‘’

ﾌYR6/]褐l火

1()Yk7/3に』

い黄緑

2.5Y7/11火rl

2.5Y7/1灰、

』.5Y7/11火I'’

5Y7/2灰黄

I()YR7/2に」

心黄幡

2.5Y7/l灰rl

5Y7/l灰l‘1

5Y7/2灰黄

5Y7/2灰黄

5Y6/l灰

5Y7/2灰黄

Y6/l黄灰

lOYR6/l禍灰

lOYR8/2灰|‘’

l()YR8/l灰|‘I

2．5Y6/2灰黄

2.5Y7/3浅黄

2.5Y7/1灰白

10YR7/2に』．

い黄桁

2.5Y8/2灰l‘1

5Y8/I灰Iｲ’

5Y7/1灰|‘］

SY7/11火I‘I

lOYR7/1)火I'」

5Y7/2灰黄

lOYR8/3浅黄

稀

2．5Y8/2j火口

2.5Y8/4淡髄

10YRH/6ﾛﾊ苗

fu

YR7/l灰、

YR7/2にふ

v，苗持

形式･様式な&

大;窯

人:索3}]ij半

北部系7型式以

降

北部系｜l刷式

(生ⅡI)､胎・止粕

良

古 航J’後1V新

,1,.瀬｝J後期

北部系11型式

脇之烏

連ノル1()'1，男1

美濃須衛力

北部系（'1式(叩I

fU

連勝9小期オ

連房10～11小期

礎"F9小期力

連扉9小期力

連冴9'1,期力

連房10～11小期

連房9小期力

連房9小期力

連扉9小期力

連房10～11小期

里房l()～11小期

連房10～11小期

連勝5小期

連房5～6小期

､卓扉5～6小期

|上部糸5型式(窯

洞

北部系5型式(窯

洞）

南部系5咽式

'何部系6咽式

北部系5町'1式(浅

間窯トー窯洞）

北部系

人羅3

古瀬｝i後1V新

部系5剛式(浅

窯下～窯洞

掲戟lxl肱

柿1,xl

bγ士

234

234

234

234

)旬月
ョ ① J 宅

234

234

234

2 4

234

34

1

234

234

14

234

ｿぐくj1

234

234

234

34

234

234

234

234

]E

15

秤
へ
卦

?"lR
LJuV

3↓）

､呪〕

231

2『]尺

35

I､x1版

53

37

53

53

3

R‘1
里,■』

53

53

53

53

53

Ｂ
＄
Ｊ

Ｆ
●
色

Ｆ
ａ

P:｛

１
１

i:I

53

戸
抑

計3

53

53

3

53

53

53

53

37

5＄

53

33

53

53

41

54

54

54

4

、

－
－

’
１
１
’

I
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表86土器観察表(11)

5.2

5.2

ロクロ土師器

置物
番り‐

436

437

438

439

440

442

443

444

445

447

448

449

45{〕

451

452

453

454

45［

46(）

451

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

476

477

グリット

ｎ
ｊ
ｑ
ｌ
△

句
ｆ
［
ｆ
‐

Ｅ
Ｆ
】

Ｈ
Ⅱ

HE72

HE72

HE72

HE72

HD7］

HD71

HC72

HC72

HD7

H1)77

HD77

H1)77

H1)77

H1)77

IID77

H1)76

GLlOl

GM1(>1

GE30

G暇30

GE3(）

GE3(）

GE30

3E3(）

GE30

GE30

GE30

GE30

GE30

GF30

GE30

GE10

GE30

Ｉ
１

Ｐ
Ａ

Ａ
Ｂ

API

遺構・層位
｢遺構種別］

G50①[大型．t坑｣､G包

含層II

G610①[大型土坑］

G610①|大型土坑」

G635①[竪穴建物

G635①[竪穴建物］

G645①｢大型土坑1

G645a)｢大型土坑I

G669①[人型土坑］

G669①|大型土坑I

HlOO①[人型士坑］

HlOO①[大型土坑］

HlOO①[大型上坑］

llloO①[大型土坑］

lllOo①[大型土坑］

HlOO①[大型士坑］

IllOo①[大型土坑］

IIlOo①[大型土坑］

14①[大型土坑］

F24①[土器埋納遺構’

F24①「'二器埋納潰構1

F24①［'二器埋納遺構1

F24①[土器埋納遺構1

F24①|土器即納遺構’

F24①[土器埋納遺構］

F24①|土器蝿納遺構］

F24①|土器埋納遺構1

F24①[土器埋納遺構］

F24①[土器塊納遺構一

F24①[土器埋納遺構

F24①[土器埋納遺構］

F24①｢土器埋納遺構］

F24①[土器埋納遺構’

F24①[土器埋納遺構］

A100[SE]､Al[SD］

A10()[SE］

陣 別

｢士,､瀬戸捕鉢

占瀬戸卸Ⅲ

古瀬戸捕鉢

向逢系陶器碗

･占瀬ﾉー j縁袖小IⅢ

I‘1査系陶器碗

、資系陶器碗

口盗系陶器碗

k窯病鉢

白盗系陶器碗

I盗系陶器碗

白笠系陶器碗

白盃糸陶器碗

I'｣蓋系陶器碗

白査系陶器碗

''1餐系陶器碗

産地不IﾘI

|J冊:陶器髪

凸-瀬戸捕鉢

．t帥器('1i･lHj

小|IⅡ

t師器(中世）

l､Ⅲ

止師器(中1

脚高高台1111

t師器(中1

脚高高台皿

土師器(11'f

脚高高台'''1

土師器(中世）

脚高高台'111(大）

土師器(中世）

脚高高台Ⅲ(大）

止師器(中世）杯

白盃系陶器碗

白琵系陶器碗

[｣蓋系陶器碗

白盗系陶器碗

白盗系陶器砿i

産地小明

'1'1H陶器広112壷

I牽地小明

ﾄｻt陶器饗

連房(陶器）反皿

大窯

端j又Ⅱか力‘皿

｣

形態分類

5類

6Bfn

3類

ロクロt帥 器

ロクロl畑｢b器

ロクロl旧巾器

ロクロ土師器

ロクロt師器

ロクロ土師器

ロクロ上師器

法量（cT

I|径

(26．0

【11．5

(10．5

(13_(〕

(11－8

14．4

14．6

(15．1

14．2

14．6）

14．9）

10．1

(q71

9．6

10．9

lイーb

17．7

(15－2

(15．9

lb

115．8

116

17－7）

Z6－4

12．8

底径

9

3,3）

4

4.6）

3．6）

5.2）

5-9

6．1

5.1

(6，01

5．1

(b､8』

ワ
‐

13．0】

4，

7-7

6-9

6.4

４
月
強

毎
Ｊ
』

8.4

6-卜I

H

5

12．8）

(7．6）

(8.9）

器高

i,0

ﾜワ
ロムロ

3－7

2．2

民貝
J､哩

5-0

5.(）

5－3

5－2

5．8

74

5，2

4．2

5－］

4．9

4．7

1q

2．5

残存(X/12

11縁

0-2

1－4

1－1

5．5

1．2

qR
J,U

0－5

39

4．7

(),9

5．2

4

I

()_（

().1

17

』

5

LJ

5．5

4

１
画
宣

8－1

4．3

1.6

4．2

b

4

底部

5

1－5

10

4.5

5.8

6．1

1.フ
ユ＆

8,9

Ｆ
局
叩

戸
、
田

8I

4

1.8

6.4

1ワ

12

7

I

12

12

4

1．4

12

4．5

6

b

調 整等

勺外1町['11極ナデ､[､l転糸切痕

内外面171転ナデ

内外旧iLl転ナテ

内外.1，回転ナデ､同転糸切痕

内外面回転ナデ､回転糸切痕

内外面回転ナデ､1,1転糸切痕

内外lHiIj転ナデ､貼付尚台(籾

殻痕)、凹転糸切娘

内面工具による回極ナデ､外

旧i回転ナデ､回転糸切痕

内外ImI且'転ナテ

内外血回転ナデ睡底部内由i静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕

回転糸切痕

内外面F1転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)､回転糸切痕

内外旧1回転ナデ､底部内1，静

llZ指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

凹転糸切痕

内外面回転ナデ､底部内面静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕

凹転糸切痕

内外面[可転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、11』｣転糸切痕

内外血'''1転ナデ､底部内向静

止指ナデ､貼ｲ､1-高台(籾殻痕)、
|｢'1転糸切痕

内外旧111|転ナデ､貼ｲ､1-尚台(籾

殻痕)、回抵糸切痕ナデ消L

内外|mの横位力･Ih]の横ナデ

内外1m凹転ナテロ

内外面回転ナデ､凹転糸切痕

杯部内面棒状工具による凹転

ナデ､他凹惟ナデ､回転糸切痕

杯部内面棒状｣昌具によるl側l転

ナデ､他回転ナデ

内外面回転ナデ

内外面回転ナデ

内外面回転 ナテ

内外面同種ナデ

内外『白化'1転ナデ､回転糸切痕

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、回転糸切痕

内外面F1転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、『J]抵糸切痕

内外血回転ナデ､貼付･高台(籾

殻痕

内外面回転ナデ､回転糸切痕

内外1町回転ナデ漣貼付高台､1,1

転糸切痕

内外旧j凹転ナデ､胴部トー半外

面InI軽削り

|j縁部内外l副回転ナデ､胴部

内面当て具痕､胴部外1m叩き

I’

内外面回転ナデ､胴部から底

部外旧j凹転削り、貼付高台

内外岨Ⅱ111転ナデ､底部外面Ⅲ

虹削り、貼付高台

文様・軸薬

錆粕：7．5R3/l暗亦

I火

鉄軸：7.5YR3/4略

褐

錆柚号2．5YR3/1暗

亦灰

鉄粕･錆軸か：7．5

YR3／2黒褐・7．5

YR5/3に」

い褐

錆軸：7.5YR2/1黒

高台内：墨書(記号

か）

高台内:墨書「＋」

高台内：墨書「+」

錆袖：7．5YR6/4に

ぶい橿・2．5YR3/］

暗亦j火

灰袖；5Y6/3オリ

－プ黄

1火軸：7．5Y6／3オ

リ ー ブ 黄

胎土色調

lOYR8/3浅黄

椿

1()YR8/3浅黄

橘

2.5Y7/3浅黄

2.5Y7/l灰l‘］

]OYl《7/2にぶ

い黄稀

2.5Y8/2灰口

5Y8/1灰白

lOYR7/1灰[。

7.5YR6/6椿

Y7/l灰rl

2.5Y8/2灰I'』

2.5Y8/3淡黄

リ月
竺aJY8/1ﾉ火''1

2.5Y7/l灰白

ﾗY7/1灰I‘l～5

YR6/4にぶI

桁

]OYR8/l灰、

]OYR7/3に』

lJ時

黄桁～5Y5/1

2.5Y8/2灰白

7.5YR7/3にぶ

橋

2.5YR5/61りI亦

褐

5YR6/6樋

1()YR8/l灰白

lOYR6/l褐灰

7.5YR7/6袴

7-5YR6/4にぶ

い楯

7.5YR7/6Y梢

2.5Y7/1灰白

2．5Y7/1灰i』」

～lOYR7／2に

ぶい黄掩

2.5Y7/2灰黄

5Y7/2灰白

5Y7/2灰、

YR7/2にふ

v,黄楕

5Y7/l灰白

YR7/2に』

黄桁

YR7/1灰''1

形式･様式など

古瀬戸後1V瀞

古瀬戸後1V古

[h-瀬戸後1V新

北部系11型式

脇シ島

''1－瀬戸後Ⅲ

北部系11型式

(脇之島）

南部系4型式

北部系11型式

(生田

大窯］

北部系6型式（IｲI

土原）

北部系5型式(浅

間窯下～窯洞

北部系6咽式(1塁I

tﾙK）

北部系6型式(l"1

土原）

北部系5型式(浅
間窯下～窯洞）

北部系6型式(白

上原

南部系5型式

占瀬ﾉ可後1V占

南部系5型式

南部系5型式

南部系5型式

南部系5型式

南部系5型式

連房3小期

大窯1～2

掲載図版

挿図

2 5

2弱

235

235

)qR

235

235

235

Z35

』36

36

Z36

236

36

236

236

236

』3t』

236

、『、〃･

＆ずW】

236

236

236

ﾛ.",｛'
し巳〃『

ﾜqﾜ
凹里,』

237

23

乙.1

237

23

3

237

237

238

238

図版

54

54

54

54

37

54

54

54

54

46

46

54

46

46

54

7(）

54

54

54

ｲ隅

46

54

46

4(』

46

46

46

40

54

54

54

46

46

37

54

I
I
I
I
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表87土器観察表(13

12．5 2.9

'一一一一一一

遺物
番〃．

478

479

480

481

4Rワ

483

484

485

486

487

IHH

4H9

19(1

491

1Qワ
エ唾'し

493

494

497

498

499

50(）

501

501

504

505

5()f

507

50

5()9

513

514

515

516

517

グリット

APl

ヘ()1

r､14,11
ｰﾕゴムユ

1

しLll

］

１
２

画
’
且
勺
Ｉ
ユ

Ｆ
Ｌ
Ｆ
Ｌ

Ｆ
）
Ｆ
）

CE11

CE12

BR10

BQ9

BQ9

BQ9

HQ9

BQ9

BQ9

BQ9

BQ9

BQ9

TE『rqF

lﾉ111⑪

I)I｛15

DIl6

EC2(）

EC2(）

EC20

CLl2

し

(1

L

〔菖

L

Ｃ
Ｃ

CL12

GP94

GQ94

GP94

GP94

(}P94

Q94

GP95

GQ94

Ell

R1り

〕

凸

1

2

i貴構・晒位
,遺構楠別1

1100｢SE1

ﾍ10()[SEI

B639③．⑤.⑦lSE1

B639①ISEl

B639①｢SE1

B639の｢SE1

B639①ISEl

B735①[SE1

B735①｢SE

B735③ISE］

B735[SE］

B735[SE1

B735①|SE」

B735[SE

B735①｢SE］

B735①｢SE’

B7351SE」

D6[SE］

D6[SE］

DlOOISE1

D460⑧[SE」

D460③[SE］

D460③.④｢SEl

Cl32①[地下1

Cl32②[地下」

Cl32②[地~卜］

Cl32①[地下］

Cl32②[地下］

C132②[地下］

11355①{地卜］

H355①[地下］

H355①｢地下1

H355①[地下］

H355(H356)①I地卜．」

椎別

人窯

端反11Ⅱか丸'''1

連脇(陶器

l【』l{､｣･顕

向菱系陶器碗

''1畳系陶器碗

人窯灯lﾘlⅡ

連房(陶器）

徳利か花瓶

常滑嚢

上師器(ｲ<Iｻ1）

不叩1

l］盃系陶器碗

人窯捕鉢

皇房(陶器）捕鉢

里房(陶器）メ[皿

連房(陶器）反IⅢ

連ﾉが(陶器）九皿

連勝(陶器）反Ⅲ

連）好

折紗

(陶器）

鉄絵IⅢ

連房(陶器）

片11鉢

''1費系陶器小壷

大窯犬11茶碗

大窯捕鉢

I'|盗系陶器碗

白盗系陶器碗

I｣｣-噸ノ『片11鉢

Iヨ溌系陶器碗

j屯腸(陶器）

摺絵IⅢ

連房(陶器）

柄絵Ⅲ！

ﾘ凹前小杯

連房(陶器）菊1111

産地ｲく明

近世陶器火鉢

t師器(I|'冊ご）

ｲﾉ}勢哩鍋

{'1愛系陶器’'1

t窯灯'ﾘ1Ⅱ

I'1蓋系陶器碗

大窯描鉢

形態分顛

焼締タイプ

6A，知

l4C類

8A剛

焼締タイプ

12A額

法量（q､〕

11径

14.［

11．()）

(l().4

31－0｝

12．9）

12－9

13－2

(］1－2

12．0

12．21

(8．1）

12．8）

2.()）

H、4

10－51

10．61

底律

8.4

4．8

(4.(〕

(4．0

(13．2

5．0

（76

6．5

(7－6

』

(7－2）

7．8）

4－(）

5（1

4．0

qq

4－4

6．0

6 5

3－4

6－4

24.()）

4－4

4－5

器高

5．8

3－9

2．1

①

2．9

3

2．1

nq
山.』

4-0

5-5

3-(〕

5.3

2－1］

2．1

残仔(X／1

'1縁

11．2

3

1

1.2

？R
と一qJ

3-5

6-3

3

0.8

1

1．1

3

4-5

1．5

0.6

9

2－6

色

0－7

底部

12

11

2．1

3-1

4

12

動．H

11

2－1

11．8

4．1

1，1

]2

5－5

5．2

2．5

5

1ﾘ

12

5．5

8

().2

12

）

調 幣等

内外面'''1転ナデ箔底部外|nibl1

転削り、貼付高台

内外面回転ナデ

内外旧弛'1伝ナデ､底部内面静

止指ナデ､貼ｲ･｣-高台(籾殻狼

回転糸切痕､板ナラ

|人l外岨1回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕

内面指頭による回転ナデ､外

面1111転ナデ､回転糸切痕

内面しぼり痕､外面''11嘘ナラ

内面指頭痕､外面ハケ調整力

内外面''1転ナデ､底部内血静

'1指ナデ漣貼付高台(籾殻痕

胆l転糸切痕､板ナデ

内外面'''1転ナテ

内外回回転~ﾅｰﾃﾞ

内外直il｢'1転ナデ､胴部から底

部外血仙1転肖りり、削出高

内外旧1回転ナデ､胴部から底

部外向回椎肖|jり、貼付高台

内外血胆I極ナテ陰､胴部から底

部外血I''1魅削り

内外血'''1極ナデ､胴部から底

部外出I胆|低削り、貼付高台

内外面lul転ナデ､胸部から底

部外旧ibJ1転flIlり、削出高 「】

内外面|凶I転ナラ

内山iLIl転

外1mにか

高台（Ⅱ斑

内外面回転ナテ

内外面Iul転ナデ､貼付,司台(籾

殻痕)、I''1転糸切痕

内外面回転ナデ､鮎付高台(籾

殻痕)、1,1転糸切痕

内面IPl転ナデ､外面回抵削’

貼付高
、
『
１

Ｆ
】
二

脚
Ｉ

内外面[｢'1転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、11』｣転糸切痕

内面回転ナデ､外面II1栓削り

貼付高だ

内山i凹転ナデ､外I副''1転削り

貼付高f

flIⅡN高 L』

内外面1,1転ナデ､貼付高 台

|ﾒ1外面Ip1転ナデ

内外l6j回転ナデ

内外面回抵ナデ､底部内面静

止指ナデ､1口l転糸切痕

内向工具による'''1極ナデ､外

旧i回転ナテ腰､|｢'1転糸切痕

内岨i工具による1111転ナデ､外

順1回転ナテ

内外l則''11転ナテ

外向11'|転ナデ､111部から庇

外面I凹1転削り、貼付･尚古

デ､胴部から底部

てu転肖11り、削出

文様・淵'1薬

|火軸：75Y6／3オ

'ノープ黄～5Y7/3浅

黄

鉄軸？、髭ｲ袖菖2

5Y8/2灰l'」

頚部：沈線､外lhi：

鉄軸･内面:錆

軸？：l()YR6/6明

黄禍･I()YR2/l鼎・5
YR4/4にぶい亦褐

錆軸：5YR3/l熟褐

錆軸：l(}R4／l暗'脈

l火

灰袖：2.5Y7/4浅黄

灰軸：2.5Y7/4浅黄

灰袖：1()Yl<7/31

ぶい黄椎

l火軸：2．5Y6/4に』

、黄

鉄軸内旧I:蘭竹-文､

灰軸･長イ淵'1：5Y7ノ

3浅黄･5Y7/l灰I'」

聾ス和1．lUY1<4／jに

ぶい黄褐

鉄軸･錆軸：N1．5/0

黒･7．5YR3/2照褐

錆紬：IOR4／l暗亦
1.L

1節台内÷‘'晶書■(漢

字か）

内面：墨書(箪先を

揃えるために使川
凸、｝

鉄粕兇込：摺絵､灰

袖：2.5GY8/1灰''1

鉄軸見込；摺絵､ﾙハ

軸：7.5Y7/1灰[』］

呉須’'1部外1町：梅

文十？、高台外向

界線､透lﾘ|軸

内面：ソギ､灰袖

Y6/3オリーブ黄

錆軸：101《3/l暗,脈

l火

胎土色調

10YR6/2灰昔

褐

5Y7/2灰黄

2.5Y7/2灰黄

lOYR7/2にぶ

い菰掩

5Y5/l灰

1()YR7/2に-$

y,黄桁

2.5Y6/l黄灰

l0YR5/3に』

い苗褐

l()YR7/l灰''1

l()YR8/2灰I』I

5Y8/3淡黄

5Y8/2灰I'1

5Y8/2灰}'」

10YR8/3浅黄

橘

黄

5Y6/3にぶぃ

l()YR7/l灰、

lⅡYl<ィ／Zlこｰ＄

黄機

2.5Y8/Ij火''1

l0YR6/2灰黄

褐～7．5YR8/6

浅黄袴

2.5Y8/2灰|'」

2.5Y7/l灰''1

l()YR7/1灰I‘1

2.5Y6/1黄灰

l0YR8/2灰r］

1()YR7/l灰白

2．5Y8/l灰I'1

N8/0灰白

2．5Y8/2灰|‘I

5Y2／0肌～l(）

YR6/4にぶ（

黄稀

5Y7/2灰黄

N5/0灰

7．5YR6/l褐I火

2.5Y8/2灰向

YR7/4に』

昔椿

形式･様式なと

大窯l～2

連ノガlﾉ1,期

北部系8型式

(人畑大洞

北部系l()型」･t

(大綱束）

大窯1

連房3～4小期

北部系バリ式(明

+11

人窯1

璽房]小期

連房4～5小期

連腸4小期

連房4～5'1,期

連房4小期

連房2～3小期

連房5～7'1,期

北部茅

大窯3

北部系l()型式

大洞束

南部系口髭系陶

器9～10型式併

1J．

北部系9吋'』式(ノ

岱祁11

里房5～6小期

連房5～6小期

17世紀後半～18

H1:紀Iii｣半力

連房5小期

北部系6型式（''1

1J泉

Aこ窯3

北部系1］ペリ式

(生I||)、胎土鮎

良

大窯4前半

窯2

[］

部系バリ式(ﾄﾘI

［

掲載ixl肱

抑Ixl

238

238

238

238

238

38

238

238

238

38

238

Z:18

38

238

38

238

』38

238

2 H

238

238

38

238

239

239

239

Z39

239

39

；9

39

39

239

2:+9

IxlIW

54

54

51

54

54

う1

54

54

5イ

54

54

54

37

54

37

54

:、

55

7

55

70

55

55

7，

55

55

3

17

計5

雫
却

51

55

55

喝
叩

’

｜
ｎ
ｌ
ｌ

I

一
‐
‐
ｌ
‐
’
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表88土器観察表(13)

240

’

遺物
番-；)‐

5｝8

5］9

520

521

司りソ

523

527

528

529

530

534

535

536

537

53H

53§

54(】

541

542

543

544

R4月

546

547

548

549

550

552

553

554

555

)b

プリッ’

GP95

GQ94

BQ（

BR5

BR6

BQ

BR5－7

Bl《6

BQlO

BPlO

BI〕9

BP10

Ⅱ：

H・

H1

GP95

GP95

GP95

（iP95

GI〕96

GO96

GP9f

GF95

GP95

GP95

GP95

【；Pq尺

GP95

GP95

GP95

GP95

GP95

BB2

TIF班ﾜ
mJnJ凸

BBI

BB2

BB2

/

遺構・層位
[遺構種別1

H355(H356)①｢地~卜］

BlO4①[SD］

BlO5[SD‐

B105①[SI)］

B1()5①[sl)』

BlO5①[SD］

Bl51①[SD。

B2()l①ISD1

B201①lSDl

B743[SI)］

B201α)ISD」

Hl5①[特殊土坑］

II3O2①{特殊-t坑］

H3()2①[特殊土坑］

H302[特殊土坑］、

H336[SK]、H398[特

殊土坑1

H302①[特殊土坑］

H302①｢特殊土坑1

H302①[特殊土坑」

H302①[特殊|菖坑］

H398①｢特殊上坑1

H398①．②[特殊土坑］

H398①|特殊土坑’

H398①[特殊土坑」

[1398①|特殊土坑’

H398①[特殊土坑1

H398①[特殊土坑」

H398①[特殊土坑，

H398①|特殊.上坑I

H398①I特殊土坑」

ﾍ39()[SX］

A390ISX」

4390⑥[SX］

､390⑥[SX］

A390[SX」

楠別

常滑髪

古瀬戸茶釜

I‘l蓋系陶器碗

白謹系陶器碗

亜房(陶器）九Ⅲ1

古瀬戸補鉢

i亜房(陶器）メL碗

土師器(l11lM

内耳鍋

連房(陶器）凡碗

大空捕鉢

白盗系陶器碗

rl琵系陶器’'11

''1盃系陶器皿

白蓋系陶器碗

|‘｣壷系陶器碗

''1盗系附器｛尻

古瀬戸片11鉢

I|'田陶磁器

甫磁碗

["l査系陶器Ⅲ

白壷系陶器｜Ⅱ

|f1盗系陶器11Ⅱ

白詮系陶器碗

白壷系陶器碗

白盗系陶器碗

|‘｣説系陶器碗

''1壷糸陶器碗

r]髭系陶器碗

古瀬戸ハーn鉢

-t帥器(中世）

茶釜

犬窯灯明Ⅲ

大窯端'又皿

大窯

tLⅢか端反Ⅲ

古瀬戸瓶子

形態分類

孜胤

6A知

I-LIll分類B1

類

把干付

盃

イブ

系陶器夕

法景（cr

口径

12

(116

(22－0

(3.1

(H月

13－71

1'J11
LJ,LJ

(12．2

(16

h‐］

8-7

トー7

1'1ツ

1‘11

11－7

〕ﾜ

11．9

15．2

1()_4

(ll－f

底径

2.()）

6．4

戸
初

6.Z

(5－9）

4．2

が

(5

i,9）

‘》今f

【1］．Ⅱ｝

4－7

4．7

4．8

5－3

』貝

5．0

3．9

3－3

{:イー11

(4．4）

(5.8）

器高

2.6

l‐(）

1.(}

5．5

1ﾜ
』 ． 『

1．6

1

1．4

］‐3

R1

4－5

4．5

3．4

3．6

2－f

残存(X/1

|I縁

２

1

1－1

1

I

1

5

3.5

1．8

0．9

2.8

1

9－5

･IQ
Jh、〃

12

只只

5.1

7．5

I_（

!｛H

0．4

､,

1．5

2．2

底部

6．5

1．8

12

4

3．8

1．9

4－5

局月

｛

1

7

12

12

1ワ

H

”
」

7.5

0．5

3

4

調 整等

内､i横位の板ナデ

il外Ihill11転ナデ

内外lmlI'|転ナデ､底部内面静

止指ナデ､N,Iiｲ､1-高台(籾殻痕)、

ul転糸切痕

内山i工具による'''1転ナデ後ナー

デ消し､外面回転ナデ､lul転糸

切痕

内外出ill｣転ナデ､川部から底

部外面回惟尚11り

内外面同転ナデ

内外面L'1極ナデ

内面板ナテ

内面回惟ナデ､外1m'''1転削り

削出高台

内外面他l転ナデ

内外．I師''1転ナデ､底部内｢AI静

11．指ナデ､貼ｲ､|高台(籾殻痕

凹転糸切痕

内外面11'|転ナデ､底部内血静

止指ナデ､凹転糸切痕

内外面'''1蛭ナデ､底部内Iili静

止指ナデ､InI転糸切痕､板ナデ

内外I前I｢'1転ナデ漣貼付高台(籾

殻痕

内外面1''1転ナデ､底部内l前静

'卜指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

、極糸切狼

11m回転ナデ､外|師111転削

"I付高台

内外Ini回転ナデ､隆部内旧i静

止指ナデ､回転糸切痕､板ナデ

内外miIlll唯ナデ､底部内｢川静

止指ナデ､回転糸切痕､板ナデ

内外血回転ナデ､底部内川静

止指ナデ､n挺糸切痕

内外面回転ナデ､底部内面静

止指ナデ､貼ｲ1－高台(籾殻狼

回転糸切痕､板ナテ

内外l帥』1転ナデ､底部内血静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕）

|刑|転糸切痕､柚ナーア

1外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)､'''1転糸切痕

内外血'''1転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、b』|転糸切痕

内外面lnl転ナデ

11縁部内外｢町横ナデ

'1曲i工具による'''1転ナデ､外

1mm極ナデ､回転糸･切痕

内外血M転ナデ､胴部から座

部外面''1転削り

内外面''1転ナデ､底部外IAiu

転削り、貼付高台

外面Ⅱ'1転ナテ

外Ihihl転ナデ軽貼付尚台(籾

痕)、胆l転糸切痕

侭卜面回転ナデ､底部内而静

旨ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

匠糸切娘

卜面回転ナデ､底部内1口i静

胃ナデ､貼付高台(籾殻痕

砿糸切痕､松ナデ

文様・nll薬

鯖軸：5YR4/3にふ

い赤禍

I火軸：5Y7/2灰|博］

錆軸：5YR5/4に』

亦褐

鉄軸；5YR4/3にふ

赤禍

|火紬(黄瀬ﾉー J粕か)・

錆淵||：10YR5/6黄

褐･5YR7/3に』

赤禍

錆軸：2.5Y3/lIIiW赤
IjAJ

外面：片切彫りによ

鏑趣弁文､青磁：5

Y5/3灰オリーブ

灰軸：7.5Y6/2灰オ
｜－ブ

見込：l弓'1花文（菊

文)、灰軸自7．5Y6

I天オリーブ

2

外．、i：4条の沈線､灰

粕：7．5Y6/2灰オ
ヂ

胎土色調

5Y5/2暗灰黄

2.5YR8/3淡黄

5Y7/l灰''1

lOYR8/4浅黄

橋

2.5Y7/2灰黄

lUY

い苛

Z－5Y8/11火I'1

lOYR4/2灰黄

褐

l0YR7/2に』

､黄稀

5Y8/2灰白

2．5Y8/l灰['1

5Y7/l灰|‘I

2．5Y6/2灰黄

2.5Y8/2灰}‘1

2.5Y7/l灰白

l(>YR8/21火向

IOYR7/lj火、

2．5Y7/l灰''1

5Y7/2灰黄

2．5Y7/1灰''1

2．5Y7/1j火「I

2.5Y8/21火白

］Y7/1灰向

2.5Y7/2灰黄

2.5Y7/l灰''1

2.5Y8/2灰白

2．5Y7/11火日

2.5Y6/2灰黄

5Y7/1灰I'」

2.5Y7/2灰黄

10YR7/2にふ

い苗持

YR7/3にふ

黄樋

YR7/4にぶ

黄樋

7/4にﾏｨ

形式･様式なと

古 瀬I-j後1V占

北部系6咽式(''1

|L原

北部系11型式

(ﾉﾄ妬I

連房8小期

古瀬戸後1V['1．

連房3小期

連房3-4小期

人窯1

北部系6姻式(白

-tl爪）

北部系7型式以

降

北部系7型式以

降

北部系7型式(『ﾘI

木11

北部系l()型式

大洞東

北部系1()型式

(大洞東）

南部系白琵系陶

器3～6型式併行

北部系7型式以

降

北部系7型式以

味

北部系7型式以

降

北部系7型式(ﾄﾘ］

和）

､化部系8足IJ式

(大畑大1，1

北部系8斑'』式

(大畑大洞

北部系9型式(大

rﾄ洞

部
洞

ｔ
大

■
１
イ
ノ
・
ｉ
ｔ

系
東

11ﾄ型・よ

北部

(大洞リ

南部系

器9珊lJJ

大窯

人窯1

大窯l～2

占瀬戸中期I

Ⅱ

)型式

魁系陶

汀

掲載図 肋

挿似’

239

239

{9

』39

;19

39

239

39

39

239

10

240

240

24(〕

240

4(｝

240

4(）

240

Z4(）

240

4(）

Z40

4(）

240

4(）

240

240

240

240

24(）

r弧』

Ⅸ|版

55

5］

55

55

55

55

55

砧

EE

月匡
凹哩

55

55

55

55

55

55

55

42

51

35

51

55

弓1

51

5】

55

55

55

t)6

56

56

56

56

｜
別
別

I

I
「
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表89土器観察表(14)

242貝ﾜ
リーリ

’

RqR

’
142

’
、’

52

’

242 55

(4－3

遺物
番号

bb．』

558

5＃4

5H5

586

587

Rn、

5H9

59(）

591

592

可

fj94

59（

9

nJ

［

弓Qq

h(l(）

レ
ト
ー

リ
／

Ｂ
ｒ
Ｊ

》
ノ

脳脳

BB

BN

BQ4－．6

BN5

出(〕5

BP5

Bl〕4

H1

階P5

BN5

B()5

B()5

BO4

B()5

B(）

Ｅ
Ｅ
田

B()5

I恥

R(J4f

BO5

B()5

』

》

遺構・層位
[遺構種別I

[ミーくい111、
ユロ"qJ己JL…

ヘ3901SXl

B114｢SXl

B114ISXl

B114①〔SX］

Bll4[SX］

Bll4[SX。

Bll4｢S

B114①[sX］

B114①[SX］

B114①[SX

Bll4①lSX

Bl14①｢SX1

Bll4①[SX］

Bll4①ISXl

Bl]4①[SX。

B114[SX］

Bll4①｢SXl

Bll4①ISX］

神．；|」

11｣･瀬戸

卸11ｲ､I大皿

古瀬戸饗

日盗系陶器硯】

向蓋系陶器碗

rl餐系陶器碗

大窯灯りlllII

111.瀬戸折線深皿

11,･瀬戸卸IⅢ

メミ窯メLl11I

大窯灯IWjⅢ

｢』1幾糸陶器碗

rl盗系陶器航i

大窯灯H月Ⅲ

大-窒灯ﾛ川''1

、盗系陶器碗

人窯端反皿

k窯丸皿か端｝又

'''1

人窯端反皿

人窯メLIlll

形態分類

l‘1壷系陶器夕
一
ノ

ノ
ー

’
焼締タイプ

焼締タイーフ

僻締タイプ

法童（”）

'1径’

11.()）

10．1）

16－1

【119

10-0

11．1

10－11

10-4

qx

11．0

Qﾜ'

q H

底祥’

1J

15．Ⅱ

(4－(i

(2．4

4．8

RX1

4．6

｡．U

1

4.6

4.9

4.5】

ラー0

5．4

6．1）

16．4

器尚’

2．9

2．4

2－8

2．3

2－3

3

2．6

2．3

2

残存(X/1

n縁’

0．7

『）

1．8

6

7－4

3

E

19

5．2

6．5

4

底部’

1．5

ﾜ

⑱

3

1

()_3

5

H，2

2-8

12

］

7扇7

q

]2

12

3

RX

調 整等

内外岨i回転ナデ､胴部から底

部外面回転尚'1り、足(三足か）

内外面回転ナテ

内外山iIl1転ナデ､底部内面静

l卜指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

l似l転糸切痕､板ナテ

内外胴1回転ナデ､底部内面静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

胆l転糸切痕

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)､回転糸切痕

内面工具による'''1転ナデ､外

面luI転ナデ､1両l転糸切痕

内外[前回転ナデ

内外旧1回転ナデ

内外面回転ナデ､''1部から底

部外面何転削り、削込高ぞ

内面工具による'''1転ナデ､外

mIul瞳ナデ､1,1転糸切痕

内IAi工具によるlpl転ナデ､外

1月化'1転ナデ､Ipl転糸切痕

内面工具による[''1転ナデ､外

血回転ナデ､Iul転糸切痕

内面工具によるlⅡ1転ナデ､外

向山1挺ナデ､M転糸切痕

内山1指頭による|Ⅲ1椎ナデ､外

lhⅡlll転ナデ､回転糸切痕

内面工具による'''1転ナデ､外

両回転ナデ､''1転糸切痕

内外面[司転ナデ､胴部から底

部外面1111転削り､貼ｲ､1.高 一
口

内I肌''1転ナデ､外面阿転削り

貼付高 ri

内外血回転ナデ､胴部から国

部外面回転削り､貼付高 雪
、

外面回転削り､貼付高
Ｐ
《
ロ

と様・軸薬

鉄淵||：5YR2/3極暗

亦褐､7.5Y5/8明褐

鉄袖：IOYR4／2灰

黄褐

'火紬：2．5Y6/6明蛍

褐

I火軸：2．5Y7/3浅黄

鉄軸･錆¥111:7.5

YR5/4にぶい褐・7．

5YR4/3褐

兇込；'11花文(片喰

文)､灰和l：5Y7/4渋

苗

兇込：lEll花文(片喰

史菖)、灰利I：7．5Y7

灰｢1

|火袖：］()YR8／l灰

｢］

内旧I:ｿギ､同心''1

の2条の沈線､)火

紬：7.5Y6/3ｵーリー
学
風

デ
ノ

胎土色調

2.5Y8/3淡黄

2.5Y7/11火I‘1

2.5Y7/l灰['1

2.5Y8/1灰白

5Y7/1灰|‘’

10YR7/1灰白

1()YR7/3にぶ

い黄楕

l0YR8/]灰白

7.5YR7/2明裾

|火

]OYR6/l褐1A

lOYR5/l褐灰

2.5Y6/l黄灰

5Y5/l灰

10YR7/l灰白

2.5Y8/2灰''1

l()YR6/1褐灰

7．5YR7/3にふ

椿

l0YR6/1褐灰

局Y6/1昔灰

形式･様式なと

｢1，.瀬ノi後Ⅳ新

11,.瀬戸後lV1l,．

～新

北部糸7醐式(IﾘI

和

北部系8型式

大旨畑大洞）

北部系10型式

(大ﾙﾘ束）

大窯2

i』｣-瀬戸後lll

lIj瀬r’後1V凸

人窯3前半

人:窯2

北部系11型式

（ﾉ'二|H)、肘1．．帖

良

北部系11剛式

（'|:H1)、胎・士粘

良

k窪2

大窯1

北部系11型式

(生田)､胎土精

良

人窯1

大窯1～

人窯1

t窯2前半

掲戦IXI版

txl

4

24(）

24

42

』4

42

Z4Z

242

24

24

242

24

24

24

42

42

24

Ⅸ|肋

56

56

h

56

56

56

56

nt

56

52

月R

56

52

56

56

37

56

肝

t16

6{)I BN5 B114[SX］
連房(陶器

志野丸Ⅱ
14．0 ｢H， 2.7 !｛ 7

内外面ロ蛭ナデ､胴部から底

部外I前､軽削り､削川高台

長石紬：2.5Y8/2灰

11
5Y7/2灰黄 i車房1～2小期

M1

13

6{)4

6115

606

6(．

6(Ⅱ4

6()9

610

611

612

b1.1

BO4

BN5

BO4

HO5

『b『、F

bI_此〕

BN5

HO5

RN－B()5

W，‘、声

肋U、

B()4

BP4

B()4

W，J､F

1ｳkﾉ印

BO4

nP4

Bll4①[SXl

B114[SX］

Bll4⑩｢SX

Bll4①lSXl

Bll4a)lSX」

B]14①｢SXl

B114①[SX］

B114①｢SX］

Bll4①[SX」

Bll4①ISX」

Bll4{SX1

B114①｢SX1

連房(陶器）

折縁鉄絵Ⅱ

連房(陶器

欽絵111

大窯天I｜茶碗

大窯犬'1茶碗

人窯犬11茶碗

大窯天11茶碗

古瀬戸人§|｜茶碗

連房(陶器

天目茶碗

連房(陶器）ノL碗

連房

尾呂鰯繍

i車〃}(陶器

腰折碗

連腸(陶器）flﾘ]

11．41

12．8

1リi1

11‐卜

(11－5

12．2

11．5

112．1

11－1）

12．1

(12－2

10．3

7－5

8－(）

(4．3

5（)）

[5．4

5－3

']匡

29

6．4

Z

’7．3

8.8

nN

4－7

H

2

1

2．5

l〕

1．3

1－3

l‐う

2

7.5

ｺﾜ

H

1

1

12

12

1

内外面'''1転ナデ､巾1部から底

部外1月1[''1転削り､貼付高台

内外面[司転ナデ､胴部から底

部外向回転削り、尚'1出高 、
’

一
ｒ

内外血回抵ナデ､H'1部から底

部外1m回転削り

内外向凹転ナデ､IldI部から雌

部外血l'｣I転削I〕

内外面11'1転ナデ､胴部から底

部外面IⅡ1転削り､i'jﾘ出高台（I
蒲

内外I向iInl転ナデ､川部から底

部外面u蛭肖11り

内外旧Ⅱﾄ'1挺ナデ､胴部から底

部外lmM転削り

内外|前|'｣1転ナデ､胴部から底

部外面IIll転削「

内外血仙1転ナデ､胴部から底

部外面回転削り､貼桐 高.凸

内外lAi回転ナデ､IIp1部から底

部外IAiu転削r)､貼ｲJ-,白i台

内外面[ml転ナデ､胴部から底

部外面回転削り､削出高 、
１

二
ｒ

内外由1回転ナデ､胴部から底

部外面回転削り､削出I高台

鉄利1兄込：蘭竹文

灰軸･長ｲJ利I：5Y7

3浅黄･5Y7/1灰I"1

鉄軸兇込：蘭竹文、

長ｨT軸：2.5Y8/l灰

’1

鉄軸･錆軸:7．5

YR4/3褐・5YR4/3

にぶい赤禍

錆粕・鉄柚：7．5

YR6/4にぶい桁･10

YR3/2黒褐

欽加l・錆紬：2．5

YR4/3にぶい亦褐．

うYR4/2灰褐

錆利l・欽軸：7．5

rl《4/l褐灰･5YR

]黒裾

鉄軸･錆袖：7．5Y4／

3暗オリーブ･2.5

Y3/4階亦褐

鉄粕：10YR3/4暗

褐

l火袖：7．5Y7/2j火「I

鉄軸・うのふ袖：II

YR2/3黒褐･2．5Y5，

4黄褐

鉄粕外面：花虻､伝

石紬：7.5Y7/1灰|坐1

欽軸：2.5Y3/3亦褐

l0YR7/l灰臼

10YR7/2に』

黄楕

l()YI《7/2にぶ

い黄栂

lOYl〈7/2に』

黄梼

l()YR8/1J火''1

l0YR7/11火l』｣

lOYR8/21火''1

lOYR6/2灰黄

褐

5Y8/2灰|'」

l()YR8/2灰I‘I

5Y7/1灰白

1(1YR7/21

黄楕

里房2～3小期

連房2小期

一十全'1
型，dbq,、」

大窪2

k窯1

k窯1

占瀬戸後1V新

虚冴1小期

連房2～3小期

連房3～4小期

連房3～4小期

瀬ﾉー』

24

242

242

Z4Z

24

242

242

243

243

243

Z43

!〉(1

3H

56

56

38

36

｢16

38

｛卜

3H

H



158第7章出土遺物

表90土器観察表(15)

(5．<)）

|’

’

Ⅱ11

遺物
番号

614

615

61(

fil7

618

619

62U

621

622

623

624

f可｡，r－

[〕乙r）

626

627

62$

629

630

63】

632

633

6;{4

635

636

63

638

b4U

641

641

64f

64

648

649

6↓〕I

651

t

グリット

BO5

Rf）

BO4

BO5

戸
Ｄ
－
１

Ｎ
Ｏ

Ｂ
Ｂ

B()5

BO4

BO4

BO3

BN5

BN4

BOF

IIr1医
LJkJLJ

BO5

BP5

BO4

BO4

BN

BQ46

BN5

HO5

BO5

BN5

BN5

B()5

BP4

B()5

Bl〕5

BP5

BO4

BO5

BP4

BP5

DR13

D()]5

BA2

BA2

BAl－5

BA3

B A

BA4

BA1－5

BA2

遺構・肘位
[遺構種別］

Bll4[SX」

BIl4①[SX1

Bll4①[SX］

B］14①［SX］

Bll4[SX］

Bll4[SX］

Bll4①lSXl

B114①[SX］

Bll4[SX］

Bll4①[SX］

BlI4①lSXl

B114①[SX］

Bll4①[SX],B包含胴
11

Bll4①[SX」

Bll4①[SX］

BIl4②lSXl

Bll4[SX］

Bll4①lSX」

Bll4①[SX

B114[SX］

Bll4①[SX］

Bll4①[SXl

Bll4①[SX1

Bll4[SX］

Bll4[SX］

B114①lSX1､B包命1W

11

I〕110[SX］

､115③[SX1

A1「Qnl
.△1L習晶”｣

411SD1

ﾍl③[sl)｝

A1②[SD：

ﾍl[SDI

A1｢SI〕~’

A11SD］

AI[SDl

様別

連房(陶器）丸碗

連房(陶器）向付

大窯仏帥具

唐津水指か

連房(陶器）香炉

連房(陶器

水指力

連冴(陶器）水盤

連房(陶器

折縁鉢か

大窯大IIll

占瀬j-i捕鉢

古瀬戸捕鉢

に窯橘鉢

人窯捕鉢

大窯揺鉢

大窯捕鉢

大窯捕鉢

k窯慌鉢

大空備鉢

大窯捕鉢

里房(陶器

鉄絵皿

中|剛陶磯

日硝1111

器

中lEI陶磁器

I"l品illl［

'1国陶磁器

進付碗

肥前染付Ⅱ

瓦質土器火鉢

連房(陶器）1文IⅡ

瀧ルリ(陶器）

丸碗方

|･師器(中lII目

内叫鍋

上師器('|'fHf）

内耳鍋

''1笠系陶器碗

I'｣説系陶器碗

口髭系陶器碗

白蓋系陶器碗

rl麓系陶器碗

白資系陶器碗

形態分煎

袴腰形

5頬

5類

9A，類

9A,類

9A類

14B頬

14B噸

14B知

l4C類

森川分類I〕群

森田分類D群

｜法量(c”
n径

(29.4

(29．2

】q

9－81

「ワq月
1国Ja4J

1，1rq

jl.〔）

:‘34．0

32－1

3－9

(25．41

(12．0

{25

22.6）

13．6）

(13．0）

(7－別

底径

5．:{）

(9．51

11－8

(］4．4

6．7

4－1

(4.6）

4．1）

(7．71

H4

4.8

(5.(）

4.()）

4.〔

器高

5.6

’

2．5

4．0

.{‐6

|残存(x/'2
11絃

0．3

0，8

1．3

1．8

〔).7

1

0．5

1．3

1

1

I）9

1.2

3．5

2，3

1－2

2．2

底部

12

u

3－2

タ.4

1”8

1－5

12

印
山

5－8

1.8

3

Ru

3

6．5

2－5

調 整等

内面胆l転ナデ､外面回転削り

肖'1出高台

内外I1i回転ナデ､'''1転糸切痕

内IpI当て.具？痕

内外mIIII転ナテ陰､胴部からhX

部外Imllll催削り、足(三足？）

内外面Illl転ナデ､胴部から底

部外I財''11極削り、足(歌脚状、

三足か）

内向Ihl転ナデ､外IhiILll転削り

111力

内外MilI1l転ナデ､胴部から底

部外出iIIll転削り、貼付i副台

内外I力加｣|軽ナデ､胴部から底

部外I剤M転削り

内外|自Ⅱul転ナデ

内外面回転ナテ

内外lmIIll転ナデ趣回転糸切浪

内外面ILll転ナテ陰

内外旧i回転ナデ

内外面凹転ナヲ

内外面Iul転ナテ

内外面回転ナデ

内外旧iIIl1転ナテ

内外面hil軽ナデ

内面hI]転ナデ､外面回惟削り

削,''1高 画
ｌ

ユ
に

WIl川,断台(快り込みあり）

肖ll,''1高台(快「)込みあり）

外出ilul転削り

11縁部内外1m凹転ナラ

内面凹転ナデ､''1部から庇部

外面にかけてbJl転削り

|ﾒ1面lp1転ナデ､外面Il7l1瞳削り

貼付i断古

内|A1板ナデ､外面11縁端部a

久横･ナデ

内1，横ナデ(板ナデ？

内外Imll11転ナデ､貼付間台(籾

殻痕)、凹転糸切披

内外面回転ナデ､貼付高台(籾
殻痕)､lP1転糸切換

内外面blI転ナデ､ILll転糸切狼

内外IRI1脚l転ナデ､凹転糸切痕

内面工具による''1|転ナデ､llll

転糸切狼

内旧i[具による凹転ナデ外1国

回転ナデ､Ip1転糸切痕

文様・軸薬

鉄粕；5YR4/3にぶ

い亦褐

鉄軸見込み：鉄ポ

文字？）、長荷軸

Y7/1灰I』1

錆軸：7.5R2/1赤黒

｢欠紬：5Y4/3暗オ

リープ

I火軸：10Y7/l灰l‘」

I火和|：5Y6/3オリー
い
国

↓
／

灰軸；5Y7/2灰IrI

絃軸内1m：流し掛

け､灰荊||(黄瀬戸

2．5Y7/3浅黄

鉄利1.錆粕：7．5

YR6/4にぶい樋・5

YR4/3にぶい亦褐

錆紬:lOYR3／l黒

褐

錆柚：lOR3/2暗赤

褐

錆軸：5YR3/1黒褐

錆軸景7．5YR3/2黒

褐

錆利I倉5YR3/3暗亦

褐

鋪柚：5YR3/1黒褐

錆柚：5YR4/1褐灰

錆粕：l0R4/lH肖弥
,‘片

請柚：Z－5YR3／’昭
ｒ
火

亘
一
、

ｆ
棚

錆柚：2.5YR2/I別
卜汎

鉄軸見込：｜風｣､界

線､長ｲj軸：2.5Y5／

2暗灰黄

向磁：5Y7/1灰|‘I

''1磁号2.5Y8/1版l'」

呉加外面：葉文？

造Iﾘj軸

呉須兇込：界線十

か､透明111

l火柑：2.5Y5/4黄褐

l火紬:7.5Y4/3暗ｵ
1－プ

胎土色調

2.5Y7/l灰白

2.5Y6/l黄灰

lOYR6/2灰黄

褐

7-5YR6/4にぶ

ぃ符

lOYR7/2にぶ

い黄栂

5YR5/1褐灰

lOYR7/2にふ

し､黄楕

l(}YR8/l灰I‘I

』.5Y7/l灰白

N8/0灰白

7－5YR6/4に』

v,椿

2.5Y8/2灰I‘I

2.5Y8/3淡就

lOYR7/l灰i』1

2.5Y7/2灰黄

2.5Y7/l灰｢］

l0YR8/3浅黄

鰐

lOYR8/3浅黄

椿

l()YR7/2にぶ

い．黄梼

lYR7/4にぶ

黄橿

lYR7/4にふ

し､-黄燈

lYR8/2灰r］

'YI《7/3にぶ

い黄桁

5Y8/3淡黄

5YR6/4に左

燈

5YR6/4にぶ

符

YR8/4浅黄

YR7/2にぶ

黄樋

3YR6/4に』

い格

YR7/3に』

･黄椅

5YR7/4にﾏ』

ぃ締

'YR5／2灰黄

YR7/2にふ

，,､黄樋

YR7/lj火I'’

YR7/2に』

、鈷二椿

形式･様式なと

連房2～3小期

皇房1～2'1,期

大窯1

連房3小期

連房2小期

連腸2小期

連房l小期

大窯3

-占瀬戸後1V新

古瀬戸後1V新

大窯3

大窯3前半

大窯3前半

大窯3前半

t窯4後半

k窯4後半

大窯4後半

大窯4木

連扉2'1,期

虫房3小期

連房1小期

北部系5型式(窯

洞か）

北部系6型式(白

土原)力

北部系

(脇之店

北部系

(脇之X

化部目

(牛11|）

(脇之品）

｣

い
、
、

Ｌ
》

;ﾘ｣＃

型式

掲載図版

挿図

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

244

Z44

244

244

244

244

244

44

244

244

244

』44

244

244

244

244

244

244

244

244

11版

〕b

5f

52

3片

3R

3N

56

38

56

６
戸
『
』

56

56

56

Db

56

56

56

56

56

56

41

41

43

56

52

56

j6

56

56

56

59

Ru

59

59

Rq

’

I
I
I
I
I
i
I
I
’

』
Ｆ
１
ｌ
‐

’
１
１
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表91土器観察表16

247

’ ’

遺物
番り‐

「･声FT

r〕抑.1

654

655

656

61

658

659

bbU

661

fi6，

663

664

665

bhh

667

66H

669

6．/I

671

672

f■"7．1
『1f､

674

675

676

700

01

()2

703

7()4

705

7()6

7，

()8

709

71U

グlﾉｯﾄ

RA3

BA2

AT2

BA1

BA3

BA3

BA4

BA］

BA2

BA3

BA1

BA2

BA2

Ａ
Ｂ

BAz

BA3

BA3

BA

BA2

BA4

I1A3

A’

B／

BI

B

B

BA2

HA1

BA2

BE

BA2

BA］

ヘT5

ATl

AT:1

ATI

ヘT3

ﾍT3

A T

ﾍT2

ﾍT2

AT3

AT2

LT2

「
ノ
ニ
ｂ
ク
ゴ
１
１

面
ノ
ゴ
－
、
』

遺構・層位
[遺構種別］

ﾍ11sD」

ﾍlISD」

11③[SD］

A1②.③|SDI

41[SD1

ﾍ1②lSDl

11②[SD」

A11SDl

Al[SI)]､A2[SD］

A1②|R｢〕’

ヘllSDl

ヘl④.⑤[SDl

A11SDl

A1[SD」

Al｢SD1

A1②lSD」

Al⑦｢SI〕’

ヘl②[SI)」

41[SI〕」

41⑤|SDI

ﾍ1③[SD」

ﾍ1②lSD」

ﾍ1[sD］

kl②ISD」

ﾍ2[SD］

12①｡②｡③[SD菖

A2①ISD‐

A2②[SD」

ﾍ2②[sD］

A2①[Sl)2

A2①[SI〕］

ヘ2⑤[sI)’

A2Isl)］

A2④[SD」

A2④[SD］

柿別

｢I壷系陶器人子

古瀬戸縁哨'1小lllI

古瀬戸縁糊小皿

rl盗系陶器碗

連房(陶器）

折縁皿

大窯犬'1茶碗

人窯犬11茶碗

大窯天目茶碗

連房(陶器）丸碗

I土,.瀬戸イ1.斗~壷

古瀬戸有~判.噸

古瀬『i

卸'1付人lⅢ

LIf湘戸茶釜

大窯浅鉢

古瀬戸捕鉢

大窯捕鉢

k窯捕鉢

古瀬ﾉｰ1儒鉢

里房(陶器）捕鉢

大窯儲鉢

常滑喪

''1国陶磁器

白磁1111

P雁I陶磁器

青磁碗

''1国陶磁器

染ｲ,1Ⅲ1

'二帥器(''1世）｜Ⅲ

|z師器(IlIIlI．

内叫.鍋

上帥器(中lH．

|人l耳鍋

土師器(中1H目)

茶釜

.t師器(I|]状

茶釜

''1盃系陶器Ⅱ

''1琵系陶器碗

I蝿l盗系陶器碗

''1査系陶器伽！

白盗系陶器碗

''1盃系陶器碗

形態分顛

I

’

’

“’
池・I
9A，類

3類

森IH分類E

群？

1-川分顛BI

DrBⅡ瀬

ロクロ土師器

羽付

羽付

法量（c、

u径’

14_(）

10．5

(10－2

12．0

13．3

1］‐4

12．2）

11．〔

{14

'91)｝

r"JRJ1
1qサ可ノ.曲

(27－4

14．0

l‐()1

(12－4

l().0

底径’

(3．0

4．7

4-5

(7．8

12－8）

16．0】

J,6）

(11－2

16．4）

(4．2

6.(’

16．5）

5－：

6．6】

(6．2

器高’

1．4

2-2

2－1

2．9

4－H

11－4

(6.Uj

1－9

残存(X/12

u縁’

）．b

リ
』

5

11

1．5

1

t

1

【).う

1

6．5

1

5-5

0,6

1

11－6

1－］

6．5

3－4

1．8

底部’

5

t

12

3

ﾉ

1

3．1

3-4

2

］

2

2．2

4

凶一t

4

］

!｛5

4.9

調 整等

内外膿面回転ナデ､底部外面回

紅削り

内外面IPl転ナデ､凹軽糸切痕

内外面回転ナデ､同転糸切痕

内面工具によるIlIl転ナデ､外

旧iLl転ナデ

内外面1m｣転ナデ､胴部から底

部外『帥'1転削り、削出高台

内外1m凹転ナデ､H'1部外1，回

椎削り

内外面回転ナデ､胴部外面回

転削り

内外I帥'1転ナデ､胴部外血|Ⅲ’

転削I）

内外Imh1l桂ナデ､''1部外Ihih1l

転削り

内外面Inl転ナテ

内外面''11軽ナテ

内外面hl転ナデ

内面1,1転ナデ､外血回転削り

内外面Igl転ナデ､Ijl部から底

部外岨1回転削り、削込高台

内外面回転ナデ

内外面回転ナデ､、転糸切痕

内外旧i回転ナデ

内外面回転ナテ陰

内外面lp1転ナテ

内外出i回転ナテ

hIl出高台

尚11出高台

IⅢ1転ナデ･回転糸切痕

内血板ナラ

+上＋辛い
TRノノ

11縁部内外旧i横ナデ･一部板

ナデ､服部内外面板ナデ

横ナデ

内外回回転ナデ､h'1転糸切痕

内外1m回転ナデ､貼付高台(籾

殺痕)、回転糸切痕

.刈外I向

殻拠

内外旧

殻痕）

内外[自

殻痕）

内外面1口|転ナデ､内庭旧i静ll．
指ﾅー テ､貼付高台(籾殻痕)、lⅡI
転糸切痕､板-ナテ

転ナデ､貼付I削台(籾

転糸切痕､板ナデ

転ナデ､貼ｲ･'高台(籾

転糸切痕

蛭ナデ､貼付高台(籾

転糸切痕

之様・紬薬

灰軸：7.5Y7/2灰白

鉄紬：7．5YR3/4昭

褐

長心軸：5Y7/2灰白

鉄軸・錆利｜号7．5

YR2/1黒褐･5YR5／

3にぶい褐

鉄袖：5YR4/4にふ

い赤禍

鉄軸：7.5YR4/4褐

lOYR1､7/］

飴軸冒l0Yl《4/4褐

色～]()YR3/4暗褐

色

|火利}：5Y6/3オリー

プ黄

I火軸：5Y7/3浅黄

|火袖：5YR6／3オ

1－プ黄

錆粕：7.5YR6/41.

ぶい極

鉄紬は

界線､葦

卿'1：2．1

錆袖

|火

錆粕：IOR3/2暗仇。

糊

錆軸：2.5Y4/l赤I火

錆米田．｡YK4／訓些v』

い亦褐

錆軸：1{)YR8/3亦
|』〃

錆軸：2.5YR2/l亦

黒～2.5Y4/4にぶい

亦褐

向磁：5Y7/2灰rl

外面÷片切彫りに

よる蓮弁文､青磁
1()Y6/2オ'ノーブ灰

典緬見込：花文え

高台外旧i：界線､高

台内;界線･｢大Iﾘ1年
些
巳

、
十
人 |､透|ﾘl利1

I苫噂'二文
ｒ
柵

匡
Ⅸ

⑲
ｆ

牛
込

|/21火{"1

3/l暗亦

胎L色I淵

lOYR7/11火''1

2.5Y7/2灰黄

lOYR8/4浅黄

桁

7.5YR8/4浅黄

符

5Y8/l灰向

l()YR8/1灰白

1()YR7/3にぶ

ぃ黄栂

(上部)lOYR7／

l灰｢]・(下部)10

YR7/3にぶい

黄帽

IOYR7/3にぶ

い哉構

5Y6/2灰黄

］OYR7/2に』

い黄樋

25Y7/2灰黄

2.5Y7/2灰黄

lOYR7/2に』

い黄燈

5Y8/3淡黄

5YR5/4にぶI

亦褐

l()YR8/2灰''1

5Y7/3浅黄

l()YR8/3浅黄

椿

lOYR8/2灰白

2.5Y5/2暗I火黄

2.5Y8/l灰｢］

7.5YR8/]I火''1

N8/0灰旧

1()YR8/3浅黄

桁

l0YR7/3にぶ

い黄j椎

2．5Y8/11火白

1(1YR7/1灰白

2．5Y8/2灰''1

1()YR8/1灰|』I

l()YR7／1J火I"」

5Y7/l灰''1

YR6/4にぶ

桁

5YR6/4にふ

符

R6/4に』

形式･様式なと

部糸

瀬ﾉf後IVII,．

11,･瀬戸後1V瀞i

北部系11靭式

(生ﾄH)､胎土粁，

良

連方;l～2小期

大空3後半

大窯4前半

犬窯4後半

,'丁瀬戸後lⅡ～ハ

111．瀬戸後111～ハ

古瀬戸後Ⅳ瀞「

llf漸戸後IVIl,．

Wi

犬窯4後半

,Ij瀬戸後1V卿

人窯2

上空3前､卜

[i,･瀬}j後1W，

連勝2小期

k:窯2～3

北部系6踊り式（''1

IJHl

南部系6型式

北部系5照'｣式(九‘

イ｢力

北部系5型式(窯

#flか）

北部系6踊り式（''1

｜J鬼

北部系6氏ﾘ式(I‘】

上)ﾙ〔

掲戦図版

図

24〈I

244

244

14

44

245

245

245

245

45

245

245

245

245

245

245

245

245

245

24

245

245

245

245

246

246

246

247

247

247

247

247

47

７
０

４
■
汀

Ⅸ1版

リ

59

59

59

59

59

｛H

59

59

59

59

59

59

69

Rq

38

59

Ru

59

59

（
ｕ
》

Ｆ
句
哩

41

42

43

59

リ

59

R【1

59

59

司り

59

59

59

59

I
’
I
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表92土器観察表(17)

2.5

(5．4

725

I8

734

737

248 59

｜､一.~'’．'’

置物
番号‐

弓

712

71

714

71F

7]6

7］

718

719

721

7ﾜ1
ロ=』

ワロ〕、

723

724

ラワF
』とq，

72

72卜

729

［］

731

732

J■〃■J

1,、ql

35

736

6

39

74{）

741

4

743

744

745

プ|ノット

AT2

ATI

AT5

AT3

AT3

AT5

AT

AT2

AT3

AT2

ヘT5

ヘT6

ヘT3

AT1

AT3

ATl

ATI

ヘT2

AT1

ヘT5

ヘT6

ATl

AT2

AT3

AT2

AT－

AT

BAl-7

AT3

AT5

AT3

AT5

AT3

AT3

AT1

AT2

ヘTl

AT2

ATl

遺構・層位
｢遺構種別1

ﾍ2①[SD］

ﾍ2｢SD1

A2③[SDz

A2②[SD3

42②[SDz

ﾍ2②[Sl〕‐

A2[SD］

12｢SD1

狸②｢SD1

ﾍ2③｢SD」

12②lSDl

A2③[sD］

k21SDl

A2①[SDI

A2③[SDl

A2③[sD］

A2③．④｢SD］

ﾍ2③[SD］

A2①.②[SD‐

k2③lSD1

A2①.③｢’

A2①[Spl

A2①[SD］

A2｢SDl

42[SDI

A2③[SD」

A2①[SDl

A2｢S1)’

A2③[SD］

42①lSI)’

A2①[SDI

ﾍ2[SD］

12｢SI)’

A2③[SD］

ﾍ2③[SD1

棟1'1

｢柵1畿系陶器碗

白琵系陶器碗

L'1査系陶器碗

･占瀬戸縁粕小皿

古瀬戸卸|||［

古瀬戸卸皿

大窯丸皿

大窯灯IﾘlⅢ1

大窯端反lIIl

大窯端反Ⅲ

大窯端i反'''1

大窯

端反'111かﾒI‘IⅢ

連房(陶器）反lⅢ

大 窯 楼 皿

里戻(陶器｝

鉄絵IⅢ

里房(陶器）

折縁''11

大窯天卜|茶碗

k窯天H茶碗

占瀬戸天||茶碗

連房(陶器）九碗

大窯丸碗

凸-瀬戸折縁深IⅢ

大窯か｜向]ｲ､I

古瀬F-I備鉢

･占瀬戸捕鉢

古瀬戸傭鉢

古瀬戸捕鉢

に窯情鉢

大窯捕鉢

大窯梢鉢

古瀬戸内上1．鍋

皇冴(陶器）描鉢

k窯信鉢

大窯播鉢

古瀬戸～大窯

捕鉢

形態分類

焼締タイプ

輪ｲヒ

4類

R打j

5顕

類

6A類

6A類

9A，鷺I

14C髄

法量（c､）

11径

ｒ
ｌ
Ｌ

ｌ
ｈ
〉

１
ユ

(9．8

1()_2

10－41

(9．1）

］｜、61

10－8

(13

(11．4

12．9

12．01

12,()）

12．31

(10.月

12．1

28．4

!{(1N

135．(）

尺』

底径

6.0

(5．2）

(Z・H

6.0

l)．淵

(4．9

|“
5-6

4，H

7.()）

6.8

7－3

4－3

3．7

5.0

（6．｛

10．5）

12_()）

10．2

器高

51

2－2

0

2．5

4

ソu

）

6．7

(b，3

1－2

残存(X/12）

11縁

2．3

3

U，6

H

6

5

1

5．5

1

1

1．5

■J

q1

4

4．5

1．5

n則

1

1－5

Ⅱ．8

().5

().6

I

］

11.4

(）

底部

3

I)．5

8

ノ

H

5．4

頁

12

1().8

］2

6,5

Z

1ツ

12

1ツ

12

］、2

4

」

6

調 轄等

内外Imll'|転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、|ul転糸切痕

内外旧IIul転ナデ､貼ｲ､l･高台(籾

殻痕)、IIJ|転糸切換

内外面【'1転ナデ､貼ｲ､1-1間台(籾

殻痕)､lnl転糸切痕

|ﾒ1外lrllIIll転ナデ､胴部外面'''1

蛭削り

内外I6i回転ナデ

外面回転ナデ､回転糸切浪

内面回転ナデ､外1N凹転削り

貼付高台

内面指頭による賦い-ナデ､外

I帥'|転ナデ､凹転糸切痕

内外面'''1嘘ナデ､服部から底

部外血回転削り、削込高

内外面I可転ナデ､胴部から底

部外旧j'''1転削り、貼付高台

内外面回転ナデ､胴部から座

部外I前'''1枢削り、貼ｲ､I高台

内外血|nI種ナデ漣IlnI部から底

部外血I''|転削り、貼付問
〃
一
口

内外ImllIl転ナデ､底部外面I'」

転削り、貼ｲ､j-高台

内外面Il1l転ナデ､川部から底

部外ImInl唯削り、削込高台

内外山iII'|戦ナデ､Ilp1部から底

部外｢向ihll転削り、削出 ｢貝i台

内外岨''''1転ナデ､Mml部外ul11l1l

転削り

内外|/liI''1転ナデ､ル1部から底

部外1m'''1転削り

Iﾒ1外InIIⅢ|転ナデ､川部から底

部外Imll椎尚11り､IIj1,1'1高台(II
Tm
ハ 国 、 ﾉ

内外面I''|樺ナデ､胴部から底

部外I帥凹転削り、削川,胃j台(I

航

|ﾒ1外I向iil1I転ナデ､川部外面Ⅲ

枇削り

内外lIlillll戦ナデ､底部外1町II1l

栓削り、貼付高台

内外山illIl蛭ナデ

外I則Lll転削り、削込高台

内外|mII｣1転ナテ

内外面回転ナデ

内外I則I｣l転ナデ

内外面回転ナデ

内外面回転ナデ

|人l外血'''1挺ナデ

内外Ⅲ山|転ナテ

|U外miml転ナデ

'却外血1口|転ナテ

内外面[｢'1世-ナテ

内外｢ilIll1転ナデ

内外面I''1粒ナデ

Ｆ
●

凸
又 様・利｝薬

灰軸：5Y8/l灰□

錆軸：7．5Y6／3オ

ノープ黄

1尺粕：2．5Y8/2灰I'1

｢欠粕号5Y7/2灰向

見込：印化文(片喰

文？）、灰利I：7．5

Y7/3浅箭

|火利I：5Y6/3オ’j－
学
風

↓
ノ

|火和l：7．5Y6/2灰オ

リーブ～l0Y4／2オ

1－ブ灰

見込:

文)､J火

浅黄

|火刺|：5Y6/3オリー

γ黄

鉄軸自lOYR5/31
駐い黄禍

鉄哨'1兄込：蘭竹

文？、長石軸：2．5

Y8/3淡.黄

I火粕：2.5Y7/4浅黄

鉄利1・錆軸：lO

YR2/2黒褐･lOR5/4

亦褐

鉄軸・錆軸：7．5

YR3／3暗褐

YR3/4暗亦褐

2－5

|穴軸：5Y6/2灰オ

'1－プ

釧緑軸：l()Y5/2オ

1－プ灰

灰和|：5Y7/3浅黄

灰軸r5Y7/3浅黄

錆軸：5YR4/3にふ

亦褐

錆軸：2.5Yl《4/1赤
|』片

錆粕：7.5R4/l暗亦

|火

錆珊|：7.5R3/1暗亦
『序

錆軸：N3/0暗灰

錆粕景7.5R3/1陪赤
I務

錆利1：5YR3/3賠亦

褐

錆粕：7．5YR5/2灰

褐

錆軸：2．5YR3/'昭

亦灰

錆軸：7.5YI〈3/2蝿

褐

錆軸：7.5R2/l亦黒

～5YR4/4にぷい赤

褐

渦'1．錆軸；10

k1．7／l黒・2．5

R3/3略亦褐

iE文(片喰
ノ「;V7／‘恥
ゴ ■ u J ユ ■ F u J

胎 土色調

]OYR7/l灰r］

]()YR8/l灰、

lOYR8/l灰、

2.5Y8/2灰白

1(}YR6/2灰黄

褐

lOYl《7/2に』

い黄樗

2.5Y7/1灰白

N6／QlA

5Y7/2灰白

5Y7/l灰！‘1

1()YR6/I褐灰

2.5Y7/l灰''1

5Y6/3オ｜ノーラ

２
●

華
員

lOYR7/2に』

苗裕

2.5Y8/2灰I』I

2.5Y8/l灰I‘」

l()YR8/3浅黄

椿

l()YR7/2に』

い黄樋

2.5Y8/3淡黄

2.5Y8/21火|‘］

5Yl《7/4にふ

桁

2.5Y8/2灰I‘1

2．5Y7/1灰臼

lOYR7/3に』

､黄燈

7.5YR8/4浅黄

燈

l()YR8/2灰rl

l0YR8/3浅黄

笹

2.5Y7/1灰日

7.5YR7/4に』

椿

2.5Y8/l灰白

1()YR8/4浅黄

桁

l0YR8/3浅茜二

桁

l()YR8/3戎黄

符

lOYR8/l灰rl

2．5Y8/2灰白

形式･様式なと

北部系6型式(白

土原）

北部系7型式(明

ﾛ）

北部系1()型式

(大洞束）

古 瀬戸後111

古瀬戸後1V凸

･占瀬戸後期

大窯2

犬窒到

大窯2後半

大窯1

大窯1

大窯l～2

連房3小期

大窯2

i虫房2ﾉ1,期

連房2～3小期

大窯1

大窯

j1J-瀬戸後1V新

巾）『41～ワノ|､幽I

A竜窒3

I',､瀬戸''11～II

に窯4前半､黄瀬

11

．f｣･瀬F-J後1V新

古瀬戸後Ⅳ新

占瀬戸後1V新

凸-瀬ﾉー j後Ⅳ新

に窯1

大窯1

〈窯3前半

,If瀬戸後1V古

虚房l小期

犬窯3～4

大窯3～4

古瀬戸後Ⅳ新

大窯1

掲載図l棚

挿似1

24

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

24

4

247

47

247

247

247

247

）』

47

248

48

ｿ4R

48

248

48

248

48

248

48

1H

248

48

似1版

59

59

59

に､q

59

同9

38

Rq

59

38

59

59

59

59

59

59

59

38

59

〈
ｕ

Ｆ
牝

59

59

Rq

Rq

59

59

59

59

59

Ｉ

6(）

6(】

60

｜
Ｊ
句
』
可
可

746 ヘT3 A2③｢SD1 常滑妻 3 ﾒ1面板ナデ 5Y6/1黄灰 248 6(1
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表93土器観察表(18）

5.2

754 12－4 4-7

149

jｲム

773

ﾜﾜQ
Jロゾ

I2.5788

遺物
番号

47

74卜！

749

7貝1
pqJ』

Ｅ７

7に雨,Z
pLJuJ

Ｅ

引門

5

砂｛

Rq

61

R｛

64

65

766

ワ印

4

5

h

777

778

780

H1

782

H3

784

7H5

86

787

グ'ノット

AT目

A'1,1

ﾍTl

APU

APO

AI〕0

ﾍI〕jl

Al]0

APO

APO

AO］

AQ4

ARl

AR2

AR2

ARl

AQ

AR

ARI

｜
・
岨
峨

AQl

AQ］

AS1

Al《1

ヘl〈1

ヘRl

ヘRl

AQ・

ヘR］

ユIJ1

AR1

ARI

凸11-
1叉

へR1

XPl

ヘI〕1

BH4

BH4

1

遺構・層位
｢遺構種別’

A2①ISD」

A2③[sD。

A2[SD］

121｢SI)’

ﾍ21[sl)」

ﾍ21[sD」

121｢SD1

ヘ211SDI

ヘ21ISD’

ﾍ21[SI)」

ﾍ211SDl

ヘ277ISI〕」

ヘ38()[s、

ﾍ380①[sD］

A38()[sD。

A38O[Sl〕‐

A38()[SDI

ﾍ40()｢SDl

ﾍ4()0｢SD］

MOO[SD」

ﾍ400[sD］

ﾍ4(1()[sl〕‐

A4()0[sl）

A400[SD1

X4()()｢SDl

ﾍ4()0[SI)」

ﾍ400｢SI)1

440()|SI〕

A4()0｢SI）

A400｢SDl

ﾍ400ISD」

ﾍ4()OlSDl

B2①｢SD1

B2ISDz

糠別

I』同陶磁器

I'1磁lllI

'11国陶磁器

青磁稜花lⅢ

IllLEl陶磁器

染付碗

r]髭系陶器Ⅲ1

|'|盗系陶器碗

''1彊系陶器碗

1篭系陶器碗

白壷系陶器碗

白盗系陶器碗

古瀬戸l白冒縁人'''1

[+｣･潮 円

栗皿か大皿

向盗系陶器碗

大窯捕鉢

大窯犬11茶碗

に窯灯lﾘ''''1

大窯灯IﾘlⅡ

人窯灯山llIll

-t帥器('''111ざ

イ､明

|‘l盃糸陶器皿

｢｣だ系陶器碗

|‘I笠系陶器碗

''1琵系陶器碗

I‘l溌系陶器碗

:'1蓋系陶器碗

|鞭{鐘系陶器碗

大窯灯｢ｻlllIl

-促窒人母11墨:侭i

古 瀬戸双耳~小壷

L'｣-瀬Jff冊ｻ』険‘,術

人窪捕鉢

連房(陶器）備鉢

占噸戸～大窯

鋪鉢

l‘I盗系陶器碗

Aこ空メ1.|||［

形態分類

森Ill分顛E

群？

1,野分顛碗E

群

焼締タイプ

陶胎タイプ

焼締タイプ

焼締タイーフ

9A類

l4C類

キ

法量（c､）

11径

13．4）

(8．2I

(12．0

(12．2

31．4

12.R）

11．81

10-21

10.3

10-7

(8．2）

11．4

13．2）

12－81

14．0

112．（

（11．6

1141

35.2

1il

底径

耐

(4．6

(3．11

3．3）

(4－3）

4－9

4．f

5－(〕

5．0

5－4

(2．9

(3

処日
哩 . n J

4-2

4.8

4．（

4．4

(5．0｝

IH，6

5－5

6’

田口卜△1
百F|‘ﾛ」

i）H

3－2

3－2

]1

1．4

2．4

4

2－8

1．1

｡辺’J
bJ.､】

3．N

3－4

JE

1.1〕

(2．91

残存(X/12

’1縁

1－8

t》

5-3

4

I、

I

2

0．3

18

1.4

凸

1．H

｜
可

2‘5

5．5

;｛

1．H

｛‘1

1

0．9

'11

底部

6．b

7

4．8

4

12

h

ｕ
》

1

5

12

:13

5．4

S〕

3－う

9

6

6．5

6

3．2

2．8

調 整等

削出,ﾄ゙ｮ'」
｛
口

削 出 高 台

内外面回転ナデ､、転糸切狼

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、回転糸切痕

内外面FII転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)､|口1転糸切狼

内面工具によるl叫転ナデ､外

旧ilul転ナーデ､U']睦糸切痕､籾殻

1良

内外1m胆l転ナデ､IJI転糸切痕

内外面回転ナデ､I可転糸切狼

内面IlJ1転ナデ､外的iMdl部上半

_L具による凹転ナデ､外面胴

部下半仙l転削り

内外面IIIl転ナデ､胴部外l6i胆I

蛭削I〕

内外1m凹惟ナデ､回抵糸切痕

|ﾒ1外出i凹転ナデ

内外血凹転ナデ､胴部から底

部外面回転削り

内面_L具による’'1転ナデ､外

I前'''1転ナデ､''1紘糸切痕

内面工具による'''1極ナデ､外

面1,1転ナデ､ln1転糸切痕

内[､工具による'''1転ナデ､外

I印b'1挺ナデ､'''1転糸切痕

内外面横ナテ

内外旧iIll1極ナデ､底部内面静

1t指ナデ､回転糸切痕

内外I帥'1紘ナデ､Inl転糸切痕

内外面回転ナデ､ImI転糸切娘

内外旧ilul転ナデ､1,1転糸切狼

内山i工具による|n1転ナデ後ナ

デ消し､外I前l『'1転ナデ､'''1種糸

切痕

|ﾉ1外lmII11転ナデ､1,1転糸切痕

内外面III1転ナデ､Ll転糸切痕

内面工具による111挺ナデ､|'''

転糸切痕

内外岨1回転ナデ､胴部から底

部外I前Iul転削り

内1m工具による'''1転ナデ､外

面''11転ナデ､回転糸切恨

内面板ナデ?､外面回転ナテ

内外岨I凹極ナラ

内外伽凹転ナテ

内外面''1|転ナデ､胴部外面'''1
転肖'11)、回転糸切狼

内外[前1両l転ナデ､底部内1m静

''二指ナデ､貼付･高台(籾殻痕

回転糸切痕

内外I皿1J転ナデ､I1部から底

部外岨I凹転削り､貼付高
ユュ
に。

文 様・袖薬

白磁；2．5Y8/11火旧

青磁：5G6/1緑灰

呉須内旧I兇込：鶴

と花､外Iii：界線､高

冒
粕

内：落款？、透明

|火珊l：5Y6/3オ'」

プ黄

灰粕：5Y6/3オリー

プ黄

錆利|：l()R4/]暗亦

灰

鉄袖・錆紬：lO

YRl－7／l黒・2．5

YR3/2略亦褐

錆軸：5YR4/3に』

い亦褐

鉄紬・錆軸：lO

YR3／2黒褐・7．5

YR6/6橘

l火利}：5Y6/3オリー
一
興

ヂ
グ

鉄軸：7.5YR4/4褐

錆軸：2．5YR3/3晴

1$褐

錆軸：5YR3/3暗茄

褐

錆紬：5YR3/3賠亦

禍

見込:印花文（菊

文)･1前I心円の沈線、

I火粕：7.5Y7/2灰['」

胎土色調

2．5Y8/l灰I‘I

N7/()I火口

N8/O灰、

2．5Y7/1灰1塁I

2．5Y8/3淡黄

l0YR7/lj火I'’

2．5Y8/21火''1

2．5Y8/3淡苗

2．5Y7/l灰|‘1

Y7/2灰白

lOYR7/1灰、

l()YR8/11火I‘1

l()YR8/2灰Iｲ1

2.5Y6/1黄Iワ

10YR6/l褐灰

2.5Y8/3淡菰

]OYR7/11火白

l0YR8/3浅黄

符

Z-5Y7/11火白

1()YR7/11火rl

5Y7/1灰I‘I

2.5Y8/2灰|』1

2.5Y8/2灰I‘1

2.5Y8/11火''1

5Y8/1灰rI

IOYR7/1灰臼

l()YR7/3にふ

黄機

10YR6/1褐灰

10YR6/1褐灰

2.5Y8/3淡黄

1()YR7/2にふ

､此特

]OYR7/2に』

畝二桁

5Y7/11火［」

l()YR6/l褐'八

形式･様式なと

北部系7型式lリ

降

北部

大ルル

北部系10堀式

人洞東

北部系11吋lJ式

脇之島

北部系11形式

生'11）

北部系11型式

脇之烏

11,.瀬卜･』後ⅢI

I士,､瀬戸後Ⅳ,1，

～新

北部系11型式

脇之島

大窯

大窯1

宰
啄

‐
汀
へ

I逗窯4

大窯3

北部系7型式以

降

北部

脇之A

北部系

(脇之ハ

北部系

(脇之』，

｣上部系11型式

脇之島

北部系11唖式

脇之島

|上部系11端ﾘ式

脇之島

人寵2

に窯3

古･瀬『j後期

占瀬戸後期

k窯3後半

連房1小期

占瀬｝JIV～大窯

1

北部系7型式(lﾘ｝

卜11

大窯2前半

汗I」師T
止二少、

H」か
Iニロト、

胆式

h'｣.Jt

掲戯図版

柿Ⅸ’

248

48

248

49

49

49

4u

249

249

249

249

249

249

249

49

249

49

249

249

249

249

249

Z49

249

250

5<1

250

250

25(ト

Rn

250

25(）

50

似|伽

41

42

43

57

60

60

弓7

6(）

60

6(）

6(1

60

611

6(1

6(）

60

】

h(］

6(’

6(1

60

6(）

57

hI

6(’

h(I

60

61）

61）

61）

Rn

6<｝

60

bU
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表94土器観察表(19）

(1().4） 4-6 9

8:15

遺物
番･号

789

l(1

792

796

7Q
『ゾ

79＄

7qq

剛1(）

80］

8(）

8()3

8()4

HO5

819

820

821

822

823

824

825

32t

8Z7

828

829

83(）

831

83

83：

834

ゲﾘｯI

BH4

BI4

BJ3

BG4

BG4

BG4

BH5

BH5

BH5

BH3

B}13

BI14

BH3

BH4

1mT|司
且〃且里』

BI5

BI5

BI

BI7

Bl7

BI7

BI5

BI5

BI4

BI6

Bl6

BI6

Hl4

BI6

BI6

遺構・層位
｢遺構種別1

B2①ISI)’

B2①[SD‐

B5①lSDl

Bl28①[SD］

B128①[SD］

Bl28①[SI)］

Bl29①ISD1

Bl29[SD］

Bl29①[SD弓

Bl30①[SI)菖

B130①[sD

Bl30①ISDl

Bl30①[SD］

Bl34③[SD1

Bl34③｢SD‐

Bl34③[SD］

B134②｢SD1

B134③[SI)」

B134②ISI〕1

B134③[Sl)］

Bl34③ISD’

B134③ISD’

Bl34断ち割り｜SDI

Bl34②lSD」

Bl34③[SD］

B134③[SD］

B134③lSI)1

B134③ISD」

H134[SD］

極り'1

占瀬F-j

深皿か大皿

古瀬戸幡鉢

連房(陶器）

折縁鉢

･古瀬戸仏帥lL

古 瀬戸嬬鉢

人窯捕鉢

r｣食系陶器碗

大窯稜''11

占瀬jf片11鉢

向壷系陶器碗

大窯犬I|茶碗

大窯橘鉢

古瀬J』水柱

土師器('i'世

内耳鍋

|:師器(中世

茶釜

t師器(中世

茶釜

白盃系陶器碗

''1受系陶器碗

E]盃系陶器碗

白盗系陶器碗

犬窯灯ﾄﾘlllll

大窯灯明皿

k窯内禿皿

11,･瀬戸平碗

大窯茶人

｢士,､瀬戸桶

古瀬戸片11鉢

門湘ﾉｰｺ片「1鉢

i'｣-瀬ﾉー j片11鉢

形 態 分 類

5頬

5類

10B額

10A類

把手付

焼締タイプ

焼締タイプ

法量（c、

11径

38-0

(Z8．4

(11－9

(26．0

22 1

(11．4

l().2

'0－5

(13．0

4）

Jb－I．

26．8

畦径

(6．0

5－4

(5．0

(5．5

6．1）

5．3

5q

(5，9

(b，Z

0

4－5

(4-8）

9．5

器高

り

フワ
ゴ.』

17

残存(X/12）

L1縁

1

l‐］

()．H

I

1．2

3

1，1

3

16

H，6

I)_8

Z

h

1．7

11

底部

5

1

ソX

7－7

2 5

リ
』

１
４

ソ
】

４
二

5

4

9－5

lﾑ

12

5

7－5

調 整等

内|、回転-ナデ､外面111極削り、

胆l転糸切痕ナデ消し､足（3足

か)

内外血凹転ナデ

内外面回転ナデ､胴部外面'''1

転削り

内外面回転ナデ､回転糸･切痕

内外面回転ナデ

内外面Inl転ナデ

内外旧I凹転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、同抵糸切痕

内血凹転ナデ､外血凹転削り

削込高台

内外田Ⅱ川転ナデ

内外I削Ill極ナデ､底部内出I静

止指ナデ､貼ｲ､l･農i台(籾殻痕)、

Ll転糸切痕

部外旧iIIll転削り

内外I削凹転ナデ

内外山iII｣l転ナデ､''11転糸切痕

内山I板ナデ肱

'1縁部内外I則llll転ナデ､''1部

内閲i板ナデ

内l前板ナデ

内外旧i回転ナデ､M転糸切痕

籾殻痕

内外面InI転ナデ､貼付,胃j台(籾

殺痕)、凹転糸切痕

内外Ihil'1転ナデ､底部内面静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

凹転糸切狼

内タ

殻痕』

内面工具によるIⅢl転ナデ､外

1m回蛭ナデ､回転糸切娘

内面T貝による凹転ナデ､外

面回転ナデ､回転糸切狼

P、l外面ml転ナデ､111部から底

部外I自iu転肖'1り、削込高台

内外間胆l転ナデ､''1部下半外

旧iLll転削り

|ﾒj外miI｢'1転ナデ

内面回転ナデ､外血IIll極i'illり

削川商台

内外面hl1転ナデ､I順|部下半外

ImhTl権削r)、貼付高台

内外面回転ナデ､Ilj部から底

部外1，'''1転i¥|jり

内外1m皿転ナデ､Ii向1部から底

｡i外面I｢'1転削り

回転ナデ､貼付I白i台(籾

lul転糸切痕､板~ナテ

文様・袖薬

錆紬：2.5YR3/1暗

亦灰

絃紬内面：流し掛

け､灰紬(黄湘戸）

2.5Y8/3淡黄

褐

錆軸；lOR4/l暗励
旧斤

錆軸：7.5YR3/2黒

褐

欽粕・錆袖：7．5

YR3／3暗褐・7．5

YR4/3褐色

飴軸：l0YR3/4陪

褐

錆粕；5YR3/3暗亦

閏

鉄軸号lOYR5/31

ぶい黄禍

|火軸：5Y7/2灰口

灰粕：5Y7/3浅黄

鉄粘；7．5YR4/4褐

鉄糊：7．5YR3/2黒

褐

肘土色調

5Y8/21火1.1

2．5Y8/3淡黄

2．5Y7/2灰黄

YR7/2に

3黄椅

lOYR8/4浅黄

符

2．5Y8/3淡黄

1()YR7/2に』

い黄桁

10YR7/1灰l‘」

5Y7/1灰I‘1

1()YR7/3に』

い黄椿

5Y7/2灰苗

2 5Y7/l灰『1

2.5Y7/I灰向

Z－5Y7/lj火白

Nb／Uﾉ胡

1()YR7/3にぶ

い黄橿

5Y8/1灰白

5Y8/2灰｢1

10YR8/3浅黄

情

l〔}YR6/l褐灰

2.5Y6/]黄灰

2.5Y6/l黄灰

YR7/3に』

黄糧

YR7/3に』

v,黄燈

5Y5/l黄灰

5YR6/4にぶ

い燈

5Y7/2灰黄

YR7/3にぶ

い黄楕

【R7/4に辱』

覧桁

形式･様式なと

占 瀬 戸 後 1 V 古

～新

占瀬戸後1V新

連房2小期

古瀬戸後1V新

I+j瀬戸後1V新

大窯3後半

北部系8哩式

(孟畑大洞）

大窯3

愛系陶

併行

北部系6型式(r］

．t原）

大窯3前半

大窯3後半

占瀬戸後1W,．

北部系5型式(窯

洞か）

北部系6型式(rl

土服

北部系6断り式（rl

土lﾙ(）

北部系7型式(明

和）

k窯3

人窯3

大窯3後半

L',瀬戸後1V新

大窯1～2

古瀬戸後1V新

南部系1座1尭系陶

器9～l(}繭'』式併

ｲ』

南部系''1盃系陶

器4瑚式併行

南部系I'1蓋系陶

器6埋式併行

掲載図版

挿図

250

250

250

250

25｛

250

251

251

251

251

251

251

ﾑ｡

252

52

252

252

52

252

ｎ
ノ
』

丁
（
韮

獣〕Z

252

2にr】
Iロノ．

252

25

252

尺？

52

252

図 版

60

60

60

61

60

6U

60

60

6(）

6(’

3月

6(】

6

61

61

61

61

61

61

61

｡’

57

61

61

61

61

6］

61

61

Lﾛ一戸←h－－口、面I令1.

I
I
I
I
I

I

83

837

ﾄ粥H

839

84

BI4

B(}6

B}16

RⅡ5

BG

BJ6-7

B134③[SI〕］

B139[SDl

B139｢SI〕1

Bl29①[SI〕]､B139(］
｢Qn、
L替凸-”

Bl39①[SI)］

'1'国陶磁器

青磁碗

白査系陶器伽i

''1餐系陶器碗

L'1－瀬戸片口鉢

常滑瀞

上111分類BI

〔》rBIl頬

15－4

(29－3

'9

(6.8）

』.』

I］:1．H

5-4

13．3

I)．6

？
］

1

1

2

12

{

内外ImIp1転ナデ､Wiｲ､j-,断台(籾

殻痕)、1,1抵糸切浪

内外1m'''1転ナデ､貼付間台(籾

'設痕)、IIIl転糸切痕

内外Ⅲj回転ナデ､1111部ド半外

面回転肖|lり、貼ｲ､l高台

口縁部内外面･''1ﾘ部外|、回転
一
手

‐
十

外|、：片切彫による

蓮井文､青磁：5Y6／

2灰オリーブ

5Y7/l灰|‘I

5Y7/2灰黄

1()YR7/2にふ

黄樋

2.5Y6/l黄灰

5Y5／11火

北部系10型式

大洞束）

南部系臼壷系陶

器6型式併行

常滑5剛式

出系5型式(窯

ﾉリ

252

252

252

ワ
］

見
〕

、
ノ
ゴ

25

42

61

61

61

BI5 BI34②lSDl 大窯捕鉢 6A麺 0．2 内外面1,1転ナテ
錆軸：lOYR3/2黒

褐
2．5Y6/1茜l火 人窯］ 252 61
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表95土器観察表(20

(12．81 (7－5）

1E

4.5

遺物
番号.

841

842

#43

444

．(48

卜149

85{】

851

85

853

854

861

862

863

864

H61〕

366

867

868

369

871

871

卜

卜17:｛

874

5／3

176

8

878

879

88(）

j81

4H，

アリット

出G6

BG

BJ67

HII7

BH6

BQlO

BQ9

BI〕9

BQ9

B(J10

BP9

B()9

B N

BO9－1I］

MP9

HO9

BN9

BN

H（〕91(1

BN

BO91(）

HN9

LLb

Hlj9

B(〕9

BP9

BP9

B()9

HID9

BP9

B()9

BP9

BP9

BP9

BQ9

CMl4

CM14

遺構・層位
｢遺構種別1

B1391SD1

Bl39①[SD］

Bl40①[SD］

Bl4()①[SD］

Bl79①[sD」

Bl79①[sD」

Bl79[SI〕］

Bl79①[SD‐

B179②[SI)］

Bl79①｢SD1

B179①[SD］

8262①[SD

B262①[S、

B262①[SD］

B262｢SI)1

B262①｢SD

B262①｢SDl

B263①[SD］

B439①[SI〕］

B743①[Sl〕」

B743①ISI〕」

B743②[SI)］

B743②[SD」

B743①[SI〕］

B743②｢SD．

Dj4Jl坐ﾉ｜己1J」

B743①lSI)’

B743②[SI)］

B743①[SD］

B743②ISD

B758①[SD

C55①｢SD1

C55①｢SDI

種別

''1雁|陶磁器

青磁碗

凡質土器火鉢

臼盗系陶器碗

r]篭系陶器伽I

連房(陶器）菊Ⅲ

連房(陶器)力

1L碗

大窯捕鉢

連冴(陶器）捕鉢

連房(陶器）備鉢

諸滑蕃

肥前染付碗

向畿系陶器航i

内盗系陶器碗

古瀬戸天|｜茶碗

連房(陶器）不lljl

に窯播鉢

'''1kI陶磁器

染付碗

人窯捕鉢

大窯jLⅢ

l‘】盃系陶器碗

連房(陶器）メLIlll

迎腸(陶器）｣又|Ⅲ

池）〃(陶器）j史lⅢ

連房(陶器）』又Ⅲ

連腸(陶器）！'fIlll

連勝(陶器）

折縁鉄絵Ⅱ

虫扉(陶器）

鉄絵1111

連腸(陶器）

腰折航i

中川陶碓淵

白磁Ⅲ

凡質土器火鉢

,{』.瀬戸嬬鉢

''1盗系陶器llll

、盆系陶器lⅢ

形態分･朔

卜''1分鷺1131

or-Bll知

6A額

14C頚

l4C知

6A鷺I

l4C頚

森H1分噸Eｲ側

5類

法量（c､）

口径

(13－8

11().8

(10－1

芯．&〕

(11．5

(28．2

19

12－81

12－8

13

14－4

lU－e

12．4

l］‐4

14‐（

(7．8

（7．H

底径

165）

5－8

6．bj

2．81

(2－6

【4．71

(11．8

10．1

1t)．U

(4．7

8

6．LJ

6.8

1－4

(7．5

IH

6－5

20．6

(4．5

4．(】

器I宵i

3－8

2.(）

2－4

5．8

11．5

1-6

舟
強

、
／
〕

』．8

31

3.］

2－3

'3

1－1

1.0

残存(X/12）

'1縁

1

4

1－8

().5

0．5

().5

1

【).7

1

2．5

11

5

0.f

3

戸
加

4

』

9

8．2

⑬

｝、6

I).7

{).8

リ
沙

4．9

底部

７

3.5

5-3

6

5

10

3.8

12

秘5

4

RR

12

11

12

H

3

5．1

1

｛

11

調 整等

11縁部内外面ミガキ､内面削
I）

勺外ImlI』｣転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、回転糸切痕

内外l削hJ転ナデ､底部内旧i締

止指ナデ､削出,高台(籾殻痕

高台 内側指ナデ

内面I｢'1転ナデ､貼付高台

内旧i凹転ナデ､胴部下半外IRI

'''1転削り

内外面回転ナデ

内外面I！』l転ナデ

内外面lul転ナデ

内外旧ilul転ナデ

内1町_L具によるIlIl転ナデ､外

lhl凹転ナデ､凹転糸切痕

内面工具によるIIIl転ナデも外

血Ll転ナデ､Ⅲ極糸切痕士

内外面iLll転ナデ､胴部から底

部外LmLIl転削り、削出i内j台（I

剛）

内血凹｣転ナデ､外面、低削り

削川i高
_と南
11

内外面回転ナデ､回転糸切痕

削 出 高 台

内外旧iI']権ナラ

内外Imlnl転ナデ､胴部から底

部外向1,1転削り、貼ｲ､1-局 71

内外【m、姪ナデ､底部内血部

止指ナデ笹貼付●高台(籾殻痕

[､I転糸切痕

内外出Iu転

部外面111|転

内外面回転

部外Iml1l戦

内外面Illl戦

部外面回転

内外lhIIll物

部外l肌111紘

内外血'''1転ナデ

部外[mII1l転削り．

内外面''11転ナデ､胴部から底

11外面''1種削り､貼付高 《
ロ

内外血M転ナデ､胴部から底

部外lAjIIl転削り、削出高
当
Ｊ

望
Ｌ

内外山i1ul転ナデ､川部から底

部外間回転削り､鮎ｲj-i剤
ム
ユ

ロ
－

内面胴~I、.部''1|転ナデとその1．
に接合時の指頭痕､外山Iナデ

内外面回転ナデ

内外旧jI1l転ナデ､底部内I前静

11_指ナデ､L11戟糸切痕

内外胴Ⅱnl転ナデ､底部内面静
止指ナデ､I且'転糸切狼

部 か ら 底

↓’し画
ﾛI『可 台

部から底

H高台

部から底

.寸高

文様・粕薬

外面：片切彫りによ

る蓮井文､青磁：2

Y5/3茜う褐

内外I川･’1縁端部：

ヘラ状工具による連

続した刻み､ﾉ火軸：5

Y6/3オーリープ昔

l火軸：2．5Y7/21火黄

錆胸'1：7．5R4/l暗亦

|火

錆軸：7．5YR5/2灰

褐

鈷利1：2．5YR4/M

1J片

呉須外面：|割線十

か、内IRI：川方陣

文十圏線､透明利’

釦:粕・錆軸：2．5

YR3／2暗赤禍・5

RP3/l暗紫灰

鉄利|：7．5YR3/3昭

褐

錆利I：1()R2/1亦黒

呉須lﾒ11f'1：界線十

不lﾘi､外山i：界線十

lllrf:i冒文:か､透ujl軸

錆袖：7．5YR5/l褐

l』ん

灰軸：5Y7/2灰}‘｣

灰軸；2．5Y7/3浅蛍

灰軸：5Y7/3浅黄

|火利1号5Y7/2灰|"1

|火紬（鼓湘戸荊|］

5Y8/4浅黄

l火軸号5Y6/2灰オ

1－プ

欽利｜内旧i；蘭竹丈、

l火利1.長石袖：2．5

Y7/3浅黄’2.5Y8/2

灰[ｨ1

欽軸内面；蘭竹文、

長ｲ』~利1号2.5Y7/11火

|］

'火軸：5Y7/2灰''1

''1磁冒2．5Y7/2灰黄

錆利I：2．5Y4/2灰亦

胎土色調

5Y6/1凧

2.5Y7/1灰''1

l()YR7/2に』

い苗楕

lOYR8/2)火''1

l0YR8/3浅黄

燈

2.5Y8/4淡黄

2.5Y8/3淡黄

5YR4/3にぶI

脈褐

N8/0灰□

』_5Y8/3淡茜

』.5Y8/11火l'」

l()YR5/l褐灰

2.5Y8/l灰''1

1()YR7/4に」

ぃ箭椅

5Y8/1灰白

lOYR8/3浅黄

締

5Y7/1灰''1

5Y7/11火「］

5Y8/21火I'1

5Y7/2j火|"I

2.5Y7/11火l』」

lOYR8/21火I'1

l()YR6/l褐灰

1()YR7/2にﾏ』

い黄椿

5Y8/l灰□

l0YR8/l灰、

2．5Y8/l灰「’

7．5YR7/4に』

い桁

l()YR7/3にぶ

ぃ皇黄椎

2．5Y7/l灰|‘I

l()YR7/l灰''1

YR7/4に』

い黄樋

YR7/2に』

ぃ黄橿

形式･様式なと

北部系5型Jt(窯

洞か）

北部系6型式(l‘1

’二原）

連勝4小期

連房3～4小期

大窯1

連房1小期

連房1小期

常滑8型式

18世糸11

北部系11堀式

ﾉIﾐI}1

11,･瀬戸後Ⅳ新

連房]～4小期

k窯I

大窪4未

k窯2

北部系8型式

(大畑大桐

虹冴4～5小期

連房3小期

i聾が3小期

連勝4小期

連房1小期

連房2～3小期、

美濃(在地･美濃

『I衛

連房2小期

連房3～4小期

【'1-魚戸後1V断

北部系7咽式以

峰

北部系7堀式lｿ

峰

部系11型式

klII

掲戦lxl版

挿図

52

〕臣

25

252

253

253

253

ﾜ員q
凸4F■』

｡)f5句
し巳J■』

25

253

253

253

Z5

253

253

53

254

254

254

254

254

254

254

』54

254

M

254

乙、4

254

254

254

254

Ixl版

42

61

61

I）I

38

61

61

61

61

61

61

61

61

:{H

61

38

43

6］

6］

61

61

38

39

39

39

61

61

61

畑1

5月

61

61

61

｜
‐
．
Ｉ

｜
‐
‐
Ｉ
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表96土器観察表(21）

894

5

7ワ1
Ⅱ■= ﾉ

)RE計

遺物
番号

883

384

885

886

88

HH8

』

89(）

891

893

896

897

898

R9q

9()0

yUl

90

｝(Ⅲ

)0月

9()6

907

9()似

qOq

10

)11

Q1'l
qF且唖

914

Q1に§
qF且qJ

916

91

918

919

グリット

一
ｍ
醐
叩

CM13

（ﾂM13

CM13

CN13

CM13

CM14

CMl3

CM14

l)Al4

I)Bl5

DBl5

〔〕M14

DJl5

DII15

DIl5

DIl5

DJl4

D(jl6

IX}16

DJI5

DIl5

DJ15

DP1（

DOl

I)Q]7

EC20

ESl8

ET18（？

1斗､塁22

EK18

EKll

EOl8

GC28

4

遺構・屑位
[遺構種別］

C55①[SDl

C55①[SD］

C55①[SD］

C55①[SD」

C55①｢SD1

C55①[SD］

C55①[SD］

C55①[SD］

Cll3①[SD］

Cl23①[SD］

C123①[SD」

Cl34[SD］

D3②lSDl

D4②[sl)」

D4①[SD」

l)4①[SD

D5①|SDI

DlOlSDl

I)10｢SD1

D75[SD］

D75lSD．

D80①ISD」

D120①[SI)］

D130①[SD」

I〕32()[SD1

D470①[SD］

E8O①[SD］

E90[SI)］

E40()[SI〕」

E560④lSDi

E560①[SI)」

E62（)｢SI)1

Fl8①[S【)］

樟ガ'1

白盗系陶器11|［

向幾系陶器lⅢ

I'1査系陶器碗

向盗系陶器碗

連房(陶器)オ

．』､盤

土師器(I|'廿）

茶釜

古瀬戸片11鉢

中I卦陶磁器

青磁櫛描丈'''1

rl餐系陶器’'11

古瀬戸仏供

大窯捻鉢

白盃系陶器碗

PIkI陶磁

fi-磁碗

器

I‘|笠系陶器碗

白査系陶器腕

｡｣-瀬戸平碗

大窪播鉢

、篭系陶器碗

''1謹系陶器碗

連房(陶器

半胴饗力

里房(陶器）

鉄絵皿

常滑妻

上窯描鉢

古瀬戸

卸||付人IⅡI

141盆系陶器Ⅲ

''1壷糸陶器碗

白毒系陶器

汀叫噸

占瀬f－J有.耳~壷

古瀬ﾉー J卸|Ⅱ

白迩系陶器碗

I『|蓋系陶器碗

I|'岡陶磁

青磁Ⅲ

尾F1

行汗

貞恵器鉢A類

形態分･類

袴腰冊

把ドイ､j‐

上|}{分類BⅡI

剛？

9B瀬

9A1類

大宰府分頬龍

泉窯系青磁皿

I斑

法景（c1n）

11径

7.8

8.1

(1().6

12－7

8．7

(9．6

7－8

10

l().9

13－7

I］0－｛

(10－2）

114．2

7.()）

16－6

(15．0

25_()｝

底径

4．3

4.（

4－9

2-8

4－1

4－4

10－9

4－4

5-8

3.4

4-3

3-4

4.()）

9.2

4.5）

7.(）

6-7

器高

(1－9

1－4

,q

1－3

7

』.Z

2．1

lUr】

0-9

5．0

5．6

残存(X/12

11粒

7月

11

1.9

18

1

15

12

4

2．7

1

l）‐f

〕便

1

0-7

1．1

O‐］

I｝9

1

4

11．8

1．3

0－5

1．5

0－6

I

底部

10－5

11

3．｡

1

12

12

Ｆ
『
山

、
ベ
ヅ

4-5

1．5

9

『
Ｊ
Ｊ

ウ7

4.5

2.5

5

1ワ
ユ＆

6-5

1

調 幣竿

内外的i回戦ナデ､底部内血静

1k指ナデ､回転糸切痕､板ﾅｰﾃﾞ

内外面I｢'1転ナデ､底部内面静

1k指ナデ､|U|転糸切痕､板ナデ

内外血回転ナデ､底部内面静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕

I｢'1転糸切痕､板ナデ

内外旧il1l転ナデ､貼ｲ･榊i台(籾

殻痕)、ロ軽糸切痕

内外IhilIIl転ナデ､Ii4部卜．半外

面hl極削r）

lj縁部内外岨ill』|転ナデ､胴部

内lhi板ナテ

内外面回転ナデ

内外IAiIIII転ナデ､j''〔部内面静

止指ナデ､Ip1転糸切痕

内外l叩'1転ナデ､内匹面静止

指ナデ､|''|転糸切痕

内外旧i凹転ナデ､回転糸切痕

内外IIIilIl1転ナデ､底部内血静

''．､指ナデ､鮎ｲ,1.1笥台(籾殻痕)、

胆l転糸切痕､板ナテ

削出 高台

内面工具による'''1転ナデ､外

l前Ipl転ナデ､'''1転糸切痕

内面工具による''11世ナデ､外

1m凹転-ナデ､胆｣転糸切狼

内外面I【'1性ナデ

内外面mI転ナテ

内外|帥回転ナデ､凹転糸切痕

内II1i工具による1回1挺ナデ､外

I6ilpl転ナデ､同転糸切痕

内外Imlnl転ナデ

内I、凹転-ナデ､Hilil部から底部

外面にかけて回転削り、貼付
hIJE

InjI1

内外1町k1I転ナデ

内外Imlnl転ナテ陰

Y外山'且'転ナテ

内外面回抵ナデ､I'｣枇糸切痕

内外lrIi回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、胆]転糸切痕

内外mlIIlI転ナデ

内外|hiIml転ﾅデ

内外|、胆l転ナデ

内外剛胆I転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、凹転糸切痕

内外面IIll転ナデ､底部内I向I静

l卜指ナデ(兇込全面)､貼付尚

台(籾殻痕)、回転糸切痕､指ナ
子

内外面同転ナテ

文様･恥|薬

銅緑淵'1･長石粕：5

GY3／l暗才'ﾉープ

'火.7.5Y7/1灰rl

青磁：7.5Y6/2灰オ

リープ

灰府'1：lOYR6/4に

ぶい黄構

錆軸：5YR3/4暗刷

褐

外面:連弁紋か､青
磁：lOY6/2オ’ﾉー

プ！』片

灰紬：2．5Y5/4黄禍

錆府'1：7.5YR3/3略

紺

鉄f111：7.5YR3/1黒

褐

鉄柚内面罵|斜線十

木葉文か､長石粕

3Y8/2灰''1

錆ネ''1：7.5YR3/2黒

褐

|欠利I：5Y6/3オリー
妙
因

↓
／

青磁：5GY7/1明オ

1－プノ火

紬：7．5Y6/2灰オ

ブ

h|}：5Y6/2灰可
手

{'1：5Y5/3灰オ
ヂ
／

胎’二色調

2．5Y7/l灰白

2.5Y7/}灰、

lOYR7/】灰向

lOYR8/2灰I』1

2.5Y8/l灰、

7－5YR7/4にぶ

､柾

2．5Y6/1苗灰

2.5Y6/1黄l火

10YR7/1灰白

l0YR8/2灰｢』

〔}YR8/2灰白

2.5Y8/11火''1

』.5Y7/I灰、

5Y7/l灰I'’

N6/{)灰

10YR7/2に菅&

い黄柾

7.5YR7/6椿

2.5Y7/1灰白

lOYR8/4浅黄

桁

2.5Y7/3浅黄

2.5Y8/l灰白

lOYR6/2灰黄

褐

lOYR7/6明昔

褐

OYR7/1灰rl

Y7/l灰I‘I

Z-5Y6/1黄ル

lOYR7/l灰白

lUYK/／乙I皇ムー：

ぃ昔持

Y7/1灰''1

10YR8/l沢口

10YR7/l灰I'」

5Y7/l灰{‘1

l()YR7/2にぶ

黄椅

形式･様式なと

北部系7型式14

降

北部系7画ﾘ式以

擁

北部系8型式

(大畑大洞）

北部系10型式

大洞東）

連房8～9小期

瀬j-j

Ifj部糸l』1盃系陶

器5型式併ｲ･j

北部系7噸式以

降

占瀬F-J後Ⅳ山．

大窯l～2

北部系8型式

(大畑大洞）

北部系11別'』式

(生IH)､胎土桁

良

北部系11型式

(生IH)､胎土桁

R

古瀬戸後Ⅳ淵「

k窯3後半

北部系

(脇之E

連房5～7小期

連)〃1小期

常滑7堀式

火窯3前半

lIj瀬ﾉj後1V占

北部系7型式以

降

南部系4型式

北部系6型式併

行､束濃

凸-瀬戸後1V占

北部系5斑'』』:t

北部系6型式（l‘I

.IJR」

8c未～9c初頭、

美濃須衛､胎IZ

が粘良で手に

持った感じが重

い。表1mが滑ら
ゐ画

部糸ll駈り式

|州I

』式

掲載似1版

挿図

254

254

254

4

54

254

254

54

54

254

254

254

255

？兵貝
営uFu

255

255

､;〕

Z5b

255

255

255

ﾘR月
色VuJ

255

255

255

255

255

ﾜER
些吐ノリ

255

255

255

55

txI版

61

58

61

bl

61

61

R1

42

58

61

61

61

42

61

61

61

bl

61

61

61

6］

6］

61

61

6］

61

61

6？

62

62

62

42

62

｜
｜
喝
眺
Ⅲ

’
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表97土器観察表(23

’

1，

ll
l938

７
．

尽
凹

？
】5.5

遺物
番¥．

』リハ
I ノ ー I ﾉ

921

9？！〕

923

924

押目

Zt

Qソ

128

ｸ:{0

931

932

J33

ヲ34

935

93イ

[1

州9

94〔

ｦ41

94

944

145

946

)47

149

95(）

〕51

.） 2

953

)54

りりb

)5f

』R7
JuU

958

グリット

cC29

GC28

GE27

GE27

GF

GB2H

FM22

IIB54

IIB55

HC73

1K

IIC6

ⅡC6（

WTハハF

llしり『

llB62

『Wハ円fb

I1L課／U

llC65

llL69

HD6（

HD6

ⅡC76

HC78

HC77

HC79

llL77

11『.､ﾜ両
LLレイ』

HC77

HC

HC7

(iQ95

GQ95

GQ95

GQ25

GO95

GQ95

に、〔）R
、■q￥己Fql

遺構・層位
｢遺構種別1

F18①[SDz

Fl8①｢SD

F59①ISD

F59①｢SD

F59①[SD1

F123①｢SD1

F849①｢SD1

Gl9③[SD］

()19①｢SD1

(i413①｢SD

G413①ISI)‐

〔〕441③[SD

G441②[sD

G441③[SDl

(j441①ISI)」

G441①[SDl

G58(l(G226)①[SDl

,80①[SI)］

G591①[SD－

G647①[SD

H1①|SDI

111①[SI)1

IIl①lSDl、H包含屑

IⅡ

H1①｢SD1

H1①lSI〕’

H1①[SD]､H包含屑
lⅡ

H5①[S[〕鷺

115①｢SD1

H5①[sD

{{304①[SD］

H304①｢SI)］

H304①｢SI〕

Ⅱ304①[SI）

H304①｢SD1

11304①lSDl

Ⅱ304①｢SDl

伸別

I'|盃糸陶器小碗

I"l盗糸陶器皿

古 蝿戸卸Ⅲ

中田陶磁器

白磁Ⅲ

L1l~瀬ﾉ7片'1鉢

頁恵器杯身C類

I"｣査糸陶器碗

#j'{恵器鍵B湖

占瀬戸捕鉢

大窯灯1ﾘlllll

,'i査糸陶器碗

､恵器杯丁監C剛

!‘I畿碗

|‘1盃系陶器碗

I'|盃糸陶器碗

,f1.潮ﾉ可肱･索

l罰{恵器杯《増fB顔

頁患器鉢

白壷系陶器lⅢ

白溢系陶器碗

｢‘I盆鉢オ

r]壷系陶器碗

[1,．瀬ﾉｺー 大窯

断鉢

古瀬戸捕鉢

･1'国陶磁器

青磁碗

'11国陶磁器

染付皿

I'1蓋糸陶器lⅢ

l鰯]盗系陶器碗

『1,.瀬戸縁袖小|Ⅲ

''1詑系陶器Ⅲ

''1盃糸陶器｜Ⅲ

I‘|盗系陶器Ⅲ

''1壷系陶器碗

}‘I盗系陶器碗

''1盃糸陶器碗

IL1盗系陶器碗

形態分顛

把]乏付

5類

焼締タイプ

識Irj

大平府分類馳

泉窺系-行磁碗

I瀬

|､野分蹴ⅢlB
ｆ
ｒ

汁
愉

法世（(､、

口椛

1－4

8．6

(29．2

12‐()1

11､

111－6

12－1

（$

12．2

(42_(〕

12．0）

[／h

10-81

凶

7月

X，4］

13．7

13．4

12.〔

底碓

5－1

5.2

l().U

7．2

1－5

4.3

5局

8．4）

⑪．b］

(4．5

16

11

h，U

4．4

11()．1

』 9 1

61)1

4 2

』

Ｑ
Ｊ

４
０
正

4－3

4．4

4－91

0．t

5－2

4．7

4-0

器高

3－3

21

『〕0

4

則恥
も〃､里〃

1．1

11－3

2．1

ソ片

1．5

1－3

12

4－8

5．4

4－4

残存(X/12）

n縁

9．5

5.5

().5

1．8

0．3

().2

1

Il－H

1．b

5－5

().6

'ヤッ

川
／
』

、
、
〉

2.8

』‐6

4

9H

11－8

4.8

門
Ｊ
Ⅱ

l］

3．1

底部

1

8．5

4

7

3.5

1ﾜ

4

4．6

6．2

リ｜司

4

2

]

6．5

5．5

1

6．:1

i‐祖

6－1

12

12

5

R，

12

12

3.5

調 整
エ
ォ

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕）

内外血lul転ナテ°､回惟糸切換

内外血凹転ナデ

内面'''1転ナデも外l削板状工具

による皿l椎ナデ､''1部下半外

面削り

内外面回転ナデ､貼ｲ､1-,高台､静

止削り

内向当て貝痕､外面U|lき’’

内外I帥皿転ナう

内面指蜘

曲ⅡⅡl転ナ

内的iT具による''11転ナデ､外

面回転ナテ

内外山

山1k｣|も

内外I血

転糸似

内外面11']転ナデ､貼ｲ､1-尚台､'''1

転 糸 切 痕

内旧I~［具による'''1転ナデ､外

Kli山j転ナデ､'''1転糸切痕

内面工具？による'''1転ナデ

外面阻I転ナデ､Illl転糸切痕

内外旧『凹転ナデ､底部内1mｲく

定方1口｣の指ナデ､回転へﾗ切

娘

内外面Illl転ナデ､Ⅲﾛ1部i、~半外

面回極削’

内外面'''1転ナデ､M転糸切娘

内外面回転ナデ､胆|転糸切娘

内外血lul転ナデ､貼付
《
□

古
向

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、[可転糸切彼

内外I前'''1転ナデ､I【'1転糸切痕

内外旧1凹転ナテ

内外血II1l転ナデ､底部内血静

1卜.指ナデ､''11挺糸切痕

内外1町回転ナデ､貼ｲ､1-局台(籾

殻痕)、胆l転糸切痕

内外面L｣l転ナデ､llIl転糸切痕

内外面胆l転ナデ､底部内面騨

止指ナデ､回姪糸切痕､板ナテ

内外面'''1転ナデ､底部内IAi静

''二指ナデ､Iﾛ|転糸切痕､板ナデ

内外山i凹惟ナデ､底部内血静

止指ナデ､'''1転糸切痕､板ナデ

内外|向1m転ナデ､貼ｲ､｣-1宵j台(籾

殻痕)、''1|転糸切痕､板-ナテ

内外面M転一ナデ､底部内lAI静
止指ナデ､貼ｲ､j-i胃j台(籾殻痕)、

Ipl転糸切痕

内外lAIllll転ナデ､底部内1M静

''二指ナデ､貼付,剤台(籾殻痕

[､転糸切痕

Iﾒ1外I

殻痕）

4値i回椎ナデ､貼付高台(籾

筏痕)、回転糸切痕ナデ消

転ナデ､胴部k半外

り

匠ナデ､貼付高台､|''’

転ナデ､貼付高台(籾

転糸切痕

上る回転ナデ､外

I↓'1転糸切痕

文様・軸薬

｢火利l：2．5Y6/4に』
一
因い

内面：I‘IL化粧ある

いは象朕による文

様､l'｣磁：5Y7/1灰

’1

錆軸：5YR3/1拠裾

'火袖目2．5Y6/3に』

辛
因い

欽軸：5YR2／l黙褐

見込冒｜美濃｜刻rll

錆flll：7．5YR3/l黒

褐

錆和l：7．5R3/]H商亦

1,A

兇込：印刻「金玉満

響職｣､青磁：7.5Y6

|火オリーブ

呉須外Ihi：（41z丹）

ﾘr￥:文？、内血：界

線､透lﾘl利{号一

灰軸：7．5Y6／3才

j－ブ黄

,断台内：墨書’十

Ifi土色調

5Y7/l灰rl

2.5Y7/11火、

3Y8/21火rl

5Y8/l灰白

2.5Y7/l灰|鮒I

2.5Y8/2灰I‘I

5Y7/2灰黄

2.5Y7/2灰黄

l()YR7/6明苗

褐

l0YR6/l褐灰

lOYR8/3浅黄

符

2－5Y6/2灰苗

2.5Y7/11火I'1

2．5Y7/2灰黄

lOYR8/3浅黄

橋

2．5Y8/3淡黄

5Y7/1j火I‘’

2．5Y7/21火黄

lOYR8/4浅黄

椎

2.5Y7/l灰向

l()YR7／11火l"I

Z－5Y7/2灰茜

10YR7/3に』

黄梢

10YR7/6明黄

褐

7.5Y6／11火

5Y8/2灰白

5Y7/1灰IｨI

lUYR7/l灰rI

2.5Y8/3淡黄

5Y7/11火''1

2.5Y7/11火''1

Y7/1版I'1

2.5Y7/3浅黄

2.5Y7/11火I'」

5Y8/11火白

2.5Y7/2灰黄

形式･様』･tなと

北部系4型式(谷

狭IMI

1判部系5型式

【1，．瀬｝J後1

lfj部系''1壷系陶

器3Jｷﾘ式併行

；c木､美濃頒衛

南部系5妬I1式

8c後半、庭濃須

衛

11,瀬ノi後1V新

人霞1

北部系11型式

ﾉい}I

8c後半､美濃須

衛

llc前半､火濃

1打部系4'』式

北部系11ﾅIl1J･t

牛川）

古 瀬Ji後111～繕

Ⅳ,1,.

8に前半.美漁須

僻I

8c前半、美濃綱

衛

北部系7型式以

雁

北部系

(脇之K

l()～11

古瀬戸後Ⅳ勅

~,人窯1

I',瀬If徒1V新

|肘部系5咽式

北部系4断り式(谷

狭I＃1

11,-噸ﾉ丁後1V闇I

北部系71tﾘ.』．C以

降

北部系7画ﾘ式以

降

北部系7｝!'｣式以

峰

北部系7型式('ﾘI

＋Ⅱ

北部系7壊式('ﾘ！

和）

北部系7陥り式(ﾄﾘ1

＋'1）

北部系9il1式(大

谷加l）

』式

半

掲戯lxl版

神剛

255

'5

机〕

所〕

に

256

ﾂ5f

56

rUFJ‐

"f:1，

256

256

bt

2F【~

，R6

『､＋

ﾉ1,h

Z5（

5f

257

257

57

257

257

25

257

257

257

257

57

257

257

257

ワ具7
営哩0

MlW

58

58

62

『11

62

6

h

(1

6

62

iH

62

62

62

h

6:ノ

58

58

62

62

62

偶‘ノ

6

5H

42

43

62

6Z

り

5N

>8

62

司＃

70

5月

62

I

北部系 ;〕

間窯ドー窯洞
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表98土器観察表(23）

965

】

12

遺物
番号

959

960

96］

962

963

964

966

967

9fiH

969

970

971

q7？

97冊

J74

975

976

q77

978

979

)8(）

〕81

982

983

9R4

）85

9H6

9H7

9H9

990

991

992

993

994

995

996

プリット

GQ94

GQ94

GQ94

GR94

GK106

GJ102

省

(;J102

GK106

GJlOl
に11ﾊワ

GJlO2

GK］06

GJlO2

G_11()2

GJlO2

GJlO4

(j-Il()3

GJlO

GJlO3

GKl<)6

GJlO2

GJ106，

GKlO5

GK106

GI102

GK106

GJ106

GJlO2

GKlO8

GJl()2

GK106

GI101

GIlO2

GIlO6

GJ106

GJlO5

G~1106

GJ106

GIlO6

GJl()5

GJlO8

遺構・層位
｢遺構種別］

H305①｢SD

H305①｢SD1

H307①｢SD1

H307①[SD」

1260②[SD］

1260②[SD］

1260②|SDI

1260①[SD］

1260②[SD］

1260②ISI)1

1260①[S､］

1260②[SD］

1260②[SD］

1260②[SD］

1260②｢SD1

1260①[SD」

1260②[SD1

1260①[SD」

1260①．②｢Sl〕1

1260①｢SD1

1260①．②[SI)1,1275

Z)lSDl

1260②ISD

1260①｡②[SD]､1275

②[sD」

1260②lSDl

1260①ISI〕」

1260①[SD］

1260②｢SD］

1260②[SD］

1260②[SD］

1275①lSDl

1275②[SI〕］

1275①[SI)」

1275①[SD］

1275①｢SD‐

1275②｢SDl

1275①｢SD1

1275②[SD］

棟別

向資系陶器碗

向資系陶器碗

｢fI費系陶器碗

白壷系陶器碗

''1費系陶器小碗

I"1蓋系陶器碗

''1蓋系陶器碗

、蓋系陶器伽i

I'|歪系陶器碗

L'1－瀬戸縁軸小皿

古瀬戸折縁''1Ⅱ

人窯天I|茶碗

古瀬戸平碗

古瀬戸香り」

占瀬戸茶釜

占瀬戸折縁深'111

古瀬戸折縁深ⅢI

山｣-瀬ﾉー ｵ折緑深皿

古瀬戸内11~鍋

古瀬戸折:縁深Ⅲ

Lt｣･瀬戸I向縁大皿

古瀬戸折縁深皿

占瀬戸瓶7．

古瀬戸有耳壷

古瀬戸揺鉢

常滑毒

常滑瀞

常滑髪

常滑髪

白琵碗

rl蓋碗

｢1笠系陶器碗

凸.瀬戸仏供

古瀬戸天||茶碗

古瀬戸有耳帝

【+J瀬戸

卸目ｲ､1．大Ⅲ

常滑 壷

形態分顛

筒型

11座

)剛

三耳？

法量（cⅡ］

11径

12．7〕

14－5）

12．4

(10．3）

9．9）

(14－6）

13-0

12．0

26－21

7-4）

9.0）

9.4

26－3

)1，4

11．9

11．7）

31．6）

18－9

底裸

5．8

(5‘0

7．7

6－5

(4．9）

7－5

、、り

(4－別

f知Q1
lJ・1’ﾉ

5.()）

8．(1）

Rイ1

3.7

15．8）

11－0

q7

【9,0）

/－4

(7．0

3.6

1.3

器高

5.5

5-4

くり

6

2．1

3.1

6．4

2－3

賎存(X/12）

u縁

1－5

2．2

1

3－5

1ﾜ
且一』

1，4

2 5

O－f

1．3

I

1

1

L5

1

0．5

11.:＋

0．7

1

Z

1．8

[）9

1-6

底部

1ワ
ユ白

:4

12

H‐(i

0-5

12

、

3．1

1

4

3

12

12

2-3

1

4

5.2

1

2

4

,淵整等

内外lkIlMl転ナデ､底部内|前静

止指ナデ(見込全面)､貼付高
台(籾殻痕)、回転糸切痕も板ナ

デ

内外面1,1職ナデ､貼付,噺台(籾

殻痕)、凹転糸切痕

内外面阿転ナデ､底部内面静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

回転糸切痕ナデ消し

内外面I'|転ナデ､貼付間台(籾

殻痕)､1,1転糸切痕､板ナデ？

内外面回転ナデ､貼ｲ,I･高台､'''1

転糸切痕

内外由11''|転ナデ､底部内1m静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

lnI転糸切痕

内外曲iIn1転ナデ､'''1挺糸切浪

内面工具による回転ナデ､外

旧i回転ナデ､回転糸切痕

内外血'''1転ナデ､1,1転糸切痕

内外I、刷転ナデ､回転糸切痕

内外1，'''1転ナデ､111部から脚

部外旧1111挺削り

'八11力1bJ1転ナデ､外I帥1転削り

ハ'1出高肯

内外ImM蛭ナデ､凹転糸切狼

内外面回転ナテ

内外|mlul転ナデ､｜｜縁下外1m

の部に工具による回転~ﾅデ

内外I則InI転ナデ､胴部下半外

旧i斜位の削り

内面11転ナデ､外面工具によ

るiul転ナテ

内外面回転ナデ

内外面bl1転ナデ､''4部トー半力

底部外面11'｣転削り

内外面回転ナテ

内山ilr'1転ナデ､外｢p1回＊

hi物繊維の痕跡(わらズ

内ImIml極ナデ､外面回転削り

1町転糸切痕

内1，輪積み整形時の指頭痕

外曲i縦{､>:の板ナデ

内外面''1椎ナデ､貼ｲ､i高台､|''’

抵糸切痕

内外lhIIul転ナデ､貼付高台､Ⅲ

転糸切浪ナデ消L

内l向i｣息貝による1口l転ナデ､外

I向i回転ナデ､回転糸切狼

i1外面回転ナデ､h』l転糸切痕

内外I向in栓ナデ､I順1部から底

部外向回転削り

内外面回転ナデ

内I印1111種ナデ､U縁部から川

部卜.半外面工~具に上る回転~ナ

デ､胴部~下半、転削り

内外I前也1転ナデ

外面回転ナデ､貼付高台(籾

痕)、、転糸切痕

而lll権ナデ､外面工具によ

回転ナテ

小曲凹転ナデ

斗面IⅢl椎ナデ

r卜向[｢'1挺ナテ

『卜l前Iill転ナデ

ﾉ

rl

文様・噺'1薬

灰軸：5Y6/3ｵーリー

ブ黄

'火紬：7．5Y5/3灰オ

リープ

鉄軸：lOYR2/2黒

閲

'火粕：2.5Y6/4にふ
幸
買い

鉄軸：7．5YR2／l黒

錆軸：2．5YR3/4昭

j§褐

l火軸含5Y7/2灰r］

灰軸：5Y7/3浅黄

灰軸：2.5Y7/3浅黄

灰粕：5Y7/3浅黄

|火淵'1：5Y6/3オリー

拶黄

灰軸：2．5Y7/3浅黄

|火袖：5Y6/3オリー

ファ黄

|火利I：7．5Y6/3オ

ノー 一
風

デ
／

鉄粕：7.5YR4/3褐

錆粕：5YR5/41

い赤褐

〆
全

1火軸：5Y6/21火オ

'1－プ

鉄軸・錆軸：7．E

YRL7/1黒・5YR5／

3にぶい赤褐

｢火利l：7.5Y5/2灰オ

リープ

|火利l：5Y6/3オリー
一
風

↓
／

胎t色調

2.5Y7/]灰白

2.5Y7/11火白

2.5Y7/l灰、

2.5Y7/2灰黄

5Y7/1灰''1

l()YR8/21火l‘」

5Y7/2灰黄

1()YR8/1灰白

lOYR8/4浅黄

樋

5Y7/1灰白

lOYR7/3に上

v,黄樋

5Y8/21火r］

lOYR8/l灰白

5Y7/lj火臼

10YR7/3にぶ

､黄桁

IOYR7/2にぶ

､黄楕

2.5YR8/3淡黄

2.5Y8/3淡黄

2.5Y7/3浅黄

2.5Y6/1黄灰

l()YR7/3にぶ

黄橘

2.5Y7/l灰''1

lOYR7/2にふ

い黄棉

l()YR4/1褐肌

局VR5／“‘－盤

v,褐

Y7/1灰''1

l0YR8/4浅黄

椿

2．5Y7/3浅 黄

lOYR7/3にぶ

い黄構

10YI《7/I灰白

lOYR7/2に~』

い黄燈

2．5Y6/1黄灰

YR7/3に』

黄椅

け‐

YR8/3浅黄

YR5/3に』

黄脂

YR5/l褐灰

YR7/3にふ

貰橿

形式･様式なと

北部系6型式(白

士原

北部系8Tl』式

（人畑人洞）

南部系4型式

北部系5型式(浅
間窯トー～空洞）

南部系4型式

北部系5flJ式(桟

間窯下～窯洞）

北部系6型式(I'1

士原

北部系

(脇之握

北部系11型式

生111

E｣･瀬)-J後111

1'1･瀬戸後1V『1,。

k窯3

古 瀬戸後ハ

周1

古

古瀬戸後1V古

新

古瀬戸後1V古

古 瀬)f中I

･占瀬f-J中II

古瀬戸''11V力

･占瀬戸後1V古

古瀬戸後11

占瀬戸後IVll，

古瀬戸後Ⅳ!',．

凸-瀬戸後期

占瀬戸後1V新

｢1，.瀬戸後1V古

常滑6a型式

常滑8～9型式

常滑8堀式

llc軽転用硯(謡

痕あり）

llc､美濃(在地

美濃須衛）

北部系11形式

(生l(1)

Ifi瀬ノj後期

古瀬戸後Ⅳ新

【'1－瀬戸後lll～爪

占瀬j-j後1V古

i1式

掲載Ⅸ|版

挿図

257

再
ｊ

Ｆ
《

257

257

り
】 58

25月

Zb8

Z58

258

258

258

258

Z58

258

258

258

258

58

258

5H

Z58

258

258

25M

258

258

258

258

nH

259

！】Rq

フE1q

5q

，Rq

259

ソ日q

259

悩1版

6

62

62

flZ

62

62

hZ

62

62

62

39

bZ

b

t

58

62

62

62

62

62

39

b

b

h

bZ

62

62

6

6

63

63

63

63

63

63

R'1

iH

I

I

I
I
［
「

「
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表99土器観察表t4）

’
’

2.2

1.(） 12

遺物
番-り‐

99

999

l()()0

10()1

l()02

100

1{)05

10(}6

1007

I()08

1(>(）

lOlC

101］

l()12

lO13

1()14

1015

1016

1017

101F

]{)19

l()2（

1021

l(｝

l()23

l()24

1(12

l()26

l()2

1028

1029

10兜、

1031

10

11):禍

IOE価

アリット

(iJl()5

GI117

ヘQl

ヘQ(）

ヘR1

AS6

BPlO

HR7

CD6

C『)6

CF10

C卜､10

CF10

CJ8

CMl2

rIIｿ

CLl3

I)Blイ

I)B14

I)B14

I)Bl4

DBl4

I〕H14

DB14

nTT1〃

1J［〕14

[)Bl4

『111，

CM11

I）H14

I〕I

CI

C】

I)’

I,Ff1A
LノLJ且唖

【)B14

l)Hl4

I)Bl4

I〕B14

DR14

4

遺構・屑位
｢遺構種別’

1275①[Sl)1

1715①[SDl

A33[SKl

A34[SKl

ﾍ232[SK］

ﾍ30()ISKl

B266①[SK］

B346①ISK」

B456①[SK］

B456①[SK］

B705①[SK］

B705①lSKl

B705①[SK1

C23[SK］

C411SKl､C45ISDl

C46｢SK1

C93[SKI

C931SKl

C93②ISK1

C93②｢SK1

C93｢SKl

C93｢SK1

C93[SK1

C931SKl

C93[SK］

C93[SKl

C93ISK1

C93｢SK1

C93[SK］

C93[SK1

C98[人西！}抗」

〔､帆｢gKl

C93③｢SK1

C93[SK］

C93｢SKI

C931SKl

仲別

常滑婆

白費系陶器碗

臼盗系陶器碗

'11圧|陶磁器

白磁料

k窯小眺H

｢t丁瀬戸耳付水面

lIIlf|陶磁器

rI磁|Ⅲ

占瀬戸'1,鉢

白盃系陶器碗

''1尭系陶器碗

I‘｣盃系陶器’''1

白壷系陶器碗

lIlKl陶磁器

rl磁Ⅱ

古瀬戸香炉

連房(陶器）尾伊

茶碗

肥前か染付碗

連)〃(陶 器

灯明Ⅲ(油皿）

連ﾉ〃(陶器

灯明皿(油1m

連房(陶器

灯~明皿(油皿）

連房

fI.H、

連房

灯明

虫腸(陶器

灯明皿(受皿）

連房

刷毛

(陶器）

ﾛ茶碗

連}〃(陶器）湯行

連腸(陶器）

広東.茶碗

哩房(陶器）

広東茶碗

古瀬ノj卸''1'

丹･瀬戸

卸I|ｲ､1－大皿

L1｣･瀬ノテ瓶「

連房(陶器
花瓶か

連房(陶器）イ､明

連房(陶器

仏何hll1竃

連房(陶器）香力

里房(陶器）合子

連房(陶器）小瓶

房(陶器）

叩11111(油Ⅲ

器

,巾Ⅲ1

器

("受lⅢ）

形態分類

森IⅡ分顛D群

篠1W分類D群

森川分類D群

袴腰H

筒形？

法量（cTn）

11径

11，7

(12－1］

(10.(’

8

4．4

J－8

13－91

8

10．9）

(7．4

12．4）

6－6

7．0

7冊

4

b，ィ

(｝

八

】2－(】

11．4

16－8

I］3－2

(5．8

直■全

底径

15．り

(4．6

(4．01

4.7）

5．2

1月

4－7

5．2

〔4．9

4.卜

(4．4

1.5

Z q

3.0

3-4

3.2

2.9

2.9

3.4

3．8

6．2

､

(11．2

4－(】

10－6）

3．5

器高

？
』 4

9

2．1

7.8

I

弓日

1．4

2．3

1－4

1．6

1．6

1．5

1．7

1．3

1.6

2．9

7．4

境存(X/12）

11緋

1．4

1．5

2．8

b

ツ

Jに

2

5

2

1．8

2 5

12

12

12

12

10

12

12

().9

1

55

1

1

底部

2．4

t〕

5

5

12

4

1

1

4

5．3

2

12

3．2

12

12

1リ

12

12

12

8

H，｡

4

5．5

3．2

8

12

,淵糖 等

内面横ナテ

内面工具による’'1転ナデ､外

面回転ナデ､回転糸切痕

内lhi-I二具による''11転ナデ､外

面[両l転ナデ､回転糸切痕

削舟高台(挟り込みあり

内外曲回転ナデ､胴部から底

部外I前Im1転削り

内外回luI転ナテ

削出高台(快り込みあり）

内外面111蛭ナデ､底部内面静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕

Ll転糸切痕､板ナテ

内外面M廷ナデ､底部内l削静

止折ナデ､貼ｲ､j-高台(籾殻痕)、

II1I転糸切痕

内外血''1|転ナデ､底部内旧I静

止指ナデ､lp1転糸切痕

内面工具による回転ナデ､外

面､l転ナデ､回転糸切痕

削出高台

内外出血l転ナテ陰

内外I剛凹転ナデ､胴部から底

部外面同種削り

削出高 一
ｕ

内外旧I胆|転ナデ､M何部から底

部外lhiM転削り

内外阻止l転ナ

部外圃凹転削

内面'''1挺ナデ､外面回戦削り

内外面

部外面

内外面

部外曲

内外面[''1転ナテ

内外凹也l転ナデ､胴部から底

部外面回転削り

内面I｢'1転ナデ､外面1両l転削り

削 出 高 台

内凹凹転ナデ､外仙iM転削り

削出高舌

内外面IIIl転ナデ

内外面ln1転ナデ

内面hl転ナデ､外面|､l転削り

'''1転糸切痕(ケズ'j消し）

内外旧i凹転ナテ

内外面''1転ナテ鮮､'''1転糸切痕

内外旧師l戦ナデ

内l削h1l転ナデ､外面'''1軽削り

足（三足か）

内|削I可転ナデ､外面回転削り

削出高台

尚||出
-古エミ

I可rオ

外IAnlIl転ナデ､川部から底

外面1口1転削り、削川高台

外面回転

外l前llq蛭

外向回転

部外面1,1極

転ナデ､胴部から底

堕肖11り

転プ
一
切
『 尚I

ﾃ゙ ､''1部から底

1

Ilpl部から底

胴部から底

I|ﾛ1部から底

虻様・軸桑

''1磁：2．5Y8/1灰Iｲ1

鉄和|・錆軸：I（l

YR2/1黒・7．5YR4／

4褐

欽軸：l()YR2/l黒

白磁：2．5Y8/2灰I'1

白磁：7.5Y7/11火l'」

I火軸：5Y6/3オ’ﾉー

プ黄

のふ判l・飴利I倉2．5

YR4/4褐

呉須外面：界線十

か
軸

高台 内：？、透Ⅱﾉ1

錆袖：7，5YR4/4褐

錆fllI：5YR4/4にふ

赤禍

錆粕：7.5YR3/4暗

尚

灰軸：5Y7/2灰I』I

I火軸：5Y7/2灰臼

錆利1：7．5YR'1/4褐

錆軸：5YR3/3暗,オ

褐

I火紬：I()YR6／3に

隙い黄樋

錆用11

呉須外血：柳文十

界線、見込：底部十,．

弁花文､透明軸

呉須外l向I:界線､内

向：界線十ナi､弁花

文､透lﾘ1判1

I火粕：5Y7/3浅黄

I火軸：5Y6/3オリー

プ昔

I火軸：5Y6/3オ'ﾉー

プ黄

鉄軸号5YR4/3に』

い亦褐

鉄軸：7-5YR2/2黒

褐

|火軸：5Y7/21火I'」

錆紬：5YR3/4暗亦

褐

l火軸：7.5Y6/2)火オ

1－ブ

呉須外I､;表裏に

梅文と竹(蘭竹)文、

査明軸

袖S5Y6／21火オ

一子

i胎t低調

l0YR7/2に』

い黄椿

5Y7/1灰I‘1

2．5Y7/l灰l'」

l(>YR8/2灰''1

lOYl《6/3にふ

い黄桁

l()YR8/2灰I‘I

l()YR7/2にぶ

い箭二締

1()YR7/】灰I‘1

5Y7/l灰l'］

2．5Y7／ll火「I

5Y7/1灰''1

lOYR7/l灰r］

N7/0灰｢‘1

2.5Y7/1灰I'’

5Y6/1灰

N8/0灰白

lOYR7/11火I‘I

1,llj1

lOYR7/11火口

イ､lﾘ]

5Y8/2灰''1

l()YR7/3にぶ

い黄掩

l()YR7/1灰|‘’

7．5YR6/4に』

い符

lOYR5/l褐1A

Y7／11RIrI

5Y7/11火|『I

5Y8/lj火白

lOYR7/1灰l‘｣

2．5Y7/l灰|‘1

lOYR6/l褐j火

l0YR7/1灰l‘I

2 5Y8/2灰''1

lOYR7/2に苧I

い茜楕

5Y7／1j火''1

l()YR8/1灰''1

形式･様式なと

北部系11形式

化Ill

北部系11型式

脇之島

大窯I

｢1,-瀬｝j後lⅡ～11

111

I』｣-瀬ーi後Ⅳ1'1‐

北部系7型式(ﾄﾘ！

和）

北部系7噸式(lJl

和）

北部系6照'｣式(I'1

土1%(）

北部系11焔'』式

('LI1I

古瀬戸後Ⅱ1～ハ

凸

連房5～6ﾉ1,期

連房1()～11小期

連)好9小剛力

連)が9小期ズ

連房9小期力

連房10~11′j､期

連膨9小期力

里局9小期力

連房8小期､瀬Ji

連房7小期

里房10小期

i屯ﾙﾘl()小期

,Ij瀬ノi後1V新

,i,･瀬Ij後1V新

11,･瀬戸後Ⅳ古

～新

連勝8～9小期

連冴8～9小期

湛房8～9小期

連房5～6小期

連豚8～9小期

里房l()~11小期

褐戯似|版

神txl

Il59

259

259

259

59

259

259

；胴9

259

59

'259

ｿ59

｝旧9

259

259

59

26(｝

Z6(）

6(）

6(｝

260

26(）

26(）

260

JbF、Jb
ZnⅡ

26（

26(1

16{］

26(’

60

26(）

260

60

260

26(1

26(）

lX1版

63

6:イ

63

41

19

bJ

h3

63

58

63

“

63

41

63

63

63

65

65

65

65

65

65

65

b

6日イ

,判

6;1

63

63

63

63

63

63

63

39

｛9

14

｜
Ⅲ
１

14

一
‐
『
Ｊ
‐
４
‐

ド

I
I

｜
旨
・
叩

｜
岸
Ⅱ
’
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表100土器観察表(25)

5

遺物
番号一

1()35

1036

1(ﾄ3

1038

1039

1()4(）

1042

l()44

1045

1()46

l()49

l()5(）

l()51

105

1053

1054

1055

1056

I()57

1058

l(}59

1060

1061

1062

1063

1064

l()65

l()66

106R

1069

l()7(）

1071

1072

l()73

l()74

l(}75

1076

グリット

l）H14

DB14

DB14

l)BI4

DBl4

I)B14

DBl3

DA14

I〕A14

DAl4

[)115

l)115

I〕115

DI15

D-Il5

f､C20

FBI9

FAl9

FAl9

FAl9

FAl9

IJI

F

ERl8

E'1，21

ET21

ET21

EL17

EI1

EJ17

IEI]

卜〕117

FI17

Ell7

ljll7

EI17

T、T勺局

rﾝ11J

遺構・屑位
[遺構種別］

し931とj脇」

C93[SK］

C93｢SK］

C93④｢SK］

C93[SK］

C93③lSKl

C121[SK］

Cl84①｢SK1

C184①｢SK］

Cl84①[SKl

D6O②[SK］

D60①.②[SK］

D60①|SKI

D85α)lSKl

D85①｢SK1

E91SKl

ElO③[SK］

E40①[SK‐

E4()｢SK1

E53①[SK］

E53③｢SK1

E1O11SKl

E150｢SK

El40[SKl

El70a)lSK

E170①[SK1

El70①[SK

E67]①[SK

E700③[SK］

E700①｢SK］

E760②｢SK1

E76O①[SK］

E760①[SK]､E7622

上P」

E760①[SK］

E761①｢SK1

E761②[SK］

E761①[SK］

神別

連冴(磁器）小瓶

亜房(陶器）小湘

連房(陶器）｜z瓶

陶
山

ｉ
建
升
１

房
掛

連
瓶

謝
辞

連腸(陶器）

瓶掛咽火鉢

i里房(陶器）幡鉢

連房(陶器）

灯明皿(孔'1Ⅲ1

連房(陶器

灯Il皿(油lⅢ

連勝(陶器）

灯明|Ⅲ(油皿）

連房(陶器）

摺絵皿

,j,､瀬ﾉf香炉

占瀬戸捕鉢

占瀬戸捕鉢

古瀬f－jlz碗

古瀬戸

卸11付大皿

向盗系陶器碗

r｣盗糸陶器Ⅲ

占瀬戸花瓶

凡賀｜亀器羽付釜

｢‘I畿系陶器碗

中Ifl陶磁器

I‘l磁Ⅲ

古瀬戸卸|Ⅲ

常滑饗

白査系陶器碗

口盗系陶器皿

I蟹|麓系陶器碗

L師器(''1紙

伊勢型鍋

土師器(''1世）皿

白壷系陶器|Ⅲ

口蓋系陶器碗

l‘|盃系陶器111

''1盗系陶器碗

n壷糸陶器碗

l'j篭系陶器碗

lヨ蓋系陶器皿

rI琵系陶器’''1

''1餐系陶器碗

形態分類

袴腰形

5瀬

仏花瓶

k旨宰府分類白

斑IⅢⅨ類

ロクロ土師器

法昂（c、

11径

2．1

(7．9）

(6.（

7．4

7.（

11．71

10．9

(12．8

ｦ‐(）

12．0

14．7

8．fl

(22扇0

17.Zj

(15

(8－8）

15．4

16－3

(8.Ii

(8．4

畦径

2.4

12．］

14．0）

Ｆ
曙

、
“

｛．(）

2
ｊ
列
玉

(6．4

(5．6

5．0

5．4

(13－8

「月ワ1
(u･単ﾉ

4．3

(4.2）

l().0

3．9

8．1

4.(）

6

7－8

5－2

6．5

h

7．4

4．0

(4．8

7－5

器｢脚i

1－5

1.（

1－5

3.0

3.1

3．4

2．1

4－5

2．1

ﾂﾜ

民q

2

5.3

6.0

残存(X/12）

口緑

」

'月

Rﾜ
■〃■し

12

12

5．1

7

l‐(）

1

12

］

1.8

0-4

l(）

〕

2

1．2

2．H

10

6．4

1．7

Z－f

底部

12

12

5

I

12

1

5．7

5－5

12

h－b

2

5．5

12

)

4

1

lI－f

1

5－8

1－8

4

LlR

6－3

12

3

1

調 整等

内外旧i11』|転ナデ､Ⅲ1部から底

部外間hll転削り

内外milul転ナデ､胴部から底

部外面回惟削り、回転糸切痕

内外面'''1転ナデ､胴部外旧illll

転削り

内外山I胆l転ナテ

内外面'''1転ナデ､胴部から底

部外面I｢'1極1111り

1人l外山ilI11転ナデ､[1'1転糸切痕

内外1rliIl1蛭ナデJlrl部から底

部外面'''1転削り

1外面M転ナデ､Ⅲﾛ1部から底

部外旧jII1l極肖11り

内外I則回惟ナデ､'Ⅱ部から底

部外面回転削り

内外I力IIIil転ナデ､''''1部から底

部外lfliIlll転削り、貼付高台

内外面''1転ナデ､h｣|転糸切痕

hL（3足か）

内外･I師lI1l転ナテ

内外面[可転ナデ､I''|転糸切痕

内面胆l転ナデ､''1部から底部

外I＃iにかけて'''1戦削り、IIjll州
F-キーL

|『乱｢’二

|ﾒ1曲illl1転ナデ､llil

外miにかけてIll恥

内外lrlilIlI転ナデ､凹転糸切痕

内外面1口|転ナデ､底部1人l旧I静

止指ナデ､胆l転糸切痕､板ナデ

内外IAmIl推ナデ

内外面回転ナデ

内外面'''1転ナデ､貼付高台(籾

殻娘)､lⅢl転糸切痕

内外向山l転ナデ

|Al外胆il且'転ナデ

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、回転糸リノ痕

内外血L1転ナデ､'''1転糸切痕

一卜子虫ｼ背l
ノ′1回し

内外面IIll転ナデ､貼付高台､回

転糸切痕ナデ消I

11縁部回転ナデ､胴部内|削横

位の板ナデ､底部内外面斜付

の削り

内外Imu極ナデ､回転糸切狼

内外面回転ナデ､凹転糸切痕

|ﾒ1外向1，転ナデ､貼付,IWi7I1(籾

殻痕)、ロ蛭糸切痕

内外出i回転-ﾅー テ､In1転糸切痕

内外旧i胆l転ナデ､貼付高台､'''1

極糸Uj痕

内外旧1M転ナデ､底部|勾I向i静

'|､指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、
'''1転糸切痕､措ナデ

内外面回転ナデ､貼ｲ､｣-局台(籾

殻痕)､|Ⅱ|転糸切痕

内外1m凹転ナデ､1m転糸切痕

内外面n挺ナデ､回転糸切痕

四外面n挺ナデ､貼ｲ‘｣高台(籾
殻痕)、'''1転糸切痕ナデ消し

り

更：様・軸薬

呉須外|剤:梅文十

葡竹-史:､透りl利I

灰軸：7．5Y7/lﾉ火'。

錆軸：2.5Yl《4/41

紫い亦褐

胴部外旧I：印2'1文(2

陣)､針I紘軸：黄緑色

胴部外I力i：2稚顛の

印刻による連続文

様､銅綜紬：黄緑色

錆淵||：7.5YR3/41端

褐

儲
11

紬：2．5Y4／6オ

プ褐

褐

錆袖：5YR4/4に』

い赤褐

鉄淵'11人l旧1：圏線(箪

捕)、兇込；’1'央に

「菊文｜の摺絵､灰

利|：7．5Y7/2灰I聖1

欽粕：5YR3/3暗流

褐

錆軸：2.5YR3/2H＆

赤禍

錆軸：7.5YR4／1褐

'火

|火粕；5Y6/4オリ

ブ黄

l斑部外lHi：墨書「り

あるいはつ」

|火軸：5Y6/3オ｜ﾉー

プ黄

白磁；7.5Y7/1灰rl

灰粕；5Y7/2灰白

胎｜z色調

N7/0灰|‘」

2.5Y7/1灰白

2.5Y8/2灰、

]OYR8/l灰''1

2．5Y8/2灰''1

lOYR6/3に韓

い箭栂

』.5Y7/l灰白

い桶

5Y6／11火

2.5Y7/lj火''1

7.5YR4/1褐I火

2.5Y8/2灰rl

5Y8/2灰「I

5Y8/1灰臼

2.5Y7/2灰黄

l0YR7/l灰白

2.5Y7/I灰''1

l0Yl《7/1灰|‘｣

IOYR7/2にぶ

い黄燈

l0YR7/1灰白

5Y7/l灰｢1

l0YR7/2に』

い黄桶

5Y6/l黄灰

2.5Y6/2灰黄

2.5Y7/11火''1

2.5Y7/1灰|'｣

l()YR7/l灰、

l0YR7/l灰白

25Y8/1灰I』1

lOYR7/l灰白

5Y7/l灰l'」

2.5Y7/2灰黄

l()YR8／lj火凹

2.5Y7/2灰黄

YR7/2にふ

い黄椎

OYl《7/2にご』

卜
へ

黄桁～5Y4/1

lYR8/2灰I'」

形式･様式なと

i虫房9～10小期

連房10~11小期

連豚8～9小期

也扉8～9ﾉ1，蝉1

連房8～9小期

連房5~7小期

連房9小期力

連ﾉ万9小期力

連勝9小期力

里房7小期

古瀬戸後1V新

【1,-瀬戸後1V新

古 瀬戸後lVIl，

--新

古瀬戸後1V占

古瀬戸後1V凸

～新

北部糸6ﾁ凹式(['1
＋Ⅸ『1

占瀬戸後期

北部系9型式（大

谷洞）

古瀬戸中I

常滑lb～2型式

南部系5型式

南部系5刷式

南部系4型式

北部系5型式(渋

間窯トー～窒洞）

北部系5剛式(浅

間窯下～窯洞）

南部系5型式

lfj部系5剛式

南部系5断り式

北部系5型式(渋

l間]窯~ﾄー ～窯111

南部系5型式

南部系5配り式

lfj部系5堀式

部系11型式

､之烏

掲戟IxI版

挿似I

6(）

260

26{I

26<）

260

’(1(）

6］

261

61

61

61

261

61

61

261

261

26］

261

261

26］

261

261

261

6］

261

61

261

62

62

262

62

262

R』

262

62

hZ

61

図 版

tj3

63

63

39

39

63

63

6:｛

63

63

39

63

63

63

I

63

＃

6:＋

65

63

41

63

63

6:；

65

64

64

64

64

64

64

64

65

65

64

64

64

2-2

3

I

I
「

I
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表101土器観察表(26)

’

7.01113

264

遺物
番号

1077

l(}78

107

I{)81

1082

'083

1(}H4

l()85

l(186

1089

1090

l()91

1092

1093

l()94

109

1096

l()9

l()93

1100

11(}I

l］02

110

11()4

11()1

]l()I

111

11(Xj

11()9

1110

1111

11］2

1114

1115

1116

1117

リ
グ

－
０
〃

〉
／

EIl7

EIl

EⅡ7

FT17
ｰ_、津ロ

Glj28

GF28

GF28

GF2f

（瓶26

（うり29

GI〕29

GI)29

GD29

f可『､叩ワ

LJLﾉﾑ』

()I)27

J可W1．1句

k-JDﾑﾉ

GA27

GR27

R29

〔ｼl《26

f、1Jりり
、r』ﾛ』凸

GI〕32

〔i1，32

()P32

(jl〕32

(；Pえ

GI>3

r,r,イン1
kJhYJ』

GQ31

GQ31

GQ31

′可f，nl

Lru､〕人

GQ32

(iQ31

GQ31

GQ31

GQ31

GQ32

GQ31

GQ31

遺構・層位
[遺構樺別1

E761②ISKl

E761②[SK1

E766①ISK」

E840①｢SK1

F39①lSK

F39①[SK］

F43①[SKl

F69①｢SK］

F72①[SK］

F99①lSK

F99①[SK－

F99①[SK］

F1()4①[SK］

F]28①[SK］

F136①[SK」

Fl86①[SK］

F201①[SK」

F220①ISKl、F344(エ

[sK］

F230①[SK］

F242①.②lSKl､F256

I)[SK］

F242②｢SK‐

F242①[SK1

F242①．③[SK］

F242②[SK］

F242①[SK」

F242①｢SK1

F255①[SK］

F255①lSKl

F255①[SK］

F25

F

F42I

F255①｢SK］

F255①｢SK1

F255①ISKl

F255①｢SK1

F256②lSKl

F256①[SK］

[>|SKI

j①。②［sK」

P

樺別

白盗糸陶器碗

rl琵系陶器碗

['1盗系陶器碗

Iｲ|鎌系陶器皿

['1壷系陶器碗

''1盗系陶器碗

涜恵器杯器C類

中雁|陶磁器

青l'J磁Ilu

t帥器(II1fH:）杯

f師器(中lH

1,Ⅲ

n点器杯身C畑

産地不明

|]世陶器髪

r]髭系陶器碗

内議系陶器碗

''1盃糸陶器碗

項恵器溌

,ilH陶磁器

白磁碗

風ﾉ‘唾器杯身C難

''1厘I陶磁器

白磁Ⅲ

t帥器(11'冊:）

脚付'''1

土師器(lIIlltj

伊勢ｿ('』鍋

$l瞳(恵器杯鑑C類

[1銭系陶器碗

白盗系陶器碗

lr1-燕系陶器碗

'''''三l陶磁器

青白磁蛎形合子

身

'二師器(中世）

脚付Ⅲ1

''1篭系陶器皿

rI髭系陶器｜Ⅲ

I'|盗系陶器碗

I'1壷系陶器碗

l‘1盗糸陶器碗

I'｣盃系陶器碗

rl査糸陶器碗

''1盗系陶器碗

''1溌系陶器小碗

l'J盗系陶器航i

形態分●類

ロクロt師器

ロクロt帥器

把手付

大宰府分知I‘I

磁碗11知

ロクロ’二師器

ロクロt帥器

法散（c、

｢|律

12．8

15．2

Ｆ
ノ
上

戸
局
哩

１
４

8-9

14．4

115．］

(14．0

11

16．0

8．2

8

ﾊツ

15．6

15．2

15－4

(］5－4

15－6

底径

(5．4

6q

t)‐b

1．9

4．8

(7．8）

13

(6.職

(4．8

l()_51

(5，8）

6．0）

b，(1

12－3

).4）

7－41

7q

I7H

4-0

4．1

4．1

同
Ｊ
１

7．5

7－4

＃‐（

4．5

8.0

器高

5－6

4．9

5．2

2

5．8

6

ｑ
ざ

４
０
１

4

2－3

5］

53

5．1

5．1

5．9

8

h

残存(X/12

｢1縁

I

9

12

10

12

1．3

0

1

貝
哩

４
０
記

b、①

1］

10-5

10－5

12

6．H

1

5

H

7.6

底部

1．5

12

12

1

12

3

4

2-8

3

2.8

4．4

1］

4

7

5.6

2．5

12

3

12

12

12

12

Ｒ
リ

ー
川
五

5

5．7

11．2

6．t

5－5

調 整竿

内外lIlilnl転ナデ､貼付,ﾄ゙ 振了(籾

殻痕)、M転糸切痕

内外面''1転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)､1,1転糸切痕､板ナデ

内外面凹転ナデ､貼ｲ･I･高台(籾

殻痕)、回転糸切痕ナデ消L

内外面山l転ナデ､底部内山i静

止指ナデ､仮l転糸切痕､板ﾅｰﾃ

内外面胆l転ナデ､底部内山i静

1t指ﾅー テ､貼付,白j台(籾殻痕)、

I'|転糸切痕

内外血I''1転ナデ､貼付高台､'''1

転糸切痕

内面lul転ナデ漣頂部外旧Ⅱ111転

尚11『)‐胴部外l耐InI乾ナーテ

内外面回転ナデ

内外面回転ナデ､n挺糸切痕

力

林部内面棒状工具による1口|転

ナデ､他'''1転ナデ､M転糸切披

内外血IlIl転ナデ､貼ｲ．i高台､lul

軽ﾐ削り

内lhi当て具痕､外ifIⅡ'1き’1

内外旧i1個1転ナデ､貼ｲ･l-高台(籾

殻痕)､lul転糸切痕

内外血凹転ナデ､貼付,断台(籾

殻痕)、回転糸切痕

内外面[可転ナデ､貼ｲ1－高台(籾

殻痕)、回転糸切痕

内I前当て典痕､外ⅢiⅡ|]きI’

|人l外面回蛭ナデ､貼付高台､|''’

転削り力

内外面|'ｴ|転ナデ

外側i'''1転ナテ

|ﾉ1面llll転ナデ､頂部外面'''1転

削り

内外血Iul転ナデ､貼付,司台｛籾

殻痕)､|M1転糸切狼

内外血ill｣1転ナデ､貼付,胃j台(籾

殻痕)､'''1転糸切狼

内外面l凹l転ナテ

内外曲i回転ナデ､l'』l転糸切痕

9外面1凶1転ナデ廷lul転糸切痕

内外面似l転ナデ､1判|転糸切痕

内外lni凹転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、M転糸切痕

内外面回転ナデ､貼ｲ,1-高台(籾

殻痕)､回転糸切痕ナデ消し

内外面回転ナデ､底部内lBj静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕

回転糸切痕ナデ消’

内外面回転ナデ､貼付I齢とT(籾

殻痕)、回転糸切痕

内外1m回転ナデ､貼ｲ､1高台(籾

殻痕)､回転糸切痕

|Al外面1,1転ナデ､貼付高台､I山

戦糸切幅

内外岨1111椎ナデ､’'1転糸切痕

ナデ消I

文様・袖薬

青''1磁：7.5GY8/1

明緑I火

高台内：墨痕

''1磁；5Y7/3浅黄

''1磁；5Y7/2灰''1

'庇部内|Ai：暴害(化

押力

外IAi：片切り彫りI

よる文様､青、磁

7.5(}Y7/11り}緑灰

高台内：墨書｜■」
ひらがなあるいは記

号沈

胎土色調

5Y7/1灰|』I

N7/O灰l望I

2.5Y7/]灰|‘’

5YR7／11代''1

2.5Y8/2灰白

2.5Y7/l灰I‘I

】OYR7/11火|‘1

N8/()灰、

7.5YR7/8黄楕

5YR6/6桁

2.5Y5/2暗灰黄

5Y7/1灰|‘I

2.5Y8/3淡黄

2.5Y7/l灰白

5Y7/1灰、

2.5Y8/21火白

うY7/l灰白

2.5Y8/2灰

2.5Y8/1灰l』I

l()YR8/3浅黄

稀

lOYR7/31

v,黄掩

lOYR8/l灰[』I

lOYR7/l灰rl

l()YR7/2にふ

い苗椅

2．5Y8/l灰I'1

lOYR8/3浅黄

階

2.5Y7／1

5Y7/l灰

5Y7/l灰r］

2．5Y8/2灰、

l(}YR7/11火l鮒I

2－5Y7/1)火["」

2．5Y8/2ﾉ火l'’

2．5Y7/l灰I‘」

5Y7/1灰白

2.5Y7/2灰黄

YR7/3に』．

黄掩

]

形式･様式な』

北淵i糸6姉ﾘバ（|‘I

f二脈）

北部系5砥'』よt(淀

間窯トー窯洞）

南部系5西l1-rt

北部系6端'』式(''1

士原

北部系7flJ式('ﾘ]

和）

北部系5靭式

llc,美濃(在地

美濃須衛)力

｝c削葉、淀濃須

衛

北部系7型式(lﾘI

*'1）

l阿部系4型式か

北部系6剛式(I'1

|J舟I

8c後葉､美濃須

衛

8c後半、美濃須

衛

lcIjij葉､美濃須

衛

1打部系5埋式

南部系5型式

|有部系5k'』式

南部系6型式

南部系5型式

南部系5埋式

南部系5型式

南部系5鮒ﾘ式

南部系5ﾅⅢ｣･t

北部系5吋'』式(茂

洲窯.ﾄー ～窯洞

Ij部系4恥'｣式

南部系4期'』式力

掲戯Ixl版

伸似I

262

62

262

'61

63

26;1

6:1

263

63

6;1

63

263

dロゴ･■牙

乙〔》q)

63

263

263

263

263

'6

21

Zh

263

263

263

263

263

264

264

64

64

264

264

64

264

264

64

似1版

64

65

65

611

65

64

64

4(）

64

6《’

64

64

64

70

64

64

41

64

41

65

64

64

65

64

【I

40

64

65

(』

Ob

65

64

65

64

6［

64

〔）

１
１
’
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表102土器観察表11

遺物
番9‐

11ワ1
ユ ユ ー ユ

1122

1124

1125

1126

1127

11ワ日

1129

1130

1131

11mワ

1133

11．1〃

1人ﾛ〕妙

1135

113(〕

1137

】138

1139

114(）

1141

1142

1143

1144

1145

1146

114

1148

1149

1150

1151

1152

グリッド

GP29

G1〕29

GO27

GE27

Gf､27

GF27

GJ25

Gj26

屍
ｈ
リ
パ
ｈ
〕

、
凸
、
／
】

一
Ｉ
Ｊ
－
Ⅱ
Ｊ

Ｇ
Ｇ

GA22

GA22

GA21

FP2(1

FO24

FP24

FQ24

FQ2f

FG21

FI23

GK25

GK25

GK25

26

HB

HF

HD1

HC（

HCf

HC7

HD73

H1)72

HC73

HE73

HB57

HC64

HC73

HC70

遺構・層位
[遺構種別］

F296①[SKl

F296①[SK］

F363①[SK］

Fflqln)｢RK1

F402①[SK］

F402①｢SKl

F523①[SK］

F523①[SK」

F590①[SK］

F590①lSKl

F590[SK］

F682①｢SKl

F701①｢SK1

F774①lSK」

F775①[SK］

F776⑤ISKl

Fll21①[SK』

F1165ISK1

Fl4131SKl

F14171SKl

Fl417①[SK｣､F1392

x)｢P1

G2①．②lSKl､G39[］

G5①[SK1､SL5[畦畔

(石入り溝)]､G包含層
I

G48①[SK。

G90①[SK］

G148③[SK］

G169[SK］

G210①｢SK1

G235①[SK］

G422①lSK1

G44()①｢SK1､G728(r
「pl
ヘI

種 別

:目恵器高杯A類

白盃系陶器碗

白壷系陶器碗

土師器(中fHf）

柱状高台'''1

須恵器平瓶力

rl篭系陶器Ⅲ

頁恵器杯身B知

rl溌系陶器碗

r]差系陶器硯I

rI壷系陶器碗

''1国陶磁器

白磁Ⅲ

項恵器杯栽C類

FIfl陶磁器

青磁碗

白箆系陶器碗

t師器(古代)か

l､腕力

上師器(111世

1,1Ⅲ

I可盆系陶器碗

白査系陶器碗

rl盗系陶器小碗

須恵器杯蓋C類

中岡陶磁器

I'1磁碗

占瀬戸捲鉢

古瀬戸瓶子

白盗系陶器碗

白壷系陶器皿

、謹系陶器碗

大窯捕鉢

'百点骨器鉢

須恵器盤

須恵器鉢A類

白盃系陶器碗

形 態 分 弧

ロクロ’二師器

に宰府分顛白

磁皿Ⅱ剛

上Ⅲ分類BI

頑

ロクロt師器

3類

悔脚

6A耐

法量（c､）

口編

(14－5

15．2

(7．8）

rlqｳ、
1人｡〃＝ムノ

14，7

113.6）

(12．9

14．4

12．6）

8．2）

127

17．5）

14.F

底径

HR

6．8）

6．6

(6H

4．3

6．4

5．2

5．1

5．6

4，5

5－4

3．6

7,3

5－1

4．6

〔9－01

(4－41

5.Zj

7．5

6，6

器高

5：｛

5．2

2-0

5．7

〃
ｒ
ｑ

Ｒ
Ｍ

5－5

2－5

5．5

2－3

5.8

残存(X/12

I~1縁

4

12

4.5

ワ
臼

1

4.8

1

5－5

7 2

0-3

3

2．5

0

1－3

0．5

7．8

底部

1．2

5

12

1.3

5－8

、
ム

戸
踊
り

12

12

5－1

2

1-4

12

7－5

12

12

1

5．4

3．5

12

12

調 製 等

|ﾒj外旧jLll職ナラ

内外･面IIIl転ナデ､貼付高台(籾

殻痕）

内外IiliLl戦ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、回転糸切痕

外ImlI11転ナデ､IF'1転糸切痕

内外面回転ナテ

内外面IⅢl転ナデ､'''1転糸切痕

ナ デ 梢 L

内外面|､l転ナデ､II1l転一､ラ切

娘

内外liiIIl1転ナデ､底部内的I静

11,,指ナデ､貼付高台(籾殻痕

回転糸切痕

内外1,1口l転ナデ､底部内血静

止指ナデ､貼付高台(籾殻浪)、

lpI転糸切痕､板ナデ

内外曲Ⅱ''1転ナデ､底部内面静

止指ナデ､貼ｲ,I,高台(籾殻痕)、

''1転糸切痕

内面''11転ナデ､頂部から加部

外向l凹|転削り

内外miII転ナデ､底部内血静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕

'''1転糸切痕､板ナデ

内外1AⅡ'｣1転ナデ､貼ｲ.l･高台、lll1

転糸切痕

内外面回転ナデ､回転糸切痕

内外

止指

IAmll転ナデ､底部内旧I師

ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

胆l転糸切痕

内外面IIll転ナデ漣底部内I則静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

凹転糸切痕､板ナデ

内外旧iIL』l転ナデ､貼付高台､回

転糸切痕

内面回転ナデ､頂部周縁b』l転

ナデ､胴部外出ip転削り

内外面F1転ナテ

内面回転ナデ､外面DII転削り

内面工具によるIIIl転ナデ､外

面1，1嘘ナデ､Ⅲl転糸切痕

内外面''11転ナデ漣''1転糸切痕

内外面巾l転ナデ､貼ｲ､1－高台(籾

殻痕)､同転糸切痕

内外面回転ナデ

内外面凶薩ナデ､肌1部下半外

I向i斜位の削り

内外1,1M|転ナデ

内外旧1回転ナデ

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)､凹転糸切痕

文様・紬薬

灰紬か：一

,Wj台内：墨書「人’

|'|磁：5Y7/2灰、

外Ihi片切り彫りによ

る幅広の縞趨弁文､

青磁：7.5Y4/2j火才
一
／

高台内；墨書｜■’

記号･力

[‘l磁：5Y6/2灰オ

1－ブ

錆軸：5YR5/4にぶ

い赤褐

灰軸：5YR6／3オー

'一プ．黄

錆軸：l0R4/l暗亦

｢火

|胎土色調

2.5Y7/2灰黄

2.5Y7/l灰｢1

2．5Y7/2灰黄

7．5YR6/6桁

l0YR7/2に』

い黄栂

2．5Y8/1灰白

2．5Y8/3淡黄

]OYR8/l灰I'1

2.5Y7/2灰黄

2.5Y8/l灰I'’

2．5Y7/l灰rl

5Y6/1．黄灰

2．5Y6/1苗灰

2．5Y7/1灰向

l0YR8/l灰1句

5Y8/2灰臼

2.5Y8/2灰白

]OYR7/1灰白

5Y8/1灰臼

2.5Y8/2灰白

lOYR7/3にふ

い黄燈

2.5Y7/]灰I'1

2.5Y7/I灰|‘1

lOYR7/l灰''1

2．5Y8/3淡黄

5Y7／1灰向

5Y7/1灰向

5Y7/1灰白

2.5Y7/1灰白

YR6/3にふ

黄楕

YR7/3にぶ

い黄燈

形式･様式なと

7c後半､美濃須

偽

北部系3型式(矢
戸}1野）

南部系5型式

南部系5吋ﾘ式

7c後葉､美濃須

術

北部系7刷式(明

4'1

北部系7型式(明

州

北部系7吋'』式(明

fIl

8C未～9c初頭

美濃頒衛

北部系8型式

(大畑人洞）

''1盃とほぼ|面lじ

轄形がなされる

北部系5型式(浅

間窯~ﾄｰ～窯洞）

北部系7型式(明

和

南部系4型式

8c前葉､美濃須

衛

門･瀬『i後IVIlf

古瀬戸後期

北部系11型式

(生I+|)､胎土鞘

良

北部糸7型式以

降

南部系5型式

･大窯1

8c前半か､美濃

；l‘I偉］

8c前半か9C前

半､美濃須衛､｢1

縁部外面に沈線
が引かれる“令

属器を写した

樺

器

8c後半､美濃須

衛

北部系5型式(桟

間窯~F～窯洞）

掲載tXl版

挿図

64

264

264

264

264

264

264

264

264

264

64

264

264

264

265

265

h:］

265

265

265

265

265

Zfih

ZbA）

265

265

265

265

6【）

〕旧月

265

図版

64

65

65

65

64

64

64

06

66

64

41

66

42

70

64

64

64

66

64

64

41

64

64

64

64

64

64

64

64

H4

66

I
I
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表103土器観察表(281

’

’

|’

’

qpがJ‐

f2n〔｝

｜’

遺物
番号

1153

1154

1155

1157

1159

11fiO

1161

116

1163

1164

1165

1166

1167

1168

I］69

1170

1171

11

1173

1174

1175

1176

1177

11ﾜ日
上▲UL

1179

I］81

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1188

ｸ鰯'1ぃノト

ⅡC66

H1)66

HD66

GQ96

GP95

GP95

(jO95

GP95

GP95

GP95

GO95

GP95

GO95

GP95

GP95

GO96

Ｉ

Ｇ
Ｇ

G()95

(jO95

GP95

r二IJQ民

(}P95

(jl)95

(｝()95

GO96

GP96

GO96

GP96

GP96

GJlO2・
GKIO3

GJl(}1

GN99

GM99

(jP1()]

GNlOO

G()l()0

GN100

GOl()0

GNlOO

G()100

G1〕102

(うJlO6

()11115

b

遺構・層牡
｢遺構種別

G478①[SK］

G574①lSK

G574①[SKI､G包含肘
ハ

H321①｢SK1

Ⅱ336①lSKl

H336①[SKl

H336①ISK｣､Ⅱ337(エ

[SKl､H384①[SK］

H336①lSKl

H336①ISK

H337①｢SK1

H337①[SK]､11384(1

[］

11337①[SK。

H337①｢SK1、H384①

[SK］

H337①[SK」

H337①[SK

H384①[SKl

Ⅱ384①｢SK1

H400①[SK］

I{4()0①lSKl

H401①｢SK1

11401①lSKl

H402①lSK」

11①[sK

11①ISK

[65①｢SK］

181①｢SK1

1140①[SK］

1145①｢SK‐

1145①[SK‘

1145①[SK］

1150①[sK］

1346①[sK］

1705①｢SK］

樺別

'1国陶磁器

青磁碗

古瀬戸′1,杯

11,.瀬戸億鉢

古瀬ノf折縁Il1llIl

IﾕI琵系陶器Ⅲ

|'|盃系陶器Ⅱ

向盗系陶器碗

中lfI陶磁器

庁白磁平形合一子

蓋

｢'1｢EI陶磁器

|'|碓碗

I‘1謹系陶器IⅢ

｢'1費系陶器碗

白盃系陶器碗

白盗系陶器碗

IIi漸戸折縁深'''1

常滑饗

''1盗系陶器慨I

''1盗系陶器碗

白盗系陶器’1Ⅱ

古瀬戸瓶･「･力

土師器(中世

茶釜

''1盗系陶器皿

｢fi瀬J-j片11鉢

占瀬戸

嬬鉢型小鉢

占瀬J-j片11鉢

[‘1盗碗

古瀬戸卸1111

内幾糸陶器碗

白壷系陶器

二f縁碗

白箆系陶器碗

自費系陶器碗

I‘l盃糸陶器碗

I‘l尭系陶器碗

l‘1通系陶器碗

形態分顛

LIll分顛BI
梅i
か塁、

大宰府分頬白

磁碗Ⅱ瀬

羽付

法量（c、

Ll径

15－61

7．8）

8．0

［／h

13．7

6，()）

7．5）

lI－H

(11－5

(26．4

rIハ日

(13扇3

8．81

(8－4）

26.()）

11，5）

14．6

113．1

13．8

11．6）

13－8

底径

3．5

(12_{〕

1．7

4-8

b・(1

4-(）

Ｑ
誤

’
１
丁

4．(）

(）

4．01

5．21

4.8

6－3

7.(’

5．6

4．9

5．3

7．0

(2，卜

5．1

器高

3

1．4

1.2

戸
ｈ

1．2

4．3

4－8

4．9

1．4

1．1

5.0

5.5

5.5

3．1

RR

残存(X/12）

｜l緑

1．2

I)‐料

7

4

2．8

1．2

1

り

5．9

I

0－7

0．8

り
し

，
］

4．6

2－8

1．(）

0－2

35

{13

1．5

9

1．6

12

底部

12

2.8

12

5

1

9

12

8－'ィ

12

1

4．ド

12

8．2

I

12

12

1

1

｡

12

調 整群

内外面Ll1転ナデ､1,1挺糸切痕

畝1外lhiIIl1転ナデ､胴部外血の
一部工具による[lll鱈ナデ」↓'1

転糸切痕

内外面回転ナデ

内外IAi胆1転ナデ､底部内面静

止指ナデ､I且'転糸切痕､板ﾅー ﾃ゙

内外面'''1挺ナデ､底部内1m静

止指ナデ､111転糸切痕､板ﾅﾃ

内外1m凹転ナデ､底部内面師

l上指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

回転糸切痕､ナデ消1

内外面[司転ナデ､底部内血静

11_指ナデ上j転糸切痕

内外回回転ナデ､底部内IAi静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

Ll転糸切痕､板ナデカ

内外面1,1転ナデ､底部内I、静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕)、

F1転糸切痕轄板ナテP

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、F1転糸切痕､板ナデ

1人l外I釘'''1唾ナデ､卯1部からj氏

部外I力jlI1l転削り

内外1m111転ナデ

内外直i凹転ナデ､貼ｲ･I高台(籾

殻痕)、''11転糸切痕

内外IhiIIIl転ナデ､底部内1，1静

止指ナデ､貼付高 《
口

内外面Iul転ナデ､''11転糸切痕

内外面I｢'1挺ナデ

胆|転ナデ

内外向回転ナデ､底部内旧i静

l上指ナデ､回転糸切痕､板ナデ

内1m回転ナデ､外面_L具(板状

か)によるIIII転ナテ

内外面[｢'1桂ナデ､回転糸切痕

内外面1111転ナテ

内外面1,1転ナデ､貼ｲ,1．高台

内外面回転ナデ

内外面'''1種ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、回転糸切痕

内外面In1転ナテ

内外面Inl転ナデ､底部内血静

止指ナデ､貼付高台(籾殻痕

k'1転糸切痕､板ナデ

内外面阿転ナデ､貼付高台、''11

転糸切痕

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、回虹糸切痕

内外面I旦l転ナデ､底部内面静

止楯ナデ､貼｛､1-1宵j台(籾殻痕)、

111牲糸切痕

外血Ll転ナデ､底部内面静

指ナテ､貼付高台(籾殻痕)、

転糸切痕､板ナテ

文様・軸薬

外面：片切彫りによ

る幅広の鏑趨弁文､
青磁：5GY7/11ｻ|オ

｣－プ

|火軸：7．5Y6／3オ

|－プ黄

錆袖；7．5Y5/4に』

､褐

|火利|：2．5Y6/21火黄

青白磁：5Y6/4オ

ノープ黄

白磁：2.5Y7/2灰黄

|火軸：2.5Y8/21火''1

l火粕：5Y6/4オリー

プ黄

鉄軸：5YR3/2暗亦

褐

尺紬：5Y8/l灰I'」

IjR噺h25Vfi／rlオ’1－

一
風

ヂ
ｒ

高台内：暴書’二」

あるいは,記g‐

胎’二色，淵

7．5Y7/l灰r］

]()YR7/6明黄

褐

2．5YH/21炎I'1

l0YR7/3に』

苗楕

5Y7/2灰黄

5Y6/l灰

5Y8/1灰!‘]

2.5Y8/2灰、

2.5Y7/l灰l"I

2.5Y7/I灰|』I

2．5Y7/lj火I‘1

2-5Y8/1灰白

2.5Y7/l灰｢］

lOYR7/2にぶ

黄杷

l0YR5/I褐1火

2－5Y7/1灰l‘｣

2-5Y7/l灰！』1

lOYR7/11火I'’

5Y7/21火黄

l0YR6/2灰黄

褐～l0YR3／2

黒褐

5Y7/1灰|‘I

10YR8/2灰[ﾕ]

YR5/l黄灰

5Y7/l灰白

2.5Y7/2灰黄

5Y7/1灰白

5Y8/2灰''1

l0YR7/2に』

い黄桶

5Y7/l灰|‘1

2.5Y7/I灰白

5Y7/l灰rl

5Y7/l灰|‘I

YR7/3にぶ

黄横～7．5

R4/l褐灰

形式･様式など

,1,.瀬戸後Ⅳ古

新

1'1.瀬戸後1V古

一新

,1，瀬戸'''1

北部系7剛式典」

降

北部系7型式似

降

北部系バリ式(l」

和）

化部来所'』式以

降

北部系7型式(ﾄﾘ]

和

北部系9型式(人

谷洞)力

北部系9虻ﾘ式(人

谷1口l）

!',･瀬ﾉilIlII

附滑6a型式

北部系9堀式(人

谷加I

北部系8～9吋iJ式

(大畑人洞～人：

谷洞！

北部系パリ式以

降

,Ij瀬戸後期

北部系7型式以

降

南部系白盗系陶

器8型式併行

古瀬戸後1V占

～新

南部系''1壷系陶

器l()型式併行

11(?､美濃(任地

美濃須衛）

古 瀬ノ『後樽’

北部系5型式(渋

問窯.iざ~窯洞

北部系

北部系7型式(lﾘ］

*Ⅱ

北部系7唖式('ﾘI

fⅡ

|有部系5fI』式

北部系10吋'｣式

(大洞束）

北部系6咽式（''1

士腺）

掲城I･xl肋

柿lxl

265

65

11H5

265

265

265

う5

265

265

265

265

265

265

265

265

266

266

』66

』66

266

266

266

266

66

266

266

266

266

266

266

266

66

IXI版

42

39

剛

64

bb

64

66

4(）

41

64

64

66

64

67

67

偶

fi7

67

67

67

67

67

b

67

6．ィ

67

66

『

66

66

7(｝

67

66

I

｜
、
．
‐
！
可
一
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表104土器観察表(29)

』

｜’

遺物
番号

1189

1190

1191

』｣

11Q
且LL,

l】94

1195

ll9f

11Q

1198

1199

120，

1201

120

1203

12()4

1205

120（

1207

12()9

1210

1ﾘ11

1リ1リ

1213

1215

1DUTJ

I乙｣『

1217

1218

1219

1221

1221

1222

1223

1 ﾘ ﾘ 』
ｭ空ユュボ

グ'ﾉット

GH115

GH115

GⅡ115

lJnl雌〕

Gllll5

GHm5

GH115

GIIll5

H(j63

HC66

HC69

ⅢC68

HC69

W『ハバゴ

IIL綴り《

HC68

HD68

HC62

HC64

l-IC65

HC66

HC68

HC6（

HL＞

HC

HC

IIC

HC

I【C

III〕

Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
Ｃ

Ｈ
Ⅱ
Ｈ
Ⅱ
Ｈ
Ⅱ

HB5（

WTTや声rc

rl[うり､

HB6］

llH61

II〔､A1

llE60

HB61

llB61

IIB61

HB61

HC61

HC61

ⅡC61

1

I

{

遺構・層位
｢遺構樟別］

1705①lSKl

1705①[SK］

1705①[SK。

[705①｢SK1

17()5①[SK］

1705①｢SKl

1705①[SK］

1705①[SK

sL4[畦畔］

SL51畔畔(石入り溝)」

SL5[畦畔(ｲj入り)]、

SL7①｢畔畔(石入り

溝)1

SL5[畦畔(打入り溝)］

SL5［畦畔(ｨj入り)］

G包含･I計11

SL5［晩畔（,(j入り

溝)｣､G包含.屑1V

SL5[畦畔(石入り溝)］

SL5[畦畔(石入り溝)］

SL5I畦畔(石入り溝)1

SL5｢畦畔(,(｣.入り満)1

SL5「畦畔（石入り

溝)｣､G包念層I．Ⅱ

SL7①［畦肝

り)1,G包含層

SL7①「畦肝（石ノ

r)）l､G包含届1V

sL5[畦畔（石入り

溝)]､SL7[畦畔(石入

り溝)1,()包含肘I

ⅡI・ハ

G1①l道路状遺構1

G1①[道路状遺構］

G13②[sX］

G13②[SX1

G13②[SXl

Gl3②[SX」

Gl3②[SX］

Gl3唾)[SX1

Gl3②lSX1

G13鰹)ISX」

G13②[SX」

G13②ISX1

(石人

I

種別

白盗系陶器小碗

白盃系陶器碗

r｣盃系陶器Ⅲ1

'1盗系陶器Ⅱ

''1盗系陶器IⅢ

白壷系陶器Ⅲ1

向鋭系陶器1Ⅲ

常滑喪

常滑灘

須恵器長頚帝

大窯志野丸皿

i屯腸(陶器

鉄継ⅢI

古.瀬戸天|｜茶碗

古瀬戸饗

古瀬戸Ⅲ母懐壷

信楽壷

古瀬戸右耳壷

占瀬戸イI-L1音帝

J,､瀬戸花瓶

古瀬戸卸'''1

｢1，.瀬戸折縁深ⅢI

[+｢瀬戸捕鉢

古噸ﾉｰJ片口鉢

古瀬I－J片11鉢

白盗系陶器小碗

I'|笠系陶器｜Ⅲ

|'|詮系陶器’''1

I‘I琵系陶器碗

rl盗系陶器碗

白盃系陶器碗

白餐系陶器碗

、盗系陶器碗

n挺系陶器碗

古瀬戸縁軸小Ⅲ1

形態分類

3噸

法量（c､）

11碓

11．8

8．4

8

8－3

t

8－3

I22－f

11．2

11．2

15．4）

(8-0）

(7．9）

(12．5

(23－7

6．0

8．6

8．2

(12－01

11．0）

底径

4.9

6.1）

5.1

dt

4－6

4．5

ｲ‘期
五.、』

6－6

(6.0）

’

11．{）

15．5

l()‐{I

8．5）

(l()_4

10.卜

4.(）

3．8

4－5

X1

6－7

8．6

7－3

3．8

器IWi

4．4

1－6

1．8

1.4

1．9

2．1

2．5

り

2．0

1－2

3扇3

残存(X/12

11縁

1()_8

115

12

12

1

12

0．8

6

4.3

1

1.5

1．5

1.2

1-6

1－9

0-7

9

1

5

1

底部

12

3

12

Iｿ

12

12

8

5．3

ワ
】

1．8

2．8

1

15

5

12

12

柳

3

4．5

4

4

35

h

調 整等

'1外血ull転ナデ､底部内1m静

11.指ナデ､貼付高台(籾殻痕

llIl転糸切痕

内外旧11皿転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、''1|転糸切痕

内外minI転ナデ､底部内面静

止指ナデ､hjl抵糸切浪

内外面|Ⅲ1転ナデ､底部内面静

l卜,指~ﾅ･デ､'111転糸切痕

内外ImIIll転ナデ､底部内面卸

l卜指ナデ､11転糸切痕､板ﾅー ﾃ゙

内外.ImII1l転ナデ､底部内面静

止指ナデ､、1挺糸切痕

内外山Ⅱ､l転ナテ

内外I、凹転ナーテ

内lhiIl1l転一ナデ､胴部から底部

外面にかけてInl転I｢111り、肖11出

古エ､
回r】

|ﾒ1曲1回転ナデ､外Iml司転削り

削H}高
峰
’
『

】
Ｏ
Ｂ

内外､j凹転ナデ､川部から底

部外1,1』1挺削り

内外面1口1転ナテ

内外面回転ナデ

内外Imllil転ナデ

内聞i凹転ナデ､外面皿転肖llr）

貼付高台､'''1極削り

内外曲池1転ナデ､貼付高台

内外面回転ナデ

内外曲iIul転ナデ､凹転糸切痕

内外Imll1l転ナデ､1M部~下､''二外

lIIiln1転削り

lAlIrlIII1I転ナデ､IlMl部外1m工具

によるllll蛭ナデ

|人1曲川|転ﾅー ヂ､外面11'|転斜位

の削り･板状工具による横ナ

デ､貼付高台､IIl]椎糸切痕

内外1両ih1l転ナデ

内外lmlIII転一ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、M転糸切痕ナデ消し

|人l外lflilpj転ナデ､IⅢl転糸切狼

内外|師IⅢl唯ナデ､底部内lHI静

止措ナデ､1，1転糸切痕

|ﾒ1外I＃i''11種ナデ､貼ｲ､l･間Tfr(籾

殻痕)、Iml転糸切痕

内外面h｣｣転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、ロ抵糸切狼

殻痕)、胆|転糸切痕ナデ消し？

内外l前IlJ1転ナデ､貼付高台､lul

転糸切痕ナデ消I

内外1m凹転ナデ､高台ハガし

内外旧山|転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、I且|転糸切痕

内外I向Ⅲ'|転ナデ

卜IAi回転ナデ､底部内面静

旨ナデ､111転糸切換､板ナデ

11横ナデ

文様・利｜桑

|欠粕：7．5Y4/3暗才

j－プ

長布紬：2.5Y7/l灰

11

兇込：蘭竹.文､長心

紬･鉄淵||：2.5Y7/l
灰r]～7．5YR2/l黒

鉄袖・錆軸含7．5

YR4/3褐・5YR5/4

にぶい亦褐

鉄ネIll：7．5YR7/2叩’

褐l火

鉄袖：5YR3/3階赤

褐

灰柚；5Y7/3浅黄

5Y5/2灰オリーブ

灰袖：5Y6/3オ'ﾉー

〆黄

鉄利l：5YR3/31鳴功

褐

灰軸；5Y7/2灰白

|災紬：7．5Y6/21パオ

一一プ

錆ボlll：7．5YR5/3に

ぶい褐

灰紬：5Y6/4オ’j－

7'黄

肘土色調

2.5Y7/2灰黄

2.5Y7/l灰白

Z-5Y7/2灰黄

2.5Y8/l灰白

2.5Y7/11火I'1

2.5Y7/l灰I'’

5Y8/2灰白

l0YR6/1褐j火

7.5YR4/2灰褐

l()YR6/l褐灰

l()YR8/3浅黄

階

lOYl〈7/2に』

批桁

l0YR8/4浅黄

栂

1()YR7/4にぶ

黄符

2.5Y5/]耐火

2．5Y7/1灰白

2．5Y7/2灰黄

1()YR7／ll火白

lOYR7/2にー

い黄燈

lOYR6/2j火黄

褐

5Y7/l灰13

2.5Y7/4浅黄

2．5Y5/1苛灰

2．5Y5/2暗灰黄

2.5Y7/l灰白

2.5Y7/2灰黄

5Y7/l灰I‘I

7.5YR7/l明褐

|火

2.5Y7/1灰旧

2.5Y8/lj火''1

2.5Y7/2灰黄

1()YR7/2に』

黄梢

l0YR8/1灰口

5Y8/3淡黄

形式･様式など

北部系6型式(|‘」

土原

北部系6哩式(I‘1

土腺）

北部系6咽式（''1

ﾆﾋ原）

北部系6型式(白

土塊）

北部系6足IJ式（曲

土原

北部系6型式(I'1

|z脈）

北部系6型式(白

士lji〔）

常.渦9型式

8c木～9c初眼

淀 濃 加 衛

大窯4後半

連房2小期

古瀬戸後111

古瀬戸後期

I',-瀬戸後期

古瀬戸後1V古

～淵1

占瀬戸後1V古

新

I',-瀬ﾉーｵ後1V『1,.

,特瀬『i後期

占瀬j-J中I

｢上,､瀬戸後11古

南部系白捷系陶

器10型式併行

南部系''1畳系陶

器10型式併行

南部系4型式

南部系5型式

北部系7剛式以

降

南部系3形式

北部系3型式(タ

戸卜軒｝

南部系4ﾁ[｢lrサ
ニー少M

南部系4型式

南部系

北部系10哩劃

(大洞束）

古瀬}-J後IVL1｣．

掲載図版

仰tXI

66

』66

26（

』6fl

66

26〔

どt〕b

266

Zbt

266

26（

266

267

67

267

67

267

67

267

67

67

267

ノハ7

67

ｨ1ハグフ

f30jl

2bj

267

267

267

26

6

26

2f

267

図版

脈

66

66

66

66

6f；

6（

67

67

67

19

67

6

6

67

67

b

6．／

６
■

67

bイ

6

67

6

6

66

67

67

67

b

67

67

67

67
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表105土器観察表(30)

268

｜’
67

|’

物
号

遺
番

lZZt〕

1226

122

］22＃

］229

123(）

1231

1リ‘くり

T心rlFp

j乙qlq1

12:14

1235

UndlF

lﾑ､1r

1ﾘ‘4
ﾕ毎■〃

1‘グ》"{貝

グリット

l’しbl

HC61

HB61

HC61

HB6(）

HB61

()81

HB61

ⅡB61

HB60

ⅡB61

IIB63

HB61

Ⅱ B

H B

H C

H C

IIC

HC61

HB61

IIB6(l

IIC61

HRR1

il

i2

i3

ｌ
２
ｊ
４
－
７

遺構・層位
｢遺構種別1

('13②旧八」

G13③[SX］

G13②ISXl

Gl3②｢SX]､G81①[道

路状遺構(古代)]､(}包

禽層11

Gl3[SX]、G37[SX。

(}包含増ハ

Gl3②[SX］

G13②[SX

GI3[SX｣、（i37[SX］

G391SD

Gl3②lSX」

(}13①[SX]、Gl6q

[SX]、（;37①[SX]、
G38①[SX]、（泡含哨
1．Ⅲ・11

Gl3②[SX』

GI3②[SX］

G13③[sX]､G81①[道

蹄状遺構(凸-代)‐

G13②lSXl

柿別

『1，.瀬戸

折絃'1'Ⅲか小lllI

｢1，.瀬戸

折縁'''1111か小'''1

璽腸(陶器）反IllI

、忠器長頚南

k窯火I|､茶碗

k窯八I｜茶碗

''1－瀬ノ『犬｜|､茶碗

に窯尺||茶碗

大窯尺|｜紺沌

古瀬戸有耳室

古瀬『i有耳壷

占瀬F-j）ⅨI．

j1－瀬戸卸|I付人

|||’

占瀬戸折縁深Illl

形態分顛

’

I
’

三耳

根米剛

法吊．（c、

u径’

(11．4

(11．4

10．7）

’

“’

(8．0｝

1()．］

4.1

4．(’

1931

111

器高’

3扇5

6．2

残存(X/12

11縁

(l－H

〕_4

0．3

1．2

2 5

1－2

Ｆ
ｈ

底部’

〕

1

12

12

3－8

0.5

調 整等

内外面回転ナデ

内外面回転ナデ

内外血1ｺ

曲折腹に

高台

内外面1両l転ナデ､貼付高台

内外面'''1転ナデ､胴部から底

部外ImI側|転削り、削出高台（’

徹

内外I自'''11低ナデ

内外血l'｣｣転ナデ､胴部から底

部外I力ⅡI｣l転削り

内I前IIIl転ナデ､川部から底部

外直iにかけて回転削り、削出

,;.Ij台（II類）

内外ImIlIl極ナテ

内外面回転ナデ､胴部~ﾄｰ半外

Imll』1転削り

内向回転ナヲ

内外面回転ナデ

内外岨i凹極ナデ､胴部下半力

弓底部外面'''1転削り

内面II種ナデ

文様・軸桑

灰袖：5Y6/4オ’)－

ブ黄

|火粕号5Y6/3オリー

プ黄

鉄軸：5YR4/4にぶ

い赤禍･5YR2/l黒

褐

欽軸一錆軸；2．5

YR2／］亦黒.l(〕

YR2/l拠褐

鉄軸・錆袖：7．5

YR3／3暗褐・7．5

YR5/3にぶい褐

鉄紬･錆利|：lOR2／l

亦黒･5YR3/31璃亦

褐

欽軸：5YR2/3樋暗

赤禍

欽紬52．5YR2／l流

里．7．5YR4/4褐

I火軸：5Y6/3オリー

プ黄

灰軸：7．5Y6／3オ

1－ブ黄

胴部~L,|'畠外｢m：波状

沈線文､灰袖：5Y5／

;灰オ･リーブ

I火軸：2.5Y8/1灰rl

兇込：’.'］化文（梨

1,櫛描文､l火淵'1

Y7/lj火｢‘｣

胎｜・色調

2.5Y8/2灰、

2.5Y7/2灰黄

Y8/l灰rl

1()YR7/l灰I‘」

1()YR7/3にふ．

黄栂

l()YR8/3浅黄

橘

l()YR7/3にふ

v、苗楕

l()YR7/4に~ぶ

い黄構

1ハVIfR／2ナ時品：

栂

lOYR7/2にふ

黄桁

2．5Y7/1灰□

l()YR7/lj火''1

lOYR7/3に」

い黄椅

l0YR7/2に』

精一
瞳

形式･様式など

''1-瀬}-j後IVIl,‐

11,.瀬『j''’1～II

連房l小期

8c前､fか､美濃

I､衛

大窯］

大窯1

古漸戸後1V新

･大窯4前半

kご窯3

古瀬戸後ﾊ

～新

古

凸-瀬jj中期

古湘戸後期

古瀬戸後IVlil

～新

【{I･瀬戸''’1～11

掲載Ixl版

挿図’

6

Z6

267

67

268

268

’68

268

h卜〈

26N

268

268

268

図版’

6

67

b・』

66

$(｝

67

67

67

67

1(1

67

67

6

67

１
１
１

1239
HC61

HB62

()13③｢SX]、G37画

SXl､G包含層ⅡI･爪

古瀬
一
Ｉ

ｌ
Ｆ

深皿か人Ⅲ
13．1 月 内面回転ナデ､外lAju転肖|Iり 灰紬：5Y7/2灰I‘」

1()YR7/2に』

い黄梼
1-

【】 瀬ﾉﾅ後I～II

1240

1241

1242

124

1244

lZ4

1246

124

l24I4

1249

1250

125］

125

I？届

1254

IIB6

HB6

HB6

HC6

HC6

}lH6I

WWハハ1

l1L綴り』

HC61

TWWTハT

nk1b」

HB61

ⅡB61

IIB6］

IIBf

ⅡC6

llB6

llH

HB61

HC61

IIB？61

I［Bl

HC1

II〔〕1

G13②ISX1､G包含1W

I～ハ

Gl3②[SX］

G13②｢SXl

()13②ISXl

13②[sX］

〔)13②ISX」

(〕13②lSX

(〕13②lSX」

Gl3②｢SX1

Gl3②[sX

()13②[sX］

Gl3②[SX］

G13②[SX‐

Gl3①lSX］

Gl

IS
n

②[SX]､Gl6①

SL4[Hf畔(恋人
陰G包含IWI．ⅡI

古 瀬 戸 紙 子

｢11噸ﾉーJ柚

人窯小)抄

凸･瀬戸

双耳小'壷かL|~ｲ､I

k注

,fI･測戸ノ｣,11鉢

Lﾄ,-瀬『i片'1鉢

,i｣.瀬戸片11鉢

iM'滑惣頚'壷

【li瀬｝i捕鉢

占瀬戸捕鉢

l
【] 恥戸描鉢

Jl･瀬戸嬬鉢

古瀬戸描鉢

占瀬戸捕鉢

古瀬F-j捕鉢

根米哩'ノ

5鮒

5賊

5類

5類

額

5類

5知

(218

(l6－Z

I)_7

13．9

(27－8

28．4）

10．0

(z7－U

{6．7）

4-8

1N周I)!

FUrl

10．9

I

0－7

()．1

I)．H

1．7

1．4

，月

1

1

(1．(〕

05

1－1

2．1

Ｆ
抑

1－2

内外面'''1転ナデ､''4部下半外

面､]転削り

内外面回転ナテ

内外由Ⅱlll転ナデ､b'1転糸切痕

内外mlul転ナデ､回転糸切痕

内外曲I工具による回転ナデ

内外血[Ⅲ1挺ナデ

内外岨ihIl軽ナデ

'1縁部内外面'''1転ナデ､胴部

内面横ナデ

Iﾉ､l外面h'1転ナデ

|人}外面'''1椎ナデ

内外旧1F|転ナテ

内外旧1回転ﾅデ

内外面Ipl転ナラ

内外面Iul転ナテ

内外面回転ナデ､同転糸切痕

鉄卿11：lOYR1．7／1

Ll4‐

鉄軸：7.5YR2/3種

l}間袖↓

鉄軸・錆府11：lO

YR2/l黒・2．5YR3／

陪亦褐

鉄胸'1：7-5YR3/1蝉

褐

錆袖：l()Yl<4／’昭

亦吹

鈷粕：5YR4/2灰褐

錆軸：5YR3/2暗沈

褐

錆軸：2.5Y3/2暗亦

褐

錆袖：7.5YR4/l褐
lJA；

錆''1；5YR3/3暗功

褐

錆粕:7.5YR2/l黒

lOYR7/1灰r］

lUYR8/11火白

l()YR4/1褐l火

ﾗY7/l灰''1

5Y7/21火''1

5Y6/l灰

5Y6/2灰黄

5Y7/l灰I』］

lOYR8/4浅黄

樋

2．5Y8/21火''1

2.5Y8/3淡黄

】OYR8/3浅黄

糖

7.5YR8/2灰''1

l(}YR8/2灰r」

10YR7/3にふ

蛍燈

,fj瀬戸後ⅣIf,

占瀬ﾉJ後1V古

大窯1～2

,1,･瀬戸後Ill～後

1V111

南部系、笠系陶

器1()型式併↑』

南部系『]資系陶

l()唖式併ｲ』

Ifj部系、篭系陶

器9耐'1式併ｲ』

常滑5型式以I1ij

I',･瀬}i後1V新

L1,-瀬『f後1V新

r),･瀬Ji後1V新

占瀬jf後Ⅳ新

1'1－瀬ﾉi後1V新

古瀬戸後1V新

古 瀬戸後Ⅳ淵

26N

268

26卜I

6N

Z6卜

268

H

26H

269

269

69

269

:269

69

Zb9

4(）

t〕『

67

6

nM

63

68

6M

6￥

68

68

6H

68

6H

bH



174第7章出土遺物

表106土器観察表(31)

〕

7.2

遺物
番号

1255

l25f

1257

1258

1259

1260

126］

]26

TFpが■ロ

l‘06う

1264

126

1266

126

1268

1269

127(］

1ﾜﾜ1
且竺』且

1272

1273

1274

1275

15別毎㎡‐

｣ 乙 / 、

1リ7F1堂Cｲ

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

グリット

HB6I

HB6(）

llB61

HC61

HC61

HH

H C

H B

HC61

HB61

HC61

llB

HC6I

IlB6(｝

HB61

lIB62

HB66

11C6(）

H

}I

C61

C63

HB61

HB55

ⅡB55

HB6(）

}IB61

HB61

IlC60

IIB61

HC6U

l1C60

HC6(）

ⅡC6{）

HC60

IIB6('

HB60
IロハハT

llLヶ､｣

Hlj6(）

HC60

HC60

HC60

ⅢC60

HB59

11136(）

IIB56

IIB60

IIC57

HC59

遺構・層位
[遺構種別］

１
１

G13②[SX1

Gl3②[SX］

I

G13①．②[SX］

()13②[SX1

G13①．②[SX]､(ｼ201

③[SK]､G37①[SX]､

G60①[P],G包含屑
111‐ハ

G13②[SX1

G15q)lSX1

Gl5①[SX］

G｜

G8

代）

Gl6③lSX］

(}16①[SX］

Gl6①lSX」

G16④[SX1

Gl6④[SXl

Gl6④[SX］

Gl6①[SX］

Gl6①[SX］

Gl6④｢SX］

Gl6③[SX1、G包含･I肘
111

G16①[SX」

()16①ISX1

Gl6③ISX1

Gl6④[SX1

G39②[SD］

G39①[SD］

G39①｢SD1

G39①[SD］

G39①[SD1

G39①lSD］

〕②ISX1、G16G

《」

I②[sX]、G包含層

}②lSX］

I①｢sX]、G包含肘

i①[SX1、G包含師1

の.①［sX］
道路状遣榊(古

神別

人窯捕鉢

古瀬戸一大窯

桶『鉢

大窯捕鉢

占瀬戸情鉢

に窯播鉢

連房(陶器）捕鉢

常滑壷力

常滑髪

竜滑嚢

11国陶磁器

''1磁砺i

I士1.瀬戸

縁粕小皿え

古瀬戸片口鉢

涜恵器横瓶

''1謹深腕力

''1壷碗

|‘I盗系陶器皿

白盃系陶器碗

白盗系陶器碗

l'｣壷系陶器碗

、盃系陶器碗

大窯灯明''1

連房(陶器）

折縁Ⅲ

古瀬戸瓶子

k 窯 捕 鉢

古瀬ﾉｰj播鉢

大窯捕鉢

pHⅡrP
冗刀

I『】滑 霧

''1同陶磁器

青磁碗

1『{恵器杯身B類

''1琵系陶器碗

''1琵系陶器碗

に窯灯明Ⅲ

白壷系陶器碗

白査系陶器碗

形態分類

6A類

6A難

5類

大宰府分顛I'』

磁碗IV類？

焼締タイプ

輪化

10A伽

5縦

13A額

上|Ⅱ分類D瀬

焼締ﾀイプ

法量（c【

11径

26．8

1．m）

24－01

7,8

9－11

(13.(）

IZ6・卜

9-7

Ｆ
ｊ
ｇ９

11負

11－9

底径

8－9

’

(2{).(）

門
〃
ｊ

〃
川
田

18．0）

(6－8）

(4.0

8.2）

6－N

5．4

／』11
1qf△且ﾉ

5.5

7Q

4．5

3．8

(4．2）

4．1

器高

2－5

Z

2－1

q

2．4

9

残存(X/12）

'1緑

1

0．5

nR

2．8

0－1

()‐3

0.4

0．9

2

0．6

0.5

1.1

1

4．5

2，4

Ｊ
１

1．5

底部

H

q＞ﾜ
白．白

12

別5

0．5

6．1

7扇5

ﾜ

2

1

3

4．5

酉
◆

4

4

調 整等

ﾋﾖ外1kⅡul転ナデ

|ﾒ1外出iI側l転ナデ､Iul転糸切痕

内外血凹転ナデ

内外面回転ナテ

内外面b11転ナデ

内外1m凹転ナデ

内外､池1転ナデ

内外面皿転ナデ

外向板ナデ

削出高
、
Ｊ

ユ
ｒ

内外1，回転ナデ､1脚l転糸切痕

内外【ﾛⅡ'1|蛭ナテ

頚部内外111ⅡIll転ナデ､1N部内

lhi当て具痕､胴部外IAiⅡ|]きⅡ

内外I則[Ⅲl転ナデ､貼付高台､IⅢ’

転糸切痕ナデ消し

内外出ILl転ナデ､貼付,胃』 台

内外1，回転ナデ､底部内面静

止指ナデ､Ll転糸切痕

内外旧i'''1転ナデ､貼付高台､|ul

転糸切痕

内外面回転ナテ陰､貼付高台(籾

殻痕)、回蛭糸切痕ナデ消し

内外面'''1粒ナデ､貼付高台､''11
転糸U]楠ナデ焔｜・か

内外面[可転ナデ､胆l転糸切ガ

内旧i指蚊による回転ナデ､外

|、回転ナデ､'''1転糸切痕

|ﾒ1外但il｢'1転ナデ

内外mlIIl転ナテ

内外面1111雌ナデ

|ﾒ1外面n挺ナデ

内外面''1転ナデ

内外血1M|転ナデ

内外面I]|転ナデ､'''1挺へラ切

痕

内外面iI1I戦ナデ､貼付高台､''1’

転糸切痕ナデ消L

内lml吾具によるllll転ナデ､外

ImI瓜l転ナデ､l｣l転糸切技

内面指頭による'''1職ナデ､外

l力Ⅱ111転ナデ､回転糸切痕

内外面lIIl転ナデ､1,1姪糸切痕

内山i_L具による'''1転ナデ､外

|RiLll転ナデ､[｢'1種糸切浪

文様・粕薬

錯軸：7．5R2/1赤黒

錆粕：2.5YR4/】赤

灰

鉄利1：2.5YR3/4昭

『ﾊﾐ褐

錆軸：2.5YR3/2昭

亦褐

錆利1：7.5YR4/2灰

褐．7．5YR2/I黒褐

|'j磁：5Y7/l灰lfl

I火軸･鉄刷|：5Y7/2

I天白．N1．5/0黒

l穴粕：2．5Y7/2灰黄

灰粕：5Y7/2灰I上I

外山i：沈線文､灰

軸：7．5Y6／2灰オー

1－プ

錆軸：lOR2/2極暗

亦褐

錆和|：5R3/l暗亦灰

錆軸:2.5YR4/】赤
I‘〃

青磁：25GY6/]オ

'一プ灰

胎土色調

l0YR8/4浅黄

侭

lOYR8/l灰白

2.5Y8/4淡黄

l()YR8/4浅

椿

黄

lOYR7/1灰r］

l0YR5/2灰黄

褐

l()YR6/l褐灰

5Y8/l灰白

lOYR7/3に」

い黄構

2.5Y7/3浅黄

lOYR7/1灰白

5Y8/1灰白

lOYR8/11火''1

2．5Y7/l灰向

5Y8/21火''1

2．5Y7/1灰r］

2-5Y7/3浅黄

lOYR7/1灰r］

N6/()I火

3Y7/1灰l‘｣

】{)YR7/2にふ

し､黄桧

l()YR8/4浅黄

樋

2.5Y8/2灰白

l0YR8/4浅黄

符

IOYR4/]褐灰

5Y6/2灰ォ

'1－－プ

7.5Y7/1灰白

5Y8/1j火''1

lOYR8/4浅黄

樋

10YR6/l褐灰

l0YR7/l灰l望」

2.5Y8/2灰白

5Y4／】黄灰

lOYR6/3に

弦い黄椿

形式･様式など

人窯I

占瀬戸後111新

～大窯I

大窯1

古瀬戸後1V新

大窯4前半

常滑5～6a型式

常滑9～1()型式

Ill－瀬ﾉｫ後lⅡ～後

1W,.

l葡部系I'|篭系陶

器l()玩ﾘ式併行

8c､美濃須衛

l]c,美濃(在地

美濃須徳『

l]c､美濃(ｲ'三地

美濃須衛）

北部系6姉u式（、

土腺

北部系3理式(矢

戸’-.野

南部系5型式

南部系4型式

北部系11型式

脇之烏）

k窯1

連房3～4小期

大窯3後半

11,.瀬戸後1V新

大窯4前半

常滑9型式

7c後葉~8c前

葉､美濃領衛

南部系57IlJ式

北部系11町リ式

生ロ|）

片宰1

北部系11型式

脇之島

北部系11遊リ式

生|Ⅱ）

掲載図版

挿txl

269

269

269

269

269

269

269

Z69

269

269

269

269

269

269

269

Zt)9

269

269

269

69

270

270

27(】

270

270

』7{］

270

270

270

’7，

2 [I

270

270

27〔

図版

68

6H

68

68

6N

68

68

68

68

41

68

6月

6H

68

68

b芯

68

68

68

68

68

6H

6H

6S

63

68

68

4Z

hH

fiH

68

68

稲

68

1

と
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表107土器観察表⑰

’

15．4

WTハハハ

I'しDJ111

271 40

t自物
番号

128〈

]2

1291

129

1293

IZ94

1295

]29

1298

1299

13()11

1301

1302

1303

1304

13()5

13()6

1307

1308

1309

］310

1312

1:｛I:｛

10D1A

L<>｣LA

131

1316

1317

1318

1別11

1"4りn
LnJと1J

1321

プlノット

HB57

H

II

H1

HB56

IIB60

IIB59

HB6］

HB6(）

HC60

ⅡC62

llC62

HB63

HB62

HC62

ロﾛ『P‘･汀】

rlI〕『)ﾛ1

HC63

lIB62

HC62

Ⅱ B

llB62

llB63

11B64

11C62

IIC63

IIH62

IIB62

I1B62
TWハハ句

rlしり』

IIB61

HB62

11B63

llCI

WWTTかn

I1【>⑨乙

IIC63

HB62～

b●

68．

HD67

111)7

TT戸〆n

klL綴り廷

HC62

lIBf
丁丁J、ハ

llしり

51

HC62

HC64

llB60

HB62

HC60

HC64

HC66

遺構・屑位
｢遺構種別1

G39②｢SD1

G39①ISD」

G39②｢SD1、G包含)付

ハ

G39②｢SD1

G39①[SDI

G39①[sD］

G39①[SD」

G220①[SDl､G包含〃i
11

G371SX

G37①[SX」

G37①ISX］

G37①[SXl

G37①[sX‐

G37①[SX

G37①[SX］

G37①lSXl

G37①[SX」

G37①[SX］

G37①[SX]､G包含lW
I・'，

G37q)[SXI

G37①lSX」

G37①[SX］

G37①l－SXl､G2()l(エ

[sl)(古代)]､G包含肘
ハ

G37①[SX]､G201②

ISD(占代)]､G包禽l師
1

G37⑰｢SX1

G37①[SXz

(i37①｢SX］、G38①

[SX1､SL5[冊f畔(石入
り満)1，SL7[畦畔(ｲ「
入り溝)]､G包含屑I

～ハ

G37①lSX］

G37[SX

337①ISXl

G37①[SX]､G包含1㎡
11WW1

111画1V

G37①[SX］、(〕38①

[SX]､“l①[道路状
遺構(古代)]､SL5[畦
畔(ｲi入り溝)]､G包含

IfiI～11

棟別

古瀬戸卸''11

皇房(陶器）丸碗

,』｣･瀬F-J双耳小海

古瀬戸片n鉢

常滑菱

'''1.Kl陶磁器

''1磁碗

IlJlEI陶磁器

占磁碗

弁瀬戸有耳壷

|‘|謹系陶器碗

''1盗系陶器小碗

白盗系陶器碗

I鰯l資系陶器碗

白琵系陶器碗

｢I琵系陶器砿I

I'1畳系陶器碗

白畿系陶器碗

大窯灯'ﾘlIIll

kﾐ窯灯明''11

|‘I盃糸陶器

有耳.壷

[',-卿戸fi｢縁中|Ⅲ

古 瀬ﾉj折縁深llll

古瀬戸火11茶碗

k窯天'1茶碗

k窯犬||茶碗

大窯天11茶碗

連房(陶器）メL碗

古瀬戸有貝~壷

[1，．瀬}i）ll-ii鉢

十
口 瀬riノ'1．’1鉢

古．瀬戸

卸'1ｲ･'･人IIll

11｢瀬戸折縁深1111

『']瀬戸徳利

形態分顛

’

人平府分頬白

磁碗IV類

上111分畑B1

類

焼締タイプ

焼締タイプ

Ｈ

法旨（cr

11径

11．(）

3．0

(26．0）

－’

11．〔

9.6）

9-9）

IO－9l

12－1

11

(29－7

く6．8

底径

6

4－5

(7－21

7－6

８７
．

6－(）

貝 ､

4．7

4－())

(4．31

1－4

4．4

1

恥 Q
LJ､ジ

IlZ，4

110.9

器高

2.(）

2－3

Ｅ
Ｊ

尾
』

6.7

残存(X/1

'1緑

0．8

1－1

f

1－8

0．5

2-5

3－7

1．3

【)．b

1－卜

1 2

(1－6

1－2

0－5

底部

0．5

ﾜ月
と､リ

1リ

5H

7’ミ
ロ.u〃

5．8

5－8

12

{．5

5-う

3

1

1ﾘ

12

1

調 轄等

内外IAiLl転ナデ

内外面回転ナデ

内外面回転ナデ

内旧Ilul転ナデ､外旧i工具？に

よるIpl転ナデ､胴部下半外面

尚11り

内外面【11挺ナラ

内外曲I凹転ナデ､貼付高台

内外岨I凹転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、回転糸切痕ナデ消し

内外面回転ナデ､貼付高台､'''1

転糸切痕

内外面回転ナデ､貼付,胃i台(籾

殻痕)､回転糸切痕ナデ消I

内外岨i胆l転ナデ､貼ｲ､l･高台､'1'1

転糸切痕

内外面Ih1転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、回転糸切痕ナデ消I

内外面回転ナデ､貼｛､1.高台(籾

殻痕)、回軽糸切痕

内外血回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)､回転糸切痕､板ナう

内外面回転ナデ､回転糸切痕

内I削工具による凹軽ナデ､外

面回転ナデ､IlIl転糸切痕

内外.､面回転ナデ､回転糸切痕

内外岨IIJ極ナデ

内外血'''1転ナデ､I1il部卜．半外

旧iu転削r〕

内外面''1極ナテ

内外山I凹転ナデ､服部から底

部外1A1回転削り、削出高台(II

鷺｛

内外旧l凹転ナデ､胴部から底

部外血凹転肖'1り、尚'l出,白j台（I
草
１
４

粁
郡

内外面Illl転ナデ､胴部下半か

ら底部外面回転削り､削出I胃』
，
一
口 Ⅱ類

内外I叩旦l転ナデ､''1部から瓜

部外面1111挺削り

内面回転ナデ､外面[n|転肖'1り

尚'1州高台

内外I肌111転ナデ､胴部i､､半外

山i回転削り

内外値1回極ナデ

内外向回転ナデ､貼付I向i台､静

止削り

内外-岨Ⅱ､l虹ナテ

内面回転ナデ､外旧I工具によ

る回転ナテ

内I肌､l転ナデ､胴部から底部
外向にかけて1111転削I）

文様・紬築

I火淵'1 7

|火利l：5

鉄軸：lOYR2／1黒

・
１
Ｊ
‐
１
Ⅱ
Ｖ
Ｉ
ｆ

[‘l磁：2.5Y7/2灰黄

外面二片切彫りによ

る鏑蓮弁文､青磁：5

Y5/21天オリーブ

喝利}：5Y6/3オリー

プ苗

lﾅ<軸：7．5YR7/21火

11

'火軸：5Y7/3浅黄

鉄紬・錆軸：ll

YR1－7/l黒・5YR4

2灰褐

鉄紬･錆利|;1(］

YR2/3黒褐･5YR4／

6赤禍

鉄軸：7．5YR5/31

;:い褐

欽柚：7．5YR1．7/1

I#:.7．5YR4/3褐

鉄利｝兇込：渦文十

圏線、長イj軸：1(）

Y8／1j火|‘1

灰柚：2.5Y6/61ﾘl黄

褐

吸利1：7．5Y6／3才
華
因

子
ノ

'八軸：2．5Y8/1灰''1

鉄軸：1()Yl<1．7／1
串
、
、

7/3浅黄

2灰l』】

胎上色調

2．5Y8/1灰□

2.5Y8/2灰向

IOYR6/1褐I火

5Y5/l灰

lOYR6/2灰黄

褐～2.5Y4/1黄

灰

2.5Y8/2灰I'1

5Y7/1灰白

］OYR7/2にぶ

い黄楕

2．5Y7/1灰l‘1

lOYR7/11火r］

』.5Y7/1灰rl

2．5Y7/2灰黄

2．5Y7/2灰黄

'0Y'《7/'灰a

うY7/l灰|‘I

2.5Y7/1灰|'｛

2.5Y6/1黄灰

lOYR6/1褐灰

2.5Y7/11火|‘I

l0YR8/2灰l‘]

l()YR8/2灰''1

2.5Y8/21火rl

1()YR8/3浅黄

符

7.5YR8/3浅黄

桁

2．5Y7/2J火黄

2.5Y7/2灰黄

l()YR7/2にぶ

い黄楕

2.5Y7/21火黄

5Y7/3浅黄

10YR7/1灰''1

2.5Y7/3浅黄

, lOYR7/3にふ

い黄撮

形式･様式なと

占瀬戸後Ⅳ新

連房3～4小期

古瀬戸綾111～後

lVIl,．

南部系''1壷系陶
叫
話 10型式併ｲ』

常治9＃lJ式

古瀬戸後1V古

～新

北部引

戸1浬

北部系4吋'4式(谷

狭間

南部系4型式

|荊部系5型式

南部系4埋式

部系7剛式(lﾘ1

北部系8型式

(人畑大巾I

北部系11型式

(脇‘と烏）

kそ窪3

人窯2

北部系(美濃須

衛剛)6陥り式併ｲ』
r】

klr瀬Ij後I～II

dl-漸戸後II

古瀬戸後Ⅱ

大窯1

大窯3

大窪4前半

連房]小期

｢1,．離戸後lVI1，

～卿1

南部系白盃系陶

器10型式併ｲ『

南部系口髭系陶

器9～l()叩式併
了

Ili瀬ﾉﾅ後IVWi

IfI､瀬ノf後111

,1,．瀬ﾉi後Ⅳ新

i'｣式(矢

掲載Ⅸ1版

挿似1

70

27U

27(）

271）

270

270

270

0

70

Z7(）

270

270

2 ｛

27(］

270

27(）

>7{｝

270

27(’

270

？71

2 1

271

271

1

271

１
△

７
０２

271

』71

71

IX1版

68

68

6卜I

6卜I

6H

41

42

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

{19

69

6t

1
1

｜
《
、

｜
虹
唾
証
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表108土器観察表(33)

’

1331

|､4 1．8

遺物
番号．

1:{2

1rDJD内

1J乙』

1324

1’Jり
Ⅱ ■ p F a

1326

1,辺リワ
上4，⑫『

1配りH

]329

1330

1q"ﾕﾜ
ﾕ■J■Jム

1333

1，，J、

人副ﾛ10

1勺"】再

lJL)』

1,{･{ﾄ｛

1,4‘』q

1341

1341

1342

1343

1344

1345

1349

135

1351

l3f

1353

l:)54

1356

135

135卜

プ11、リト：
’’グロ

‐
‐
１
１
１

Ｈ
Ⅲ
Ｈ
Ｈ
Ｈ

HB3・

HC62

llB62

1II)66

HC63

HB62

HB63

HC63

66．

H1)63

HB60

HB63

HB64

HC6

HC62

HB62

11レU

IIC6

HB62

HC64

ⅡC64

11′が』

【1一DLA

HC64

WEハハバ

[lしり4

HB60

HC64

HC64

表土掘削

BN4

Ｆ
坐

表土掘削

(JD11

CM11

EIl6

IIC64

HC64

ⅡC61

I

遺構・層位
[遺構種別1

G37q)[SXl、G包含l制

1.111.1V

G37①[SX］

G37①[SX]､G574a

SKl

G37①[SX］、G38(1

ISX]､SL5[叫畔(石ス

リ溝)］､G201②[SI
(古代)I､G包含IWI

Ⅲ、ハ

G37①[SX］

G37①lSX1､G包含1㎡

ハ

G37①[SX］

G37①ISX］

G37①lSX1

337①[SX］

G37[SX］

G37①｢SX]､G包含崎
11

G38①[SX］

G38①｢SX］

G38①[SXz

G38①｢SX1

G38①ISXl

G38①lSX」、(》39①

[SI)]､G81①[道路状

遺構(古代)]､G包含層
八

G38①[SX］

ﾍ包含肘

A包含屑

A包含jけ

B包含肘11

B包含1吋11

B包含･肘

C包含府

C包念-牌

E包含層11

G包含屑ハ

G包含lWlⅡ

G包含屑11

種別

山一瀬ﾉーJ右.11
奇
子
■
．

士
面
加

古瀬戸掃鉢

古瀬戸儒鉢

門.瀬戸～大窯

播鉢

大窯捕鉢

大 窯 捕 鉢

常滑片ロ鉢

常滑･鍵

常滑炎

中田陶礎器

rl砿Ⅲ1

中lf§|陶磁器

''1磁碗

【|｣問陶磁器

青磁稜花'11［

口髭系陶器碗

白壷系陶器

片L1鉢

亜房(陶器）

折縁皿

日笠系陶器航i

,』,､瀬『-i捕鉢

古･瀬戸～大窯

橘鉢

産地ｲ判I

'''1廿陶器饗力

連房(陶器）沓メ

中lfl陶磁

襲付碗

器

中Ifl陶磁器

肯磁人盤

t窯灯り11Ⅲ

大窯稜皿

人窯天目茶碗

常滑(近悩）饗

4WF(陶器

柳茶碗

内琵系陶器lllI

向壷系陶器小碗

''1笠系陶器皿

rl盃系陶器碗

形態分類

口広

4類

4瀬

l3B類

6H涜I

森、分類D群

大宰府分類rl

磁碗V願？

4噸

｣､野分類碗E

群

焼締タイプ

i後景（c､）

|｜径

(34.0

【29．0

(13．F

13，6

15－1

(32.0

11)_0

llIIr

12.()）

54．2

0．4

(8．4

18．3）

14，6

底径

8．4

12．3〕

4－4

6－6〕

112．3

7,8

9fl

10．1

(14

13-01

(4（］

⑪
印

、
ノ
ョ

、－4

4．8

5．0

4．3

3－4

{7.1）

器高

|‐

2-(i

H

4．4

6．4

凸

6

h‐Z

残存(X/12）

n縁

{)_8

(）

(1－7

(）

I

0－8

1．2

1．8

0．5

5

1－4

1

4.5

h

5．5

【).7

3－5

鯉部

r)_5

2．3

4

2．8

1－3

4

2

2

4

RR

1().3

芯

12

12

qR

4．8

1

5－5

調 轄 琴

内出i-L具によるIll1転ナデ､外

1，回転ナテ

内外出iII11転ナデ

:大I外面同転ナデ

|ﾒJ外I､凹転ナデ､回転糸切痕

内外的i凹転ナデ

内外山ill1l転ナテ

内外|肌Ⅱ|軽ナデ､川部卜．半外

IIi斜位の削り、貼付高台

内外lhiInl転ナデ

削出高台(快り込みあり）

胴部卜．半外向縦位のノミ痕力

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)､lnl転糸切痕ナデ消I

内外ltill'|転ナデ､''1部卜半外

lmlI'|転削り、貼ｲ､l-尚
画
一
向

内外lIliIIll転ナデ､Iipl部から底

部外|HIlul転削り、削出 ﾛ･ローエミ
In1に1

内面回転ナデ､胴部下.半外面

'''1極削り､貼付-高台､回転糸切
痕

内外面回転ナう

内外面回転ナデ

内|、111転ナテ

内外lrlilll1転ﾅー ヂ､肺1部から底

部外|、同惟肖りり、貼ｲ､1-の二足

削出高台

内面工具によるI且'転ナデ､外

旧池I転ナデ､Ll転糸切痕

内外ImII1I極ナデ

部外面'''1転削り、

内外面同転ナデ､111部から底

部外|前LlI転削り、削出高台（I
瀬）

|｜縁部内外面llll転ナデ､胴部

内面末調整

|ﾒ､I外1前IIlI転ナデ､胸部から底

部外血回転削り、削出高台

内外IAj回転ナデ､唾部内|面i静

止指ナデ､回転糸切浪

内外Imn蛙ナデ､貼ｲ､l･高台､llll

転糸切狼

内外面[､1挺ナデ､lul転糸切狼

ナデ洲L

内外面IllI転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、凹転糸切痕ナデ消し

郡から底
ﾑﾛ･I,
竺1,.Jri

文様・卿|｜薬

鉄軸：5YR4/3にふ

い赤禍･5YR1.7/1
賭I

錆粕：5YR5/4にふ

い亦褐

錯紬：7－5YR4/3褐

錆紬号2．5YR3/'昭

下灰

錆利1号2．5YR2/2極

|璃赤褐

1.1ｲ極二Z･hY8/3淡黄

11縁部内出I：横位沈

線､胴部内I川：片切

彫りによる草花文、

青磁:7.5GY6/l緑
'凡

長イI袖；lOY8/1灰

11

粥軸；7．5YR3/2jlf

褐

錆紬：2．5YR2/l所

単

長石紬･齢軸:7．5

Y7/I灰□･2.5Y4/3

オ'ノーブ裾

呉須外面：界線･牡

丹唐草文内血：口縁

部界線､兇込：界線。

不明､透りI軸：－

''1部内｢印；縦位方向

のソギ､青磁：10

Y6/2オリーブ灰

鉄利1･錆粕？写7．5

YR4/3褐・2．5YR

2暗褐

鉄利1･錆袖：5YR4

1褐灰･5YR4/4に」

い赤禍

鉄粕外1m÷柳文､イ

明：7．5Y7/I灰、

底部外面:墨書｢＋」

胎t色,淵

5Y7/]灰rl

10YR8/3浅黄

椿

25Y8/4淡苗

1()YR7/4に』

い黄燈

lOYR8/2灰白

5Y7/l灰''1

I()YR7/l灰白

5Y6/2灰黄

]OYI《7/4にふ

､~黄椅

2.5Y7/2灰黄

l()YR7/2にぶ

v,黄棺

N8/O灰向

N8/()灰白

N5/0灰

2.5Y8/2ﾙに''1

lOYR8/2灰、

7．5Y8/3浅黄椿

lUYK／／〃火日

N7/O灰臼

lOYR7/2にぶ

い･黄楕

5Y7/1灰I‘」

2.5Y7/2灰黄

YR7/3にふ

い黄椿

Yl《7/4に』

v,黄樋

YR7/】灰白

YR7/l灰rl

lY5/1灰

fR7/2に』

黄燈

YKイ／､jlこぶ

い黄椎

Yl《7/4にふ

.、苗楕

R7/2にぶ

§燈

形式･様式なと

古 瀬戸後111～後

ⅣL1｣‐

古瀬戸後1V渦i

i1,-瀬戸袴Ⅳ男『

古瀬戸後1V新

～大窯1

大窯4後半

大窯1

常滑4型式

常滑7北Ij式

北部系4型式(谷

狭間

北部系

i里房1～2小期

占瀬戸後1V新

凸-瀬戸後1V新

～人窯1

連腸3～4小期

大窯

k窯3前半

大窯］

連房l()小期

北部系7西1J式以

降

南部系4型式

南部系5茄lJ式

北部系4秘式(谷

狭間）

部系4町ﾘ式(谷

間)､美濃；【(衛

掲載図版

挿似I

画
Ｉ
且

７
Ｊ

ワ
ム

2 I

271

勺
’
四

７
，

？
】

271

リ71
=ロ凡

リ71
砦ロ&

271

面
Ｉ
品

７
１

？
鐸

271

271

7］

272

272

ﾜヮヮ
レロム

？7ワ

〕7ワ

ソ7ｿ
宮r型

272

273

Z7

273

ﾘ7.1
回puJ

2jd

273

,サ

ﾘ7q
首,q〃

'7fl

274

274

274

Ⅸ1版

69

69

69

69

69

59

69

69

69

41

41

42

69

69

69

69

69

66

69

4(）

4

1(）

69

69

#(）

69

40

70

69

69

69

I
I
I
1
ト

I
I

’
I

｜
ｗ
ｕ
い

０
Ｊ
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表109土器観察表(34)

275

73

5.5

1389

275

i貢物
勝り．

]:159

136(）

1361

1362

1Fp緋d2

Id1pb,

1364

1

1366

1367

1368

1369

1371

1"岨71
LqJJ4

1 T 7 り
4LJJと

1373

1F、可』

141ｲ『｝

1375

1376

1．4ワ7
Ⅱ①Jr』

137N

1379

l3HU

1381

138

1384

1385

1386

1387

1388

1390

］391

1392

139

グ|jﾂI

HC72

IIC73

HC69

llB60

HC74

ⅡB59

)IB73

HC71

IIC73

III)70

HD71

HE71

HC6

HE

IIC74

IIB65

IIC65

ⅡE7(）

IJr､ﾜ1
且LLJI上

HC72

HD71

GI〕28

GD28

()D28

}I)28

(ｼ、29

GI)2R

（刊)29

GD28

()I)28

GB28

G1〕28

GI)29

GD28

GE28

（)D28

（}D28

に1〕ソ呉

（)D28

(うり28

GI)28

G1)28

GD28

〔)D28

遺構・刷位
[遺構種別］

G包介hfI，

G包含肘ハ

G包含岬狐

G包含層ⅡI

(}包含肺I，

G仙禽･肘1．11

G包含層ハ‘

G包命1時II

包含IWIII

包含層II､G包含1Wハ

G包含肘11､G包含1Wハ

G包含昨jl、G包含層II

G包介府Ⅱ

F4①[SB(占代)］

F4②lSB(占代)1

F4①ISB(''1代)I

F4①[SB(古代)］

F4①ISB(古代)］

F4①[sB(古代)］

F4①[SB(Iif代)］

F4①lSB(古代)1

F4①ISB([1,.代)」

Fl22①｢SB(!',-代)1

F4①ISB(古代)］

F4②[sB(古代)］

F4②｢SB(『1，代)］
F4SFl｢SB(j｣.ｲ（

F4①ISB(｢lj代)I

F122①[SB(11,代)］

F4①｢SB(占代)1

F4①[SB(占代)］

F4①｢SB(古代)1

F4-Pl4①.②lSB（!'，

代)］

F4Pl5①[SB(古代)’

F4-SFl①[SB(古代

F4SF1①[SB(LlIｲ（

F4-SFl⑪[SB(Ill－ｲI

樺．別

I'|盗系陶器碗

|蟹l盗系陶器碗

''1盗系陶器碗

大窯灯lﾘlⅢ

n琵糸陶器碗

に窯尺'1茶碗

帝著

古瀬戸

攻耳'1、

メミ窯沓炉

Iil瀬戸イrH寵

古瀬戸捕鉢

大窯憶鉢

Ilj国陶磁器

、磁杯

lil同陶磁器

荷磁芥灯i

項忠器杯f聡C知

須恵器杯綴C剛

l露(忠器杯;蒲C期

抑と'器杯身B瀬

澗恵器杯身13噸

(鉄鉢型）

、恵器

杯身B航力

｣『l忠器帝蓋

rl琵瓶･‘11‘!I

斌忠器杯身B頬

噴点器杯身B額

土師器(｢1,代）IIll
Ｊ
ｒ

土師器(''1－代

長''1評B頬

t師器(古ｲI

長胴髪B瀬

土師器（占代

長胴饗B類

‐
正
烹
廼

１
１

ｋ
長

|･師器(,1，．ｲ（

長胴誕B徹

l刑｢U器(古代

長昨I嚢B瀬

楓恵器杯鎧C敵

｝『1恵器鉢力

土師器(古代）

反IInI髪B類

形態分顛

焼締タイプ

簡形･焼締

紺

8A融

森I||分賊E群

暗文:土器

払景（c、

径ｕ

1FDfq

l41.〔］

(13－3

9．3

1(1

1()．I）

(11．2

4．ド

6.0

J().4

10－4

(7．4

u〕．6

15

lqj．『

I］1．2

(14．8

1(18

(21．3

15．N

(17－5

凸U,ゴ

1－0

16．4

底径

1ヤ

4．8

4 2

4．1

｛月

3.9

51）

14．3

9 F

l()_(1

〕

勘

【4．11

1－8

5－4｝

7．4

16．8

H，4

器高

6－1．

;1．b

ツワ

rU同

Z,6

5－3

11－8

116

3．4

5．0

3．5

残仔(X/12

L｣縁

3

l-5

9

10．1

｛

｛

0．b

、、イ

1－5

に
Ｊ

Ｒ
Ｊ

2

2

3．3

1

3

1．8

7．6

1．5

1．9

弓
山

７
二

底部

1

H

12

8

q

8.3

⑱

b

1

12

b

l－h

周 整沖

内I【Ii-L具による1口l転ナデ､外

面回転ナデ､ロ転糸切痕

内面工具による回犠ナデ､外

16ⅡnI転ナデ､In1転糸切痕

内岨I指舶による''11転ナデ､外

｢町回転ナデ､凹転糸切痕

内面工具による回転-ナデ､外

|削回転ナデ､回転糸切痕

内外面回転ナデ､胴部から底

部外曲凹転削り、削出高台(II
貞
田

，
華
大

内外I剛胆I転ナテ

内外出il1l1転ナテ

内、血l転ナデ､外Iml『J1極削り

貼付I笥台

内外岨Ⅱ且'転ナデ､'''1転糸切痕

内外山i凹転ナテト

削出高台

削川高台､足(3ヶ所）

内面''1転ナデ､lロ部外曲ilpl転

削り

内面['11挺ナデ､限部外曲ill1l転

ナデ､胴部外面回転削り

内旧1回転ナデ､頂部からIfl部

外面[｢II種尚11り

内外面''11転ナテ

内外面InI軽ナラ

内外面1,1転ナテ

内岨1回転ナデ､外出''''1転ifllり

内lrllIIIl転ナデ､頚部下胴部外

血I｣l転ナデ､''1部外血'''1転削
｢1
J

内面111|唯ナデ

内由池l転ナテ

内外血h｣|転ナデ

11縁部内旧i柚位のハケi淵整、

Ihl部内I前接合時の指頭痕､外

|Alハケ調雛

11縁部内161横位のハケ調整、

胴部内1m接斜合時の指H自痕､外

面ハヶ調轄

11縁部内面横位のハケ調整

外面ハケ調整

内1，横ナデ､外面ハケ調轄

内I向i横ナデ笹外面ハケI淵繋

11縁部内|前横位のハケ調整、

11,1部内面接合時の指頭痕漣外

Hハヶ調整

内面縦位の指ナデと板？ナ

デ､外面ハケ調整

内外面'''1転ナデ

内外面回転ナデ､Ihl転へラ切

1艮

口総部内Ipi横位のハケ調雛、

il1部内1m接合時の指頭痕､外

面ハケ調整

外面'''1継ナデ､底部内I削静

情ナデ､貼付高台(籾殻痕

陸糸切痕､板ナデ

文様・利｜桑

鉄軸･錆軸？：7．5

YR6/4にぶい椿･10

YR5/3にぶい黄褐

|火利|：5Y6/3才'ﾉー
畔
風

マ
ノ

錆軸：5YR2/2黒褐

錆利l：2－5YR2／1,八

里
叫

｢1磁：5Y8/l灰'1

青磁､鉄紫：1()Y6

ケリーブ灰～5

YR4/11火褐

胎士色調

l()YR8/l灰''1

Y7/1灰''1

5Y8/4淡黄

2．5Y7／l｝火''1

l()YR8/4浅黄

椿

5YR6/4にぶ

い符・lOYR5／3

にぶい黄褐

2.5Y7/2灰黄

5Y6/1J火

2.5Y7/I灰白

1ⅡYRH/4浅昔

梢

2.5Y8/2灰白

』.5Y8/l灰I'」

2.5Y8/2灰''1

2．5Y7/1灰''1

5Y6/l灰

2.5Y6/2灰黄

l()YI《7/11火I'’

1()YR6/1褐l火

2.5Y6/2灰黄

lOYk6/2灰苗

褐

IOYR8/l灰|‘I

N3/0暗灰～2．5

Y6/1黄灰

l0YR6／2灰苗

褐

5YR4/6赤禍

lOYl《7/3に菅＆

黄袴

7.5YR5/3にぶ

褐

lOYR6/61ﾘj黄

槌

l()YR6/4にぷ

蛍桁

l()YR8/3浅茂

桁

l()YR8/3浅黄

橘

l()Yl《7/3にふ

v,蛍椅

5Y7/2灰黄

l()YR8/2灰''1

5YR6/6橘～l

YR7/4に~蕊い

苗楕

形式･様式など

北部系7型式(明

和）

北部系

(脇之E

北部系11母リ式

(ﾉi二|}I

舟幸1
へ』ハ導且

北部系11照り式

('にⅢ

人窯

古瀬戸後111～後

IVIl，

人窯3前半

門.瀬戸後IⅡ～ハ

古 軸戸後1V断

大窯

]611|冒紀木

7c後裳､美濃叙

衛

8c前葉､美濃#11

衛

8c前葉､美濃須

衛

7c後難～8clliI

葉、淀濃須衛

E後紫～8c､美

濃須衛

尼狼

7c後葉～8c､美

濃ｸ』．{衛

l()～llc前半､美

濃狽衛

8c前葉､強い二．

A〈焼成

8c前葉轄強ぃ三

大焼成

8c,美濃須衛

c縫葉～8cIjij

葉､美濃須衛

－11
1.‐ 式

掲軸Mlw

挿似’

74

74

274

274

274

274

274

274

274

ﾘ74

274

274

274

275

』75

275

275

275

2 1可

275

275

275

フワ貝
当』b〃

275

2 5

275

275

275

275

275

に

75

|､x1版

69

69

69

69

69

4{I

4(1

69

40

69

69

4(）

4(）

7ぐく

73

73

/､1

73

ﾜ句
』■』

jf

ILJ

73

3

71

71

73

73

73

73

73

73

73

73

3．4 J－6 1.2



178第7章出土遺物

表no土器観察表G5）

jQ1

(19－8）

().1

遺物
番号

1394

1‘4QR

1396

139

1398

1399

1400

140］

14()2

14{)3

14()4

14()5

1406

140

14{)8

14{)9

14Tjl

l蛙上U

1411

141

141

1414

14]5

1416

141

1418

1419

142(）

142］

1

1423

1424

1425

グ'ﾉット

GB28

GC29

GD29

GB27

GD28

GC27

GB28

GB28

GC28

GC28

GC28

GD29

C28

GA29

GB2

GB27

GB27

G1〕30

｢､、，1
、 r l p J l

GN27

GN26

GN27

GN27

GN26

GM26

GM26

GM27

GN26

GN2（

GN26

GN27

GN26

GN2

遺構・層位
[遺構種別1

Fl22①[SB(古代)］

Fl22①lSB(tlf代)’

Fl22①[SB(古代)］

Fl22①[sB(古代)］

FI22①lSB(占代)］

Fl22①[SB(古代)］

Fl22[SB(古代)］

Fl22①[SB(占代)］

Fl221SB(古代)’

F122[SB(古代)］

F122①｢SB(占代)］

F122①｢SB(』,-代)］

F122P5①lSB’

代)」

古

F144①[SB(古代)］

Fl85①[SB(古代)1

F189①[sB(古代)」

F189①[SB(占代)］

F284①｢SB(古代)’

F284①[SB(古代)］

F374①[SB(占代)］

F374①ISB(古代)」

F374②[SB(古代)］

F374①[SB(古代)］

F374①ISB(古代)’

F374①[SB(古代)’

ｑ
ｕ
ｎ
４
Ｊ
ｎ
Ｊ
ノ
ー
ｔ

Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ

F

ft

F‘

代

F374－P2①ISB（''1

代)’

F｜

代

F374-SFISB(占代)]、
F374ハイド「SB(古

代)］

F374-sF[sB(古代)］

DlSB(古代)」

D[SB(古代)］

SF[SB(古代)’

咽I

l)2①lSB（古

P2①ISB（11,.

l－P1①「SB（古

穂別

須恵器

杯身B類Z

項恵器杯身C麺

頁恵器杯身CWI

#貞恵器杯荒C類

須恵器有台碗

目恵器

杯身B顛力

頁恵器壷か鉢

須恵器長頚‘壷

土師器(古代

長胴獲A瀬

土師器(f,･代

焼端土器

土師

長胴

rl謹系陶器碗

頁忠器杯蕎C難

寝恵器杯身C類

自恵器有台鉢

(佐波理,学）

中lfI陶磁器

I'1砿1111

.にE、符舟（門1厄!

長11,1饗B類

土
焼

t

長

涜恵器杯鎧C噸

緬恵器謹B剛

t帥器(古代）

焼塩上器

t師器(古代）

長胴遜B知

｜･師器(古代）

l丈胴饗A瀬

十師器(古代）

良胴饗B知

上師器(古代

長胴寒B類

;貝恵器杯身B頬

頁恵器杯身B頬

上師器（LlJ､代

長胴凝B知

十鴬帥器(古fI

焼塩土器

目恵器杯蓋B類

須恵器饗B類

号（占代）

|･､器

，#(古代）

鴬B期

形態分類

把手ｲ､I

法量（c、

L1径

22．6）

13．2）

Ll

(20－7

19－2

18．0）

5．81

(5－6

1.1.0

1.(）

12－9

(ll－R

IlO－6

(16．2

9

底径

7

(12－01

(9．4）

10－21

(8．9)

l()_5

(3．9

5．6

7－7

(6．8）

珍哩童
画可IE二u

4－1

残存(X/12

n縁

1

1

0-6

1－3

0両6

1.2

1.3

1ワ

3.1

0-5

2

1－4

12

2-6

!｛H

1．5

5

底部

と

2

2．9

1．6

1．8

Ⅱ

2．5

7．5

12

調 整等

内外岨i凹転ナテ

内外lmIul転ナデ､貼付高台､回

転削り力

内外面lⅢl転ナデ､兇込外側I11

極削り、貼付高台､凹転

切?後'''1転削り

ニ
ノ

内外ImllJ1転ナデ

見込不定方向のナデ､胴部内

外面IIll転ナデ､貼付I胃i台､I同I

転一ヘラ切痕か

印外面回転ナデ

内外面1,1転ナデ

内外面回転ナデ､胴部下半外

面回転削り

'1縁部内外面I1ll転ナデ､胴部

上半内面工具による横ナデ、

胴部下､卜内血トーから上への尚11

り、胴部外出iハケ調撃

外I6i指頭痕

11縁部内外面回転ナテ鰐､胴部

上半内面工具による横位のハ

ケ調幣､胴部~ド半内面下から

上への削り、肺I部外血ハケ調

準

内外面回転ナデ､貼付高台(籾

殻痕）

内田iIl1唯ナデ､頂部外面回転

削り､胴部外面回転ﾅデ

内外面n挺ナデ､貼付高台､'''1

転削り

内外面'''1転ナデ､胴部下半外

面'''1転削り

｢1縁部内血横位のハケ調整

'''1部内I向i_上部横位の板ナデ

外面ハケ調整

n縁部端部内向横ナデX

内向指頭痕､外面ハケ調穣

内面肌転ナデ､宝珠周縁を除

く頂部外IiiI''1軽削り、Ilnl部外。

Ilib1I転ナデ

内面当て呉痕､外IHilll]き’I

内外面指頭痕

口縁部内Ihi横位のﾉ､ケ調整、

1N部内|m横位の板ナデか､外

血ハケ調整

11縁部|りlAi横位のハケ,澗整、

胴部内血横位の板-ナデ?､11

糠部外|創横ナデ､外面粗い

ヶ調雛

n縁部内山i横位の'､ケ,澗整

外面ハケ調幣

内面輪積み整形時の指頭痕と

輪積痕､外面ハケ調整

内外面1111蝦ミナデ､回転ﾊ､ラ尚|’

後回転ナデ(渦巻状痕

内外1m凹転ナデ

11縁部内lii横位のハケ調整、

111ﾘ部内山i横位の板ナデ?、外

面ハケ調学

内IAi横ナデ(工具か)､外lAI指
雪
山
輔

珊
仏

舶
誕

内伽Lll転ナデ､Ⅸ部外血也l転

削り、''1部外的i回転ナデ

11縁部内外面回転ナデ､胴部

内面当て具痕､胴部外ImuIJき

'1

文様・利I薬

底部外面：ヘラ記号

力

高台内：墨書■■

漢字）

灰粕：7．5Y7/l灰I'1

肋土色調

5Y7/1灰I'1

2.5Y8/2灰I'」

lOYR7/2にぶ

い黄澄

5V5／11代

2.5Y7/2灰黄

I()YR7／2に

ぶい黄桁

2.5Y6/2灰黄

2．5Y7/2灰黄

l()YR7/11火I』1

2－5Y8／lﾉ火l"］

～5YR7/6燈

7.5YR7/6椿

lOYR7/4に』

い黄桶

lOYR7/3にふ

い苛椅

lOY6/11ワ

l()YR7/I灰rI

5Y4/l灰

2.5Y8/1灰白

ｲ．OYl<／／ZLﾘl楢

l火

5YR5/6リl赤禍

10Yl《7/4に』

い黄栂

l()YR7/l灰''1

5Y6/l灰

】{)YI〈5/3に』

い黄褐

l0YR6/3に』

黄椎

l()YR7/2に』

い黄楕

10YR7/3にふ

い黄椎

lOYl《7/3に』

苗楕

2.5Y7/2灰黄

2．5Y7/】灰白

l()YR8/21火旧

lOYR6/3に~』

い黄樋

2．5Y7/2灰黄

l()YR7/2にぶ

い黄楯

形式･様式 介し
孝一

c後葉､美捜須

衝

7c後葉～8仁前

葉､美濃細衛

7c後葉～8c前

葉､美濃須衛

7c後葉～8c向ij

葉､美濃須衛

8c前葉､美濃須

衛

尾張

c後葉～8c､美

濃須衛

〔｡後葉～8C,美

濃須衛

北部系4型式(谷

狭間

に後葉～8clilI

葉､美濃須衛

7c後葉､美濃須

術

尾張

c後葉～8cFi

葉､美濃須衛

7c後葉～8c轄美

農須衛

後葉～8c前

葉､美濃須偉i

7c後葉～8c前

葉､美濃須衛

8c前半､美濃須

俺

9cI1j葉､美濃須

衛

褐減収|版

挿図

276

276

76

76

Z7fl

276

276

276

276

276

276

276

276

フ7R

2 h

276

276

276

2 b

ウ
“

Ｆ
ｊ
ｇ

７
０２

277

277

７
ｆ

７
０

ワ
』

７
ｆ

７
１

り
』

27

277

277

277

ワヮヮ
白J‘

27

77

[.X1肋

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

』

70

73

73

41

73

73

73

73

7句
ロ』

73

73

73

73

71

71

3

7n
JJ

74

74

4



17',)

表Ill土器観察表(36)

’

278

1－K〕

73

遺物
番･り‐

l4Zb

142

1428

1429

143(）

1431

1432

1433

1434

1435

1436

14"〕ワ
l怜・〕』

1438

1439

1441

]44］

1442

]443

“4

1446

1447

144N

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

14

1458

グ'ﾉット

f､Q20

FQ2(］

FQ2(）

FQ2(）

GM26

GM27

GM26

（}N27

（)M2fi

()M26

GM2fi

GM26

GMZ6

GA27

GA27

GB27

GA27

GA28

GA27

GA28

GB27

丑A2

GA2f

匂
ｊ
》
ｘ
ｕ

ｎ
畠
（
ソ
と

Ａ
Ａ

Ｇ
Ｇ

GB2］

(jB22

GB21

GH22

GH21

(jL26

FR24

卜､I《24

FR24

FR24

I､Q25

肘ｲｳ：
財|Ⅱ

F529q)ISB(古代)」

【
ｆ
Ｆ
届
Ｔ

F529①｢SB(占代)］

F529①ISB(占代)’

F384①[SB(古代)］

F384①ISB(古代)1

F384①ISB(古代)1

F384①｢SB(占代)’

F384①[SB(占代)］

F384①｢SB(古代)

３
３
ｊ

Ｆ
Ｆ
代

F384①｢SB(古代)1

F477①[SB(古代)］、

F477-I〕13①｢SB(古

代)」

F477①lSB(古代)1

F477①[SB(占代)］

F477①lSB（｢1,.代）l、

F477-SK4①｢SB(古

代)］

F477①[SB(11,-代)1

F477[SB(凸代)］

l､477①ISB(古代)］

F477-SK4①[SBl

代)1

古

F477-SK4①[SB(古

代）］、F477－SK5a

ISB(占代)］

F575①[SB(古代)］

F575①[SB(古代)］

F575①[SB（,'j代)］
F575-SD｢SB(占代)1

F575①[sB(,fj代)］

F5751，4①[SB（古

代)1

Fl428①11〕(SII52,11,

代)］

F771①lSK(古代）

F771①[SK(古代)’

F771①[SK(古代)1

F771①｢SK(古代)’

Fll43①[SK(古代)］

I

l①[SB(古代)］、
①ISK1､F区包含

①lSB(古代)］、

l－SF①[SB（古

樟ガIl

須恵器杯蕎C類

頁恵器、¥脚

土師器(,f,･ｲ｛

長'何審B類

須恵器蕊A類

凋恵器杯身B畑

貝恵器杯身C頬

f(恵器杯身B知

､恵器鉢A期

-t帥器(古仙

長胴獲A類

土帥器(古代

辰Mml聾B熱

t師器(古ｲ〔

長胴妻B額

士帥器(古代）

長胴饗B類

項恵器杯詩B畑

自 恵 器 杯 蓋 B 類

1.{忠器杯身B噸

ir(恵器杯身B噸

目恵器枠典ｲ'C知

自恵器護か鉢

土師器(｢',･イ

艮胴盤B噸

目恵器脚台付雛

土師器(J,ｲ（

艇胴饗B瓢

須恵器杯監B類

I』(恵器杯身B額

貝恵器幣

土師器(Ill－ｲI

長IlJl愛H弧

上帥器(古代

長Ildl饗B知

l『〔忠器杯孟C頚

t帥器(1'1－代）’''1
ｲｮ

t帥器(古代）碗

}'|盃碗

''1蓋瓶
圭
唖

IL帥器（占代）晩

力

形態分類
法量（c、

11佳

15_(）

H u

19．9

112.(）

13－4

7．01

)_01

13.（

12－3

Il2－U

(］3－4

(22．11

(］54

198

16．2）

16．()1

12．2

13．5

I］6－4

底径

12．9

8-()）

5.4）

8.3

6．4）

(6－81

(9－1）

4．1

16．4

(5－4

7.9

b，b

7.2）

器尚

3-0

13．9

4－0

Z9

3－3

3－7

4．7

残存(X/12

||縁

卜

0-3

13

1

2

0-5

(）

2．5

2

6．5

2－8

2－4

1

ﾘﾘ

()_4

1

］‐I

2－M

6－7

1－2

底部

11

3.2

3．8

55

2.9

5-4

品H

4

4

12

12

4．8

調 整等

内面IIl1転ナデ､1日部外1画1回転

肖11り、胴部外面回転ナデ

11縁部と''1部内面'''1転ナテ

胴部外面Ll転削り

11縁部内血横位のハケ調整、

胴部内1m横位の板ナデか､外

旧iハケ調整

11縁部内外面回転ナデ､胴部

外断11|]きI1,内的i当て具痕ﾅ

テ尋消し

内外面Iul転ナデ､'''1転へラ切

痕力

内外[m回転ナデ､貼付高台

ガレ

内外面回転ナデ､M転へﾗ切

ｿⅣ

内外向回転ナデ

胸部内面縦ﾙﾉ．|向｣の削り、、縁

部外1m横ナデ､胴部外I､ハケ

調整

11紬部内1m横位のハケ調整、

ﾘil部内血横位の板ナデか､外

面ハケ調轄

内的i輪積み整形時の指頭狼

外IkIハケ調整

内旧i輪積み整形時の桁頭痕

外面ハケ調整

内I師I且'転ナデ､外Imlp1転削り

内I削lul転ナテ．､頂部外面Ⅲ|転

肖l｣り、胴部外面山l転ナテ陰

内外面回転ナデ､回転削り

内外IAiII'1転ナデ､|Ⅱ1転へラ切

痕

内外面回転ナデ､貼付,淵台､静

''二flllI〕

内外曲i回転ナデ

内面指頭痕､外【向I*||いハケ調

弊

内外出iInl転ナデ､胴部下半外

面回惟削り、脚台ハガレ、h｣l転

削り

内外面n挺ナデ､1,1転へラ切

痕

内外面1111転ナデ､胴部下半外

IRiLll転削り

内面格･方向の指ナデ､外IAI

ケ調繁

11縁部内1m横位のハケ調整

外凹ハケ調整

内IHI回転ナデ､頂部外I向ih｣l転

尚||り、胴部外面Iﾛ|転ナデ

内外面''1転ナテ

|ﾒ1外1月11111挺ナデ､貼付高台

内外面回転ナデ､貼付｢白j台、11’

転糸切後lpl転削り

内外面回転ナデ､h'|転糸切浪

内外血胆l転ナデ

縁部内面横位のハケ調整、

部内面斜位の板ナデか､11

部外出i板状工具による押さ

?、外1町*11いハケ調整

面Il1l枢ナデ､頂部外面''1|転

り、胴部外面凹椎ナデ

文様・軸薬

|‘|然粕：5Y4/2灰才

リープ

頚部外血：波状文

内面：へ､ラ記号．

脚1台内：ヘラ記号

|火軸：2.5Y7/2灰黄

I火軸：2．5Y6/2灰黄

胎’2色調

2.5Y8/2灰白

2.5Y7/2灰黄

10YR6/4に』

い黄帽

5Y6/l黄灰

5Y7/1灰向

lOYR7/2に』

黄楕

2.5Y8/2灰1コ

2.5Y8/2灰I'」

lOYR8/2灰r］

l()YR8/3浅黄

栂

lOYR7/3に陽』

い黄燈

1()YR6/21火黄

褐

5Y6/11火

1<)YR7/1灰''1

5Y6/2j火オリ

→

2.5Y6/l黄｝火

』.5Y7/3浅黄

lOYR7/1I火|‘’

禍

R6/2灰黄

5Y6/1灰

l0YR6/2灰黄

褐

2.5Y6/l黄1火

2．5Y8／lj火''1

2.5Y8/l灰''1

l()Yl〈7/4に』

い黄締～N2/(］
111

l()YR7/4に』‐

黄笹

5Y7/11火''1

l()YR8/3浅黄

桁

./･oYK淵/4戎飼：

梢

2.5Y7/2灰黄

1()Yl《7/2に~身

い黄楕

l()YR8/3浅黄

椿

形式･様｣．tなど

)c前葉､美濃須

衛

9ciij葉､美濃須

偉『

9c前葉､産地不

明､尾張の様朴｜

を取り入れてい

る

8c、芙濃須衛

8c前葉､美濃須

衛（老洞か尾

張)､鉄分の吹き

出しが特徴

後蕊～8c訓葉

淀濃須衛

8仁前葉､美濃煩

衛

9c前葉､美濃須

隙I

9c前葉､美濃須

衛

9[前菜､美濃須

衛

9c前葉､美濃須

衛

9c前葉､美濃須

衛

9〔｡月iI葉､美濃煩

衛

IC前葉､美濃須

衛

8c､美濃須衛

8c、淀濃加衛

9c前葉､美濃須

術

8c後半､美濃須

衛

l‘1壷とほぼ111上

轄形がなされ農

l『I壷とほぼ|而l

幣形がなされ

11に前､|里､美濃

(在地･美濃須

衛

llc前1と､美濃

(征地･美濃須

術）

I‘｣壷とほぼ''7]じ

整形がなされる

掲載Mlh

柿I･対

277

277

句
Ｊ
ｒ

弓
Ｊ
，

叩
〃
】

277

278

278

278

278

7貝

278

278

〕7R

78

278

278

Z78

278

〕ﾜ日

278

278

278

278

H

78

ソ7>4

279

279

279

Ｑ
〉

７
１

ワ
』

ノ9

279

tXI版

71

1

74

71

74

74

74

4

74

74

74

71

ワfl
pLJ

73

71

叩
、
Ｊ

『
Ｊ
Ⅱ

71
8且

73

7列

71

73

73

73

ワ"。

I

4

7‘1

71

4

74

74

’
１
１
，
’
４
１
‐

」
１
１



180第7章出士遺物

表112土器観察表37

｜’ ｜’

旬ワ

物
号

遺
番

1459

146(）

1461

1462

1463

1464

1465

l46f

146

146卜

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

147（

147

1478

148(）

1481

1482

1483

1484

1485

l48f

148

148＃

14｝く9

1490

1491

1492

1493

グ'）シI

FQ25

FQ25

FQ25

FQ25

FQ25

FQ25

FQ25

FQ25

FQ25

FQ25

FQ24

FQ24

FQ24

IIH61

HB61

HB61

HB62

lIB61

I｛B61

HB61

HB60

HB60

HB59

GB23

HC63

HC64

HC63

HC61

HB62

HC61

HC63

I【C63

。
皇
戸
ｈ

戸
Ｄ
Ｆ
ｎ

Ｂ
Ｂ

Ｈ
Ｈ

HC63

IIC61

２
４
四

戸
０
戸
ｂ

ハ
レ
ハ
し

C63

C73

遺構・屑位
[遺構種別］

F1143①ISK(凸代)‐

F1143①[SK(占代)］

F1143①[SK(占代)］

Fll43①ISK(古代)］

F1143①｢SK(古代)’

F1143①[SK(古代)］

F1267①[l,(SH41､古

代)］、Fll43[SK(古

代)」

F1143①[SK(占代)］

F1143①[SK(古代)］

肥､1143①｢SK(rt1代)］

F794①|-t器即納遺構

(古代)］

F794①｢土器蝿納遺構

古代)］

F799(T)｢P1

G81①[道路状遺構(占

代)1

G

ｲ（

(jH

代謎1

G

ｲ（

７
１

宮
Ｉ
、
〃
剤
Ｉ

G81①|j直路状遺構(占
イド
i，

G81(1)[道路状遺構(古

代)］

G81①|道路状遺構(占

代)］

G81①|道路状遺構(｢'，

代)］

G8

(古

F584①[SD(古墳)］

G201③｢SD(古代)1

:3201②lSD(古代)I

G201③[SD(L1丁代)］

(}201②．③［sD（古

代)」

G

代

G201③[SI)(古代)］
G617｢S、(古代)’

(12()l①[SD(山代)］

G201③[SI〕(古代)]､（
包念･層

G2()1②．③「SI)（古

代

G201ISD(古代)’

､[道路状週構(『'丁

､|近路状遺構(11，

､[道路状遺構(古

､|道路状遺構(J，

I)｢道路状遣榊

11

l①。③「SD（古

樋》'1

.'鷺師器(古代）’111
子

土師器(古代）碗

土師器(古代）

l､碗or杯

向資段|Ⅲ

内議耳~皿

白盃碗

土師器(古付
や
Ｍ

‐
ｆ 郷型群

土師器（,'｢代

滴郷型灘

止帥器（LIf代）

清郷型饗

上師器(古代

i肯郷型奏

I』|森Ⅲ

須恵器 害

''1森砿I

須恵器杯身B弧

澗恵器杯身B類

n点器杯藷A類

潰忠器杯身B賊

目忠器高杯A類

目恵器長頚請力

須恵器鍵

白盗系陶器碗

古瀬戸花瓶

自恵器広11'壷か

''1恵器杯身A顕

:頁恵器杯蓋B瀬

須恵器高杯

漬恵器杯身A噸

:貝恵器杯身B類

須恵器杯身B瀬

項恵器杯身B類

『{恵器軒《身C類
｢－7、リープ死'」
ミーグ′･辻乞

;頁恵器杯獣C瀬

:頁恵器脚台付盤

須恵器右台皿

形態分類

仏柁)ij

法量（c、

口径

16

l().5

22－01

(23_（

24.(1

〔).8）

14．2）

1‘〕貝､
ユー．Uノ

(11．F

12．0

【26．4

【11－0

(］7－4

qH1

(15．4

15．8

(l()_(’

12‐］

14－1’

11．5

13－5

底径

8

5.0

(6.()）

4－5

6．9

1

6．5

可、

6－1

5－8

4．3）

5－6

4．7

7．5

qR

6．0

(10．8

器高

ﾘﾘ

5.3

＃-2

3．8

フワ

3．3

3.0

4．9

残仔(X/12

11縁

l‐・／

1－8

1？

1．5

1－8

1．8

リ
』

3．5

4．8

]、4

0-3

1-2

0－4

1.8

1．8

1

1-6

』

1．4

t

）

0－8

底部

6．5

ﾖ.2

12

12

12

7

12

1－4

1

5．8

8．2

戸
、

7．5

11

12

2－3

調 整等

内外面IHI転ナデ

内外面11'|転ナテ鱗､貼付高台、、

転糸切痕

内外面回転ナデ､u転糸切痕

内外面回転ナデ､貼付高台

内外面回転ナデ､貼付高台､ITI

転糸切痕

内外旧1回転ナデ､貼付高台､'''1

紅削り

11縁部内外面''11転ナデ､胴部

内山1板かナデ

11縁部内外面IlIl転ナデ､内面

横ナデ

｢1縁部内外1m凹転ナデ､'''1部

内1m板ナデ

｢1縁部内外lmIll転ナデ､内、I

横ナデ

1外lmIul転ナデ､貼付高台､回

転糸切痕ナデ消I

口縁部内外[m回惟ナデ､''1部

内1m当て具痕､ljll部外向叩き

I’

内外旧iI旦1転ナデ､底部内1m静

止指ナデ､貼付高台､lﾛ|転糸切

梅

内外旧i凹転ナデ､底部内IhI静

''二指ナデ､回転へラ切痕ナデ

肖し

内外面1,1転ナデ

内外面'''1転ナデ

内外面回転ナデ､lnl転へラ切

痕ナデ消L

杯部内Ⅲ'''1転ナデ､杯部外面

凹転削り、脚部外面回転ﾅｰﾃﾞ

内外面回転ナデ

｢1縁部内外面'''1転ナデ､111部

内旧i,'↑て貝痕､胴部外|mIIllき

ロ

内I4i工具による[｢'1転ナデ､外

両n挺ナデ､回転糸切痕

|ﾒ､lIIliﾊ､ラ削りか､外Ihil11転ナ

デ､Ll転糸切浪

内外I肌'1ルミナデ

内外面|､l転ナデ

頂部外面l]|転ナデ､''1部外Im

bll転削り、｜｜緑部外面から内

面111窪ナテ

内外1mm極ナデ

内外IhilI'1転ナデ

内外IhiIll転ナデ

内外lniI且1転ナデ軽静I上削り

内外血凹転ナデ､貼ｲ､｣-高台､I可

抵削r〕

内外|向ILll転ナデ､貼ｲ､｣-尚 、
１

ユ
ｒ

内外旧i回転ナデ､貼付高台､11'’

転削り

内外1m凹転ナデ

卜Ihil'11転ナデ､Ipl転へラ切

文様･軸薬

l火軸：2.5Y7/1灰I'1

I火軸；2．5Y8/2灰''1

I火利{：5Y6/l灰I'1

'何部：ヘラ記号

灰軸；5Y6/2灰オ

ﾉーブ

胴部：へ､ラ記号

底部外I削：へ､ラ記g‐

胎士色調

10YR6/2灰黄

褐

5Y8/2灰白

7‘5YR8/4浅黄

椿

3Y7/l灰白

2.5Y7/】灰白

l(}YR8/21火白

5YR5/6明赤褐

5YR5/6明赤褐

5YR5/6明亦褐

7.5YR5/4にふ

褐

2．5Y8/11火I‘I

2.5Y6/1黄灰

2.5Y7/1灰''1

2.5Y7/11火[。

5Y8/2灰I』］

lOYR7/2にぶ

v、･誠ﾆﾎ昏

1{)YR7/2にぶ

い黄燈

2．5Y7/1灰I‘1

5Y7/1灰r］

Y8/21火日

7.5YR6/]褐灰

l()YR7/3に曲

い黄燈

10YR7/1灰！'」

2．5Y7/1灰日

1()YR6/2灰黄

禍

7.5Y7/1灰''1

]OYR8/3浅黄

柿

N7/l灰|‘I

5Y6/11火

2.5Y7/2灰黄

2.5Y7/2灰黄

l0YR7/1灰白

5Y7/1灰'’1

lOYR7/2に』

-黄樗

形式･様式なと

白告

撃1t

I'1蓋とほぼ同じ

整形がなされる

白豊とほぼ同じ

整形がなされる

llc前半､美濃

(在地･美濃須

偉｢ノ

llc前半､東濃

llc前半軽束濃

llc前半､美濃

(在地･美濃須

衛)､粘土紐巻き

上げ成形してい

る

11c前半か､美濃

．『(衛

11c前半､美濃

(在地･美濃須

衛

7c後葉､美濃須

衛

7c後葉も美濃須

衛

7c後葉軽美濃鋼

偉『

7c後葉､美濃調

衛､蓋の可能性

有り

〔｡後葉､美濃須

衛

7c後蕊～8c_美

濃須衛

c後葉､美濃須

衛

北部系11型式

(生111)､胎土精

良

占瀬戸中期ズ

衛

後葉､美濃須

7〔｡後葉､美濃須

衛

7c後葉､尾張

7c後葉､美濃鋼

衛

c後葉､美潟須

衛

c後葉､美膿須

衛

7c後葉も美濃須
偉『

7c後葉～8c前

葉､美濃須衛

c後葉～8c前

葉､美濃須衛

7c後葉～8c前

葉､美濃須衛

8c''1葉､美濃須

衛

尾張、1493と

1494は岡・‐個体

ぱぱ同じ

なされる

掲載I叉1版

挿図

279

ﾘ7q

ｑ
》

７
０

ワ
〕

フ7Q

79

ソ7q

’179

279

279

279

79

279

？7Q

280

2RO

280

280

280

28(1

28(’

280

280

280

280

』80

280

2H(1

Z30

280

280

28(）

.;(）

)Rn

>lH(1

図版

『畿

74

74

74

1

74

4

74

74

74

74

4

74

72

リ
砦

７
日

74

74

7'1

74

74

74

74

74

74

75

7う

75

75

72

72

75

75

戸
Ｈ
Ｕ

庁
ｆ
ｒ
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表113土器観察表(33

’ ’
’

7ワ

75

72

(31．0）

().5

j買物
番号

149イ

1495

1496

14

1498

1499

HFF,J､

1M}('

15()1

1502

1503

15()4

1505

15(}6

1507

15(1H

15()1

151<）

1511

1514

1515

1516

1517

1R1j
ユリ乃皿

1519

1520

1521

1522

UFE＞J1

1か‘ﾛ1

1525

UFr》r寺

l抄乙I〕

1527

1528

1529

1530

15:11

1局'ﾐﾂ

プリット

llL63

HB64

11C61

II(渦4

WWハハ布

11し⑪ﾛ1

HC61

が
り
切
り

〆
り
ワ
Ｊ

ハ
レ
Ｆ
）

Ｈ
Ｈ

HC61

｝IB63

111;62

HC63

llC63

HB62

HC61

HC64

HC63

HC63

T『〃商Fn

IIL蔀初制

IIH1

HB62

IIB59

11B6(〕

llC59

llI-､ﾜﾜ
Ⅱ且昔』と

ⅡC74

HC72

TTr,勺'1

111芋イql

HC72

【I行ワリ
LL－J堂

IID70

阿伊ワリ
LL－j白

11〔

H〔

HC73

円「､？‘l

HB63

HC62

l{C63

HC64

HC73

HI)71

HB53

HB55

HB54

HB34

llB54

HC61

IIC65

llB53

I｛B54

HB5f

1吋位
閉'11

G2()l②lSD(古代)」

G2()l③｢SI〕(Ilf代)1

G2()l③[SI)(古代)」

(}2()1②[S、(11』代)’

G2Ol③｢SD(Iif代)］

G617①lSI)(古代)’

G2Ol｢SI)(古代)1

G2()l③[SD(古代)］

G2()lα).②lSD（古

代)1

G2()1②[sD(古代)］

G201③[sl〕(凸・代)］

G201③[SD(古代)］

G2()l③ISD(占代)’

G201[s、(古代)］

(i201①[sl〕(凸-代)］

G201①[sl)(古代)］

G201③[SD(古代)］

G2()l②[SI)(占代)]

G201①｢S、(古代)］

G617②｢SI)(古代)’

G617②｢Sl)(古代)二

G617②｢SI)(古代）

G6]7[SD(古代)|､G包

計j靴ハ

G617E

包含屑

G617②[S、(古代)],G

包念層11

G617②[sl)(古代)］

G617①.③lSD（古

代)］

G617②ISI)(L1，代)」

G617①lSD(古代)’

Gl39①[I〕]､G2()lα

②.③[SD(古代)］

G617①[SD(古代)二

()41①[S[)］

G41(G82)①[SD］

G41①[SDz

G41①｢SD1

G41①［SI）］、

G58()(G226)①[sD]、
G227①[P]､G包含肘
I

()41①[sD1､G包含1W
ハ

G41(Gl61)①｢SDI

、(古代)｣､（

ⅡI

仲リ|」

;n点器イ1．台Ⅲ’

自恵器右台碗

(佐波理,勺：

、忠器鉢B類

演恵器‘布蓋

r(忠器鉢

自忠器杯蓋C知

佐波理写

目恵器壷

l罰(忠器陶I署I

i腰(忠器鉢A頬

i'1ﾙﾉ､器婆B頬

貞恵器誕Bfl『I

目恵器か碗

潤恵器長頚'輯

I'1盗系陶器碗

|'｣盃系陶器碗

上師器(L|'Ht

1ﾅ+勢fiﾘ鍋

｢f,､瀬戸

]､噸か'1,瓶

,+1．噸｝〕 多鷺
土ﾛ世

、恵器杯身A伽

涜忠器杯身C類

項忽器杯身C類

面忠器杯身C額

目恵器杯身C徹

11恵器長頚’南

irI忠器柚瓶

71忠器鉢

同恵器諜B瀬

白盗系陶器碗

『i忠器審A類

頁恵器杯身B湖

澗恵器

杯身B頬尤

『1恵器灘B噸

；貝点器饗A瀬

『(恵器髪A類

浪恵器饗A甑

白壷系陶器碗

形態分類
法最（c、

'1係

19．3

17－81

12．{）

14．3

(9．7

5．2）

タ.0）

22．(’

11］

I().()）

13．91

14－6）

14．5

18．8

111．11

Iザn.4

』匡

14．{

13－5

13．7｝

20－4

（15

(14．6

12－2）

底係

11().0

Iq局

[b

1 1 ，

7．1

4］

H

10.()）

l().2）

(11．6

{15．1

6）

9－N

4-0

器高

6．3

2．4

3．6

1-0

1昂

1．U

5－5

9

残仔(X／1

'1縁

5

1

1『《

1

(）6

1.5

1

1

』-4

8．2

1．b

]、4

1．2

(15

1．］

7

13

3．7

3

1．6

1．9

1．2

1．5

底部

12

昂F

:1．り

2

12

1

写
ｊ
８

1－6

］

3．8

5．6

5

1．3

, 渦盤等

内外'611口l転ナラ

内外lmll』l転ナデ､111部卜・半力

一
口

底部外|AiIlIl転iYllり．貼付

111転削り

一
ｊ

古
い

内外面回転ナデ

内外面[可転ナデ

内外血Iul転ナテ

内外面回転ナデ

内外面II1I転ナデ

内外出ilFI1転ナテ

内外血llJ1転ナテ

Ll縁部内外値11』1転ナデ､''1部

内山i,'1て貝痕も胴部外血llllき
円
】

11縁部内外面回転ナデ､li腿l部

内n当て具痕､川部外面Ⅱ'1き

'1

内外血l'｣転ナデ､貼付高台

内面回転ナデ､外ImI'j権削り

貼付高了

内外旧iIll転ナデ､貼ｲ､｣-高台(籾

殻痕)、1111軽糸切痕

内面工具による['11転ナデ､外

1m凹転ナデ､Ll転糸切娘

内外面''1椎ナデ

内外lAiII11転ナデ､皿転糸切痕

内外'百i回乾ナデ､昨l部下半外

面''1転肖11り

内外I向ilIl1転ナテ陰

内外面1111転ナデ､貼ｲ､1-間 古

内外血凹転ナデ､貼付高台､1,1

瞳削り

内外胆i回転ナデ､貼付高だ

内外直ilul転ナデ､貼付高台､II1l

転削り

内外面回転ナテ

内外旧i回瞳ナテ

内外旧Ih1l転ナデ

11縁部回転-ナデ､胴部内面当

て具痕､胴部外面1111き’1

内外I向i回転ナデ､貼ｲ､1-1笥台(籾

殻痕)、回転糸切痕

11稼部|ﾉ1外血凹転ナデ､liml部

内面当て貝痕､胴部外面Ullき

I］

内外I可回栓ナデ

内外岨1胆l転ナデ

'1縁部1111転ナデ､I卜l部内面当

て呉痕､胴部外面Ⅱ'1き｜’

'1織部''II種ナデ､''1部内1m,'1

て具痕

11縁部内外面'''1転ナデ､Ilj部

|人1面､k'て具痕､''1部外山iIII1き

11

質1部内外I削回蛭ナデ､胴部内

向､[1て呉痕､胴部外旧1叩き11

内外面凹転ナデ､貼付高台

文様・和l錨

|火軸：5Y7/21火I'’

鉄利|；7．5YR5/3

i:い褐

胎土色調

I()YR6/2I火黄

褐

2.5Y7/2灰黄

2.5Y7/2灰黄

10YR7/2に-ぶ

い黄桁

］Y7/2灰黄

l()YR7/1灰□

IOYR8/21火I‘」

1()YR7/2に』

い黄符

Z-5Y7／11火|"」

]OYR6/2灰黄

閲

2.5Y8/l灰白

2.5Y8/2灰|‘1

1()YR7/1灰I'’

lOYR7/2に鰐i

ぃ衝桁

2.5Y7/2j火黄

2.5Y8/2灰l‘’

5Y7/2灰黄

ワに，了、侭ﾉ

い檀

Z-5Y7/2灰黄

lOYl《7/2に』

ぃ黄椿

2.5Y7/2灰苗

2.5Y7/3浅黄

5Y7／11火I"I

2.5Y7/2灰黄

5Y7/l灰l』］

2.5Y8/2灰rl

5Y6/l〃

l(lYR8/21火口

RV7／11JA:''1

5Y7/2灰黄

]OYR7/2にぶ

い黄構

RVワ／11』肝I鞭」

2.5Y7/1灰I‘’

2.5Y7/2灰黄

月V7／1ル時I‘」

,w…j-WWlOHiS

形式･様式なと

Iも張、1493と

1494はIIJ‐佃仏

8czlI葉～後葉

美濃#11術

3c､､英濃須衛

8c､美濃#n術

3c,美濃須衛

8c後半､美濃煩

術

7c後葉､美濃娘

衛

3c､美濃須衛

8c後､卜､美濃網

術

$cllij半､美濃須

衛

cliiI,卜、芙構#、

後I

淀濃＃自衛

8心、淀濃須衛

南部系4町ﾘ式

北部系11脇I1式

(生|Ⅱ

,',-瀬｝ill'期I

～11

,1，．噸Jj後期

7c後葉､美濃須

仲I

8c後葉､美濃加

衛

8cIiij半､淀濃須

衛

8c後､|『雲､美濃瓶

術

8c後､|'皇､尾張力

8c,美濃鋼衛

3c後半､美濃知

衛

8c後､卜､美濃須

偉』

8c後半、淀濃須

衛

.|上部糸5姻式(窯

1ilか）

jc前半、芙濃煩

衝

8c後半､美濃領

偉』

8c､芙濃須衛

3c､美濃頒衛

8c、淀膿須衛

;c後半息､美濃#}'1

衛

8c後半､美濃綱

衛

掲戦lxl版

抑ⅨI

H(）

28(）

280

HU

28(）

80

』80

HU

HU

卜lI1

8<）

28］

281

81

281

2M］

281

281

2H］

281

H1

281

2H1

281

281

2H1

』H1

Z81

ツR

』H2

』8

H‘ノ

282

82

?月

282

1．X|賊

75

Ｒ
Ｊ

ワ
ー

75

75

幸
、
Ｊ

可
Ｊ
Ⅱ

75

72

75

ji)

75

7

75

75

72

7に可

75

75

5

75

7

75

75

7頁

ワ『〕

74

74

7J

74

72

74

75
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表114土器観察表(39

F942①[風倒木］

物
号

遣
番

1533

1534

1535

1536

153

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1局局？

TFP■F､

l動師団

1554

1555

1556

1r－FF

1〔)Dj

1558

TRRQ
AJJL,

l;1nU

1561

1562

1563

1564

Tr－がF

1：〕03

1566

1567

1568

1569

1570

571

1572

グ'1ツト

IIH58

l｛B57

HH57

HB57

HB81

HB81

HB8(）

HB81

ⅡB81

HC81

HC78

HC80

IIB81

HC78

HC80

HC79

HC81

IIC80

ⅡB82

IIC76

HD78

HD78

HD78

HC79

GB27

GB27

GB2

GB28

FO21

ⅡB64

HB53

HB61

HC72

HB64

IIB53

肥､K21

GD27

GC28

〃可W，n斤

LrlJ色』

遺構・層位
[遺構種別］

(j205(2)l5L)（占代）

G205①ISD(占代)」

G205①[SD(古代)］

G205①[SI)(､占代)」

H3①ISI〕(【1,代)］

H3①[SD(古代)］

H3①｢SD(古代)1

H3①[SD(古代)］

H3①｢SD(古代)’

H3①[SD(古代)’

H3①[SD(古代)］

H3①[sD(古代)］

H3①[SD(古代)］

113①ISI)(占代)1

Ⅱ3①[SD(占代)1

H3①[Sl〕(古代)］

H3①［SD(古代)］

Ⅱ3①[SD(古代)］

H4｢SI)(古代)1

114,)[SD(凸-代)1

H7[S、(凸.代）

H7[SD(古代)。

H7[SD(古代)1

H7[SD(古代)］

F包含層I

F包含層I

F包含jけI

F包含肘I

F包含胴II

G包含層11.1Ⅱ

G包含.肘ハ

G包含層I，

G包含層II．ⅡI

G包含層11.111

G包含層ハ

FTR1-IV［トレンチ］

FTRI-IVIトレンチ］
F包含層ハ

樺Mll

目 恵 器 杯 身 B 類

項恵器杯身C類

須恵器短頚‘布

i自恵器鉢A類

目恵器杯著B類

須恵器杯身B節

須恵器杯身C類

須恵器杯身B畑

縮形）

術烹器鉢

頃恵器蜜B瀬

rl釜碗

]錘系陶器IIl

I‘1盗系陶器碗

lｲl餐系陶器碗

''1盃系陶

有耳壷

器

門瀬戸仏師l具力

''1蓋広11壷

'''1ﾖ陶磁器

白磁碗

項恵器杯蕎C類

須恵器横瓶

禰恵器杯身A伽

質恵器杯身C類

土師器(-占代)力

饗

古瀬戸折縁深Ⅲ

賞 恵 器 杯 器 C 津

須恵器杯身C類

項恵器脚台付盤

土師器(占代）皿

力

．t師器(凸.代）Ⅱ

ヅ】。

項恵器杯身B剛

須恵器杯身B剛

須恵器杯身B頬

賓恵器杯身C類

(特殊品）

項 恵 器 壷

須恵器壷

縄文土器深鉢

縄.文’二器深鉢

縄文上器深鉢

形態分類

人宰府分類r］

磁碗Ⅳ類

暗文土器

時文土器

法量（c､）

n径

12．(1)

24

]6.(）

1H・I

19．8

7.F

15．0

(10．1

9－3

{1().〔

]6－9）

17．41

7J1

16．7

21．7

(19扇3

(11－6

18..ラ

12．9）

12．7）

11．1）

10-0

9．5）

6．3）

底径

16－1)］

(9．6）

6－3

(10.0）

5．4）

3．9

6．9

8－2

11．9

(10－2

1113

(4

(6.2）

6．．イ

6．4

7．7

6．2

器高

1．6

5－8

5－(）

4-0

3．3

4.5

I.9

1-8

4-4

7-7

5．4

残存(X/12）

|I縁

．’

1．4

1ﾜ
且DJ

(｝5

1．5

1.5

(}､6

1．5

3.2

ウ目

I

1

1

0-3

7.7

1－う

5

1

3．9

2

().5

4

4．4

月日

6．8

4

4

1

底部

ひ．M

5．1

39

3

⑪

8

4－2

6

10..1

5

5

5．5

？
』

１
Ｉ
Ｌ

12

12

12

調 整季

内外面回転ナヲ

内外面In1転ナテ°､貼付高台､静

止削り

内外面1111転ナテ

内外、'''1転ナデ､M1部下半外

面斜位のilillり

内外lIlilrII転ナデ

内外I川回転ナデ､1J転へラ切

狼

内外面回転ナデ､貼付高台

内面1,1転ナデ､外面回転削り

内外面1,1転ナデ

'1縁部から胴部上端の内外旧i

凹軽ナデ､胴部外血叩き11

内外lhIh｣|転ナデ､貼付高台

内外慣jIl1l極ナデ､底部内I削静

11指ﾅｰテ､阿転糸切痕､板ナデ

内外旧ill1l転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)､回転糸切痕､板ナデ

内外的i胆l転ナデ､貼付高台(籾

殻痕)、Inl転糸切痕

内外面Inl転ナデ

''1転ナデ

内外ImhJl転ナデ

内外向h'1転ナデ､頂部から''1

部外血'i'程にかけて''1枢削り

内面当て具痕､外IAiIIllきI’

内外面回転ナテ

内外面lpl転ナデ､貼付断台

頚部外、i横ナデ

内外面回転ナデ

内､Ⅲ'1極ナデ､頂部外面回転

削り、胴部外面同転ナデ

内外面回転ナデ､貼ｲ,l･高台､回

転ナデ､静止削り

内外面皿転ナデ､貼付脚台､|｢'1

転hlIり

門外･向、l蝦ﾐナデ

内外面回転ﾅデ

内外面[司転ナデ､回転へラ{ｿ］

痕ナデ消L

内外1,回転ナテ

内外面I｢'1転ナデ､底部内面別
定方向のナデ」可転へラ切痕．

内外面1,1戦ナデ､貼付高台､llIl

転へラ切痕ナデ消し

内外I帥'1転ナデ

内外面'''1転ナデ､''1部下半力

ら底部外旧iIul転削り

内面横ナデ､外面縦ナデ

ljlIm横ナテ’

文様・軸薬

'促軸：7．5Y7／2}火

''1．lOYR7/2にぶい

黄樋

鉄軸；7．5YR4/3褐

'火軸：5Y7/3浅黄

rl磁：5Y7/1灰''1

|火洲l：2．5Y6/3にぶ

黄～5Y6/3才Iﾉー
』
因

プ
〃

I高台内：へラ記号

底部外血；･ヘラ記号

底部外｢、：ヘラ記号

｢×’

沈緋

外面:'11形押型文

(横位)､草茎状工具

による沈線､内|前

山形押型文(横位）

外面:山形押型文

縦付）

胎土色調

2.5Y8/2灰白

lOYR8/2灰rl

2.5Y7/l灰lよ］

5Y7/l灰IL］

l()YR7/2にふ

苗椅

』.5Y7/2灰黄

2．5Y7/1灰向

5Y8/1灰{‘1

l()YR7/2に』．

い黄椅

2．5Y7/l灰、

』.5Y8/1灰|‘｣

2.5Y7/11火日

2.5Y7/11火I'’

lOYR8/3浅黄

樋

1()YR7/l灰白

2.5Y7/]灰｢1

lOYR7/1灰''1

l()YR7/1灰''1

2.5Y7/2灰黄

lOYR8/4浅黄
*奇

2.5Y8/1灰rl

2.5Y7/2灰黄

2．5Y7/l灰｢とI

5Y7/2灰黄

lOYR7/l灰白

5YR6/6機

5YR4/6亦褐

2.5Y7/2灰茜

lOY7/3にぶし

ｕ
肌 幅

2.5Y6/2灰.黄

lOYR8/2j火I'1

2.5Y7/1灰rl

5Y7/I灰|'」

l()YR5/I褐灰

10YR7/3に』

い黄燈

5YR6/4にふ

楕～1()YR5

1褐灰

YR7/2にふ

黄措

Yl<7/2に』

音符

形式･様式なと

7c後葉~8c前

葉､美濃須衛

8c前葉､美濃須

衛

3c軽美濃須衛

8c前葉､美濃須

衛

7c後葉､美濃須

衛

c後葉～8c前

葉､美濃須衛

8c後葉か､尾張

尾張

R征一羊濃須衛

格「-のulIき’1が

特徴であ)､8c
の美濃須衛にな

い特徴を持つ

llc､提濃(在地

美濃須衛）

北部系6型式(''1

土原

北部系5型式(浅

間寵下～窯洞

南部系4型式

北部系(美濃項

衛茄'』か)6型式併

1]-力

古瀬戸後IWj

7c後.葉～8c前

葉､美濃須衛

美濃須衛

7c後葉､美濃須

衛

8c中葉軽美濃須

南

Lj,-瀬戸後Ⅳ占

8cijij.葉､美濃須

衛

8c末～9〔｡前菜

美濃須衛

8C後､f､美濃頬

衛

8c未～9c前菜

美濃須衛

に後葉～9c前

葉､美濃須衛

7c後葉～8c､美

農須衛

8c､美濃須衛

7c後葉､美濃須

衛､6cに出現す

る壷で8cには消

減する

7c後葉､尾張､6C

に出現する'壷で

8cには消滅~す

色｡

後期前葉か

￥-期llj葉

L,'､期'11葉

掲載図版

柿l､xl

28

282

ソHソ

Bp

283

283

283

28:1

ZH:｛

283

283

282

283

283

283

283

283

283

2鯛

283

283

283

H3

83

284

284

2H4

284

284

284

284

84

州4

234

2R4

285

85

図 肋

72

74

74

74

尾

75

75

75

75

75

75

Ｆ
、
哩

向
ノ
ー

ワ
０

5

75

75

75

41

75

貝
ｊ

弓
Ｉ

75

72

75

7貝
』■』

72

72

72

71

71
ロユ

j乙

2

72

72

72

2

76

76

76

I
I
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表115土器観察表i40;

r,2

表115土師器皿観察表(1)

6．1

5.0

23

25

ワ
ー

、
〆
と

28

29

}(）

32

39

11

〃(1

(11．7）

兇
一
畑
一
皿
一
皿
一
ｍ
一
岨
一
皿
一
唖
一
噸
一
順
一
肥
一
四
｜
伽
一
皿
一
睡
一
“
｜
哩
一
蝿
一
駈
一
岬
二
恥
一
畑
一
Ⅷ
｜
Ⅲ
｜
雌
一
蝿
一
咽
一
噸

Cl

6.5

6．2

民兵
J p J

F3

223

？,)'1
空色L〃

一
一
Ｇ
Ｊ
Ｊ
｜
、
Ｉ
Ｊ
ｌ

遺物
番り‐

ロ』、jf

4uJ』、」

1574

1575

1576

1

1578

1379

プ｣）.ソ｜

EB20

EBl9

EC1H

EC17

EF

HC66

FO21

遺構・層位
[遺構種別I

I)4

D420③lSI〕(弥生）

D420④[SD(弥生X

I〕420③｢SD(弥'k)’

D420④lSD(弥生)1

G530①IPl

F635①[SD(古墳)‐

LSD(弥生)」

椀別

縄文土器

'1,型土器

弥ﾉkl芳器イ､明

弥生土器深鉢

弥牛.土器′表

弥牝土器か壷

同恵器杯身A噸

偵恵器杯身A類

ルラ態分類

去昌（c､）

11征

13.(’

1J､ダマ

lU_『）

I9－fii

底裾

5，

13．9

器高

3．8

3.（

残存(X/1

L1縁

0.7

0.7

2

f

4

唾部

3－F

12

5

調 整等
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〕

1

、
〃

、

)X」 10－8

21

』‐(）

1．8

(1－9

I1q

20

6.4

12‐(）

10.4

j‐(）

8.5

5.5

I()‐(）

b

h

b

h

b

b

a

。

。

。

ワ
ム

ハ
し

B’十B2

リ
ム

Ｊ
）

B2

F？

F？

I)十F？

F？

D1

10YR8/3浅黄椿

N2/0黒

l()YR8/2灰|'’

lYR8/3浅黄符

lYR8/2灰}"I

lYR8/3浅黄橘

lYR8/3浅黄椿

kI~明llll

）

)）

)）

》ノ

F
F
[
「

1

72

73

74

4

}5

6

17

Q
、〃

CElO

CL

ｒ
』

Ｆ
）

隅
Ｌ

炉
）

Eハ

Eハ

EB

EM20

EL16

CD10

1

）

]

I

B413f

B4

B4

B4

E5()OE

E500(］

F500(1

E500(］

E830(1

jl

§I

うI

うI

段冷一

段冷’

段冷］

段冶］

職f1l

(7．8）

12.())

9

9

〕

6】

8

8）

4）

2

ワ
ー

リ
ム

9

4

5

ワ
ー

4

8

4

9.(）

7．3

8.（

a

1

〔.

、
１

Ｆ
ｒ

a

a

b

■
１

炉
匡

b

。

。

P

。

ピ

｢、ﾜ
レム

B1＋L)1

A3？

Bl＋B2＋Cl

Bl＋B2

一部不定万|IIJの工具
るナデあり）

I)1＋E

I)'十E(不定方lrIl）

F1(板状T具）

I〕l(二段)十E

F1？

I)？

F1

D1

5YR6/6椎

lOYR8/3浅黄桁

lOYR8/3浅黄橘

7.5YR8/3浅黄機

5YR7/4にぶい稀

lYR8/2灰白

5YR8/3浅質棺

'YR8/2灰白

'YR8/2灰''1.5Y4/l灰

224

224

124

）ql
ｮ4〃且

231

231

1 45

45

45

4h

50

50

45

51

5(］

［
『

「
「

1

／

｜
ｋ
’
｜
肥

q

〕

4

11

､

4

0

（

１
１

Ｆ
ピ

し
[
b
F

241

'1

11

』41

56

51

51

bb

1

1

1 52
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表118土師器皿観察表(3)

I

52

52

1
6.5 59

52

l().3 52

I
59

リ
】

｜
、
″

52

旬
ｊ
ｌ
７
Ｊ
ｌ
７
０
ｌ
ワ
ー
｜
弓
ｊ
｜
ワ
ー
｜
ワ
ｆ
｜
ワ
ー
ｌ
ｎ
６

25(） 57

帖
師
’

ワ
ｆ

『
／
ｆ

’
１
’
１
一
一
’

｜
‐
・
Ｉ
ｌ
ｒ
｜
ｌ
Ｉ

Ｉ
？
｜
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
？
｜
‐
｜
｜
‘

〕ｲ

61

i]ｲ

園物
番り。

57

578

グリット

BN5

I2T
1JL

冊ゴ

「if

Bll4[S

Bll4｢SX1

た遺橘

柿別］

法剛

I|径

11．5

(11．4

Z､0

18

ご
ｊ

〔
両

．
－

坤
丁
が
４

存
、

残
概

]0－4

6．4

形態

1W｢曲

b

L

平、

e

e

, 淵樺

外lnI

B2

内血

F？

ｎ
Ｆ
・

嗣
出

胎土色，淵

lOYR8/21火''1

lOYR8/4浅蛍桁

伽考
ｌ岬豚
１
Ｊ

挿
番

.’

’1

図版
番り‐

り
白

Ｒ
Ｊ

02

58］

58

583

642

BO5

BO5･BN4

BN5

BA

Bll4①lSXl

BIl4①lSXl,B包含l崎
II

Bll4[SXE

ヘ1(2 }D二

147

6｣

9

1．H

4

3－t

1．9

Z、H

{）

(）

b

刃

、
１

タ
イ

b

。

ワ
』

Ｆ
）

4q7

13(11縁端部に縦位の
ケ痕）

C2(底面板ナデ）

I〕

､2＋E

l()Y7/3にぶい．瞳椅

lOYR7/2にぶい世柿

7.5YR8/4浅此樋

ﾄYR8/3浅黄楢

灯lﾘIlm

241

24］

241

244

Iト

「
64

644

677

BI

円

ヘ

A1q

11(2

の
窪

ワ
』

Ａ
ユ

)I)‐

iL〕

)I)’

(}）

4）

4）

1－4

1 ７
Ｊ

1．］

9

b

(）

a

とI

b

C2(底I、ハケ痕）

Cソ
〕

C2

l）

F？

lYR8/2灰rl

5Y8/2灰''1．N5/O灰

lYR8/2 ｜I

244

4

6

56

56

59

「
「
「

ﾗ78

679

AS2

ﾍT－BAl－7

A2[SD］

42｢Sl)］ 3

1.3

1．4

3．(）

h

b

b
、
〆

１
口

C2

C2

I.

F7

うYR

lYRH/2

弓戯桁

’1 246

6［

6H(1

6H1

682

683

684

68E

68f

687

h

ﾍT6

ﾍT2

ﾍT2

ﾍT－BA1－7

AT－BAl－7

1Tl

ﾍT3

ﾍT6

ﾍT6

ヘ2③lSI

ﾍ2②ISI

ﾍ2②[SI

12②｢SI

１
－

４
－

３
－

SDl

SDl

I

)I

il

8.4）

9－9

8．］

9.6

(1

1

0

(）

0

1．4

2.3

2．1

1.5

1．9

]‐5

1－6

1．9

フツ

jI1

5

(）

(）

(）

匡
叩

宮
Ｊ
Ｊ

{I

U

h

b

b

b

b

b

a

b

し

P

上

E

。

e

e

B1＋B2＋B3

B1＋B2

B2＋B3

B1十B2

C2

『ヘウ
ーム

B2

B3

B’十B2＋B3

F7

F1

F1

I'､7

F7

、＋F

F3

卜､1＋卜､2

lYR8/2灰l'’

jYR8/3浅此桁

jYR8/3浅黄樋

lYR7/3にぷい黄楕

YR7/4にぶい符

)YR8/3浅黄桁

IYR8/2灰I'I

【ｱR8/21火''1

lYR8/2灰''1

16

46

』46

246

』46

』46

16

246

246

rW

52

52

59

59

Rﾘ
qJfd

52

一
Ｆ
』

’
１

｜
Ｆ
１
’
｜
ｒ
ｌ
ｌ

－
１

f

6

AT－BA1－7

ﾍTう

X'SI)

ヘ2値 il

(1().(）

1()．9

1．7

7

』‐{）

7．(）

h

b 色

C2

B1＋B2＋B3

F？

F

lYR7/2にぶい苛椅

lYR8/2灰|'’

246

246
’
１
’

t

6

ﾍ1

4'1

A2(1

42(3

｝I

I

(1()_4

qq

1．8

2］

5

12.U

恥
回

h e

B3

B2

D＋E lYR8/21火I'’

lYR8/2灰|'’

灯lﾘ11m 246

246

Rq
v q 〃

Rリ
､ 〃 竺

’
１
’
’
１
’

693 ﾍ1 瓜ツrワ
巳首唱 ｝I 11．7 b 11．6 Ｅ

１
ク
ｒ e A3(一部)＋B2 I)1 lYR8/4浅黄燈 灯lﾘ11Ⅲ 246

’
１
’

694

695

6qfl

h97

hリト

6

AT5

AT6

Ｔ
‐

凡
「

Ⅵ､3

lT4

ﾍT6

ﾍQ2･ARl

ﾍQ2

A2②[SD］

A2②[SD］

A2②[SD］

4，(7
△＝、←

ヘ38’

ヘ38’

副SI)’

sd;

うI

うI

うI

11．2

l().(）

(12

11

12.(）

11．5

1

2．］

Z・Z

ｿ’4
ｰ､轡

〕‘]
苗.LJ

2．1

H－3

]()‐4

1月

5．5

6．］

8．1

6.0

1．5

b

b

、
〆

１
，

a

b

力

b

。

。

ｎ
ｆ
．

１
０

。？

'82

Bl＋B2

ヘフ

A3?

C2

＋B2

ｎ
Ｆ
・

雨
Ⅳ

I〕

I)十F

D'十E

l）

卜､3

l）？

勝卜[､i)1
lYR7

lYR8

可Y7

lYI

lYI

lYI

lYI

2灰I‘I

2灰''1

2にぶい黄椅

l褐I仇

<黄

児黄樋／N3/O|晴ﾙハ

R8/3浅黄橘．（内面）
iくい苗符

I’

灯|ﾘiⅢ

216

246

Z46

246

』46

246

'9

19

局ソ

57

59

57

Rﾜ
jJ

［
Ｊ

60

6(）

ｲ （

｜
‐
１

－
１
’
一
丁
且
一

’
１

－
１

－
１

’
１

－
１

lYI

〃
’

Ｆ
ト
ヒ
Ｆ
■
’
一

8

H

80

H11

H

H

8

H

81：

31（

8

H11

84

846

84

t4

BQ9

BQlO

BQ9

RN9

B

B

I‐

B

)［

)(1

)(’

I

うI

うI)‐

3D

(7－{）

(9．4

ﾄリ

ワ
ー

1．4

Z．(）

1．7

(｝

H

5

リ

a

b

如
皿

［

。

上

B2＋B3

C2

Bl

Cl

卜､7

F(ナデ消し？

F4

F3

l()YR8/21火I‘I

10YR7/3にぶい黄構

7.5YR7/3にぶい樋

1IlYR7/2にぶい茜桁

1:I~lりlIlIl？

ウ尺リ
ムuJ凸

i3

i3

)3

H5f

857

BP9

BN10

B

B26浬

］ うり

うり’ 12.f

L 2.(）

2．3
ワ
』 6

5 訓

と1

13？（一部）

B2十Cl

D2

l)1

lOYR7/3にぶい黄稀

10YR8/4浅黄桁
‘〕R
ｴﾖﾕ』

ｑ
Ｊ

j3 57

57

q

(1

B（

B
B（

i･BN5

Bll4①｢SX1

Bll4①ISXl

1 4

7 』．4

T1n
▲凸●U

2

b

胃1

七

F‘ﾉ

B2

Cl

F？

I）？

2.5Y8/2灰l『I

lOYR8/3浅黄符

.I

1

52

52

l召

i9

ﾍQ･ARI

L1Wl

ﾍR･AQ1

ヘ40’

弘判U

ヘ4(）

I

うI

§I

(8．0

8.0

(10．1

1ﾜ
上.、》

1．3

(4．6

『
ｊ
ｊ a

a

b

B3

＋B3

卜､7

腰部に指頭痕

F7

lYR8/21火''1

lYR7/2にぶい質柿

lYR8/2灰I'’

灯lﾘ1Ⅲ

捕鉢

249

249

249

61）

60

6(）

目

5

1

’
１

【
１
．
’
１
’

隅 BG4 B128[SD］ l()．4 4 b ゴ B2 I)3＋12 YR8/4浅黄椿 灯lﾘlⅡワ
ー

ﾍSl

ARl

BG4

BG4

ヘ40

440

Bl28①ISD’

Bl28①[S､］

うI）

うり

10.6

7.4）

11．0）

2.5

1．9

1.f

1

a

b

a

。

ビ

C2

が1
壁 グ 上

B1＋B2

＋B2＋B3 F7

I)＋E

F4(板状工具）

lYR7/2にぶい苗符

lYR7/3にぶい苗符

lYR7/3にぶい苗息稀

lYR7/3にぶい黄繍

249

249

25(）

250

57

6{）

57

ワ
ｌ

Ｒ
Ｊ

2

9

0

0

’
１
’
’
１
Ｊ
’

Bl5

BI6

BI4・BI6

BI6

BI（

BI4･Bl5

BI4

BI4

BI4

BI6

Bl34③｢SI

Bl34③lSI

B134②，《

Bl34③lSl

B1

Bl3

Bl

Bl34③lSI

B134③lSI

Bl34③[SI

Sl

SI

3D’

うり’

7．1）

イ．t))

76

9.7

97

12．1

11－9

3

1．2

1．5

1.8

1．8

q

1

hl

Ld

0

I

11

11

（’

6

』

2.0

()

h

b

h

a

h

b

b

l〕

b

b

e

t

上

ピ

⑪

e

。

．

P,ノ

、1斗、
且〃l’八』 2

B2＋B3

B，

Bl＋B2

B

C2

C2

B2

I

I

11､？

、
ｆ
・

而
雁

F(｢U｜字状）

D3(､|呈周）十FI

D3＋F1

I〕3十F2

D3(半1,1）十F2

D3＋F1（板状一I
目り、
一『0

2.5Y8/2灰|"’

l0Yl《t

lOYIくこ

lOYR8/3浅黄桁

l0YR7

2 5Y8

lYR8/3浅黄椿

lYR8/3浅黄符

)YR8/2灰''1

5YR8/3浅厳符

晃黄権

始-黄椛

二ぶい-黄柿

"

|’

ワ
ム 51

251

251

251

251

251

251

251

il

251

b(]

［
ノ
ｊ

Ｆ
昂
』

57

57

57

57

57

57
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り
凸

「了

［
［ L

L

Bl（

BI5

B15

B

上

B

:③[SI

『①，C

.(2 うI

3)lSDl

12．0

(12．2

(11．5

1．］

(2．1

b

a

b

e

P？

I

I

B2

＋B

+C1

、3十F］

Dl

D3＋I､2

1()YR8

lOYR8/3浅黄橘

lOYR8/3浅黄桁

党黄機 251

51

251

{1

Z
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’

7.4

6.6

263

恥
一
皿
一
恥

８５

表120土製品観察表(II

21847

21847

21847

21847

21847

21847

21947

21947

22348

22348

22348

22348

22348

卜
23049

23045

23049

23050

23353

23453

23453

2355 3

23553

23554

23554

23554伸

遺物
番号

H5H

859

860

892

9()4

929

942

9H8

1004

1043

1048

1067

l(187

1088

グリット

BNl(）

BP9

Bl)9

[〕B15

DJl5

HC73

HC79

GJlO6

B M 4

I〕A14

DIl5

EJ16

GD29

GD29

出上した遺構
「遺構種別｝

B262,

B262q

C123(’

D75①lSI

G413①[SD］

1

］

【

’

I

ｴ)[SD」

nisi)

SK」

x)｢SK1

D｢sK1

②[SK］

､｢SK1

I)｢SK1,F包含l計

うI

うI

I

1

法1，1．

11径

11．9

11．8

12－3

8．9

7

12

12

qpIr』-
石矛11,J

2．3

りり
凸･心

24

1．5

1．6

Z、4

1．4

1．9

Z.(）

2 4

2．6

残存率
(X/12）

10.0

l().0

12．0

6．5

11‐{）

9．7

1q

12．0

5.(）

l().0

頁
叩

り
空

1

1

1．7

形態

断画

a

rZ

a

とI

に

a

h

b

h

a

a

a

『ユ

平面

』

。

。

e

e

。

。

1J1 轄

外面

rへ？
曹営

ヘ3十B1

ヘ3？

B1十B2

Bl＋B2

B2

A2＋隅リ

C2

C1

A3＋Cl

Cl(外底面にハケナデ）

A2十A3

A2

AI）
･込些

内 向

I

I

I

I

I

D17

D十E

11
則
凹

I〕2

、＋E

I)l＋I)3

I)l(二段

D1(二段

卜D3+E

二段)十F

＋E

胎土色，淵

lOYR8/3浅黄椿

l(}YR6/2灰黄褐

7.5YR7/3にぶい稀

10YR7/2にぶい黄椿

l()YR8/3浅黄桧

l0YR8/2灰I'I

1()YR8/21代FI

10YR8/3浅黄椎

7.5YR8/3浅黄椋

lOYR8/3浅蛍符

lOYR8/2灰''1

l0YR7/2にぶい黄楕

jYR8/4淡楕

5YR7/3にぶい樋

備考

灯lﾘlⅢ

挿図
番り．

253

253

262

263

〕.〕

j4

Ⅸ〕

)f

ワ
ｊ

宮
，

q

q

il

1

図 版
番号

Rr7

58

58

61

5月

62

6
ワ
』

58

63

DM

63

64

64

64

B262(］

｜
副
仇

｜
碇

l［

｜
剛

7（

一
Ｘ

｜
狐

’
－
１

3

q

H1

厄
’
一

４
４
’

｜
Ｊ
ｄ
ｌ

’
ｉ
一
‐
１
Ｍ
１
戸

上
上

］(）

11

1346

1347

1348

1355

1479

CBll

BN5

BN5

IIC ７
０

７
０

IIB6(）

B包含増

B包含層11

B包含屑II

II包含層IⅡ

G81①L道路状遺構(古
代)］

8 2

』

2-0

0

H

I｝

5

b、6

6．2

7.(）

0

6．3

a

b

a

a

b

占
咽

e

e

。

。

C1＋（

B2

A3

Bl＋B2十B3

Cl

F1

T~､＋贋
4〃I』三

F4(板状I蔦具？）

F7

lOYl《

l()YR

7.5YR8/4浅黄椿

l0YR8/3浅黄樋

lOYR8/21火''1

}浅黄桁

1灰卜'1

灯iﾘlⅢ

271

280

１
１

９
１

1

66

66

66

69

74

’
１

｜
〃

一
分
一

296 IIB60 G220①[SD］ ］ (’ a B2＋I R I浅黄糧･lOYR4/l褐灰 ） 68
’
１

GP32

HD77

GP95

HC7

IIB61

］

H

H336①ISK1

SL7①[叶畔(ｲ『入り
背)］

G13②[SX。

2[SK］

DISK

]4．6）

8．9

(12．4

8）

0

6

5

(｝

1ワ
ュ.心

5

I

i

a

a

a

a

。

ﾍ2

B1＋B2

A2？

C2

A3

I〕(二段）

｢)1

、？

D2

I)3

lOYR8/2灰''1.5YR7/4にぶい桁

7.5YR8/3浅黄燈

lOYR8/3浅黄燈

IR8/2灰白

(l《 )浅黄符･IOYR3/l黒褐

）

リ
白

》】fl［

267

267

64

hh

64

67

67

｜
聖

一
列

遺物
番号

ゲ11、､ノト 出土した遺構
［遺構種別］

種別 呂呈 柿
法量（c､）

さ 1M 奥行き ）他
胎土色調

形式･様式
なと

備考
図
号

挿
番

図 版

番号

B P

Ef、

E F

E卜

EF

B784①IP(SHl6)］

)①|大烈士

)①|大型土

)①l大型土

)①｢大型'二坑（

SH2（

2（

26

i)1

漁播具

漁柵興

漁掃具

漁構_貝

漁携具

上錘

'二錘

士錘

土錘

_上錘

孔径

不
Ｌ

ｒ
ｌ
ｕ

Lf

L径）

I径
uUⅡ－

)YR8/2灰''1

)YR8/2灰白

5YR8/3浅黄稀

5YR7/3淡亦樋

YR8/l灰''1

8

，

、

l〕

l〕

4

6

H

1

4

ワ
Ｐ

5

4

Ｉ
竪
乃

4

’
４

’
４

’
一
Ｊ

’
一
Ｊ

「
「
「
「
「l’

と

8

8

8

］

45

65

153

3 EF1

BP1Q

GR32

CBf

4

R789①[P］

F9①lP」

H3

|①[大型土坑(SI

I)lS

i)］ 漁櫛具

漁携具

漁傍具

繁ﾉIIHH．

-'三錘

t錘

上錘

士鈴 0

L径

径

俺

径）

5YR5

YR8/2灰|塵’

YRR

fR8

黄楕

月褐

叱白

Zl8

ソ1q
轡ユ色ク

219

223

I） 9』

ﾉ

h

!{I

ワ
ー

3

8

5 「

｜
句
，
’
’
’
３
’
’
一
Ｊ
’
｜
句
』

完
ｔ
’
｜
ｆ
’
戸
ト

［
［
［
「

｜
ｌ
’
｜
ｌ
’

15 CB（ B387R[SD 祭ﾉIiB具
銚
却

Ｊ
１ 3 0 L径）

【
R 充黄横 2239 1

’
一
Ｊ
’ ［

’
八
一

）

)q

CN1(）

CL

C71｢SD1

C71｢SDl

漁携具

暖房貝

陶雛

11｝

3

(1

1

3.5(把手長）

I｣径

【

〕

＄

赤褐

k''1 i哩賜8小期 瀬戸

凸

リ地
畠ｲリ

4

2）

「
「

llll

〃

〕95

4

I

14

CN

CK

BJl

DB1

C71ISI〕’

C '①｢SI)‐

'①｢大型上坑1

'[大型士坑］

暖房具

漁携具

漁携日

建築材

’

士錘

-t樺

瓦(平瓦）

5）

H

H｝

1）

0

1．7

0．5(孔拝）

0．5(孔径）

ツ民V7
=.nJ八『

1()Yk8

lOYl

2．5Y

灰''1

火|『’

Rrl

I火口･N3/0暗I火

里房8小期 瀬戸

I

（

Jj

｜
Ⅲ
’

H

7

4

2

f

4

I

28

DAI4

GF27 1｛

[大堀上坑］

｢人咽+孟坑］

祭ﾉ肥貝

漁櫛風

上人形(亜I物

乃脚I部）

.1Z翻上

(35）

!‘」｣

H1

lイ

()‐2 1.0(爪先の厚さ）

I}、40吋M全)

l()YR 2にぶい黄樋

Z YR7/2明赤I火

3

｜
恥

1

I

唖
一

G］ )， 上靭土坑’ 魚祷具 土錘 (3．2） 0．4(孔径） ﾉ f6/2灰黄3

Rn‘＃
LPlJq』

頁']'コ
ツ凡JL」

639

E（

HD77

BN5

I D460[SE1

Hl5②[特殊土坑］

Bll4[SX］

漁捗風

祭j肥具

祭､E具

'二錘

土鈴

人形(犬型土

製,W,）
4.7） 2．8

［
ノ
ー

？
』

(3

0．3(孔径）

fL径不明

IOYR7/3にぶい黄櫨

lYR7

lYR

ﾘl黄褐

4浅黄椿

4．9

1．7

4 ［
「

54 CB6 R3R D[S 祭祁具 '三鈴 (） L径） fR8 尭黄号桔1） 9 ［
’
３
’ 「

55

56

CB6

CB6

B38

B38

7①[S[)］

7①[SD］

祭IiiuH

祭祁呉

t鈴

土鈴

(’

ワ

0

0

L径

1昨淀） 5YR

YR7 にぶい横

』:い椿 リツ則
竺竺U

223
７
Ｊ

3

つ
山

4

’
３
’
’
３
’

［
［

〒
血
」

'1

.6

lh

H

111

G］

ﾉ

Ｊ
望

)1

G63

G669①[大型土坑］

14①|大型土坑1

竪穴建物］ 魚播具

建築材

魚瀞貝

上錘

瓦(平瓦）

士錘

1.8

I)．7（孔径）

().5(ｲL径）

lYR8/2灰I‘I

f5／1灰

吐く5 赤褐色

4．9

11．()）

4．1

5

8）

4

［
|（
F

11 2 ’ 大刷t坑］ 祭jiE具 土鈴 則り
DJ.△ 0．3(孔径） 7 rR7/3にぶい椿（ 4．2 4

'5

6

1

L

4

54

匡匡

月月

52

I

5

｜
岨

i『

｜
制

13
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表121土製品観察表(2)

’

４
坐
ｒ
ひ
ヘ
リ”

２

一
句
｛
ひ
Ｆ
Ｄ
Ｒ
》
ハ
ｂ

ワ
と
、
色912，

948．

998

1()41

1047

108(）

1118

1119

112(）

1123

1187

1334

1335

1383

1445

1512

1513

鵠

｜
荊
一
湿
一
猟
一
醜
一

|’

｜
”
｜
妬
一
祁
一
剰
一
劉
一

｜
，
Ｊ
｜
’

表122砥石観察表

遺物
番号

7.ﾘｯﾄ
,'6士した遺構
「遺構種別1 種別 器 種

法員（c､）

壁
ご

匡
亙 幅 奥1Jき その他

胎上色調
形式･様式

なと
術考

挿図
番号

図版
番号

50 AT2 AKOLSI) 建築材 瓦(ﾒL瓦） 12．4 14
ワ

11（玉縁幅） 』.5Y6/l･黄j火 フ

湖
一

Hl4 B2①[SD］ 建築材 瓦(平瓦） 14．4 (10．4） 1．8 2．5Y6/2灰黄

兜

1524 IIC72 G61 2)|SD(。 代)］ 漁櫛貝 ．t錘

118

119

(jQ

GI､

(’

31

I．

F256①

6(1 ；I

SF

漁櫛風

漁櫛貝

’二錘

’二錘

4

3.6

径）

YI

I 尺黄褐

足黄褐

］

1

｜
〆
喧

「
－
１
．

－
１

’
－
１
。

i

20(}Q30

()P29

F256①｢SK1

F ｴ)[SK］

漁棚具

漁櫛旦

_t純

上錘

(4

(4

0.5(孔径）

0.5(孔係
I｣丙

2にぶい黄特･l0YR4/1褐

lYR5

符

R黄褐･'()YR7/2にぶ↓
26

〕1

1．(

I

』
ｑ
Ｊ
－
ｌ

、 〕 C123[SD 建築材 凡(軒ﾒL瓦）
【元イ

(11）
2i） YR6/6椅・2．5Y4/2暗灰黄 〕’

E（

H，

D470①lSDl

H1①ISD」

漁榊興

祭秘其

土排

狛犬(脚

1

4』

3

｛ ワ日
些．U

0.4(孔径）

2‘5Y7

5V、 6桁

火|"I 古瀬戸後期 鉄粕全曲施和I

「

G

D」

、’

E」

15

］

I275R[SD

Cll8[SK］

I

I

Sl

00 うI

堅築材

遊具？

漁桝貝．

漁櫛具

LL(軒丸瓦

卜坪(川l川
冊登

-上錘

上錘

Ｆ
ｆ

処
》

3

〕）

3.6

5 1．8

0．4

径）

径）

5Y7

r8/l灰白

I

kI‘I

kr1･N3/O暗灰

晃苗桁

幕末

1

〕

｜
Ｅ
’

ｒ
ｋ

｢

「
［
Ｆ
卜
ｒ
10

GB27 I)lSB(LI )］ 紺弼1 ’三純 4.7） 0 雫） R7／ 強い茜椅F4 1
－
１
’

一
Ｋ
一

111)59

IIB60

r里

G2

1)ISI)(』

I)｢SD(己

:)］

]ﾉ」

漁櫛11

建築材

_'二錘

瓦(､lﾑ11コ

G111

B（ 2

16F

(』

､[SK］

)lSX1

漁拶呉

建築材

土錘

凡(丸凡）

(3

(10 3．4

0.4(孔径）

(8．6)玉縁の幅

7．5Yl，

７
，

Ｖ
ユ

Ｒ
ｕ

リ
〕

2灰褐･5YR5/6灰赤禍

火黄

211

I

C6H

D28

G鳥 IlSXl

SB(古ｲ’

建築材

漁獅jl

1心(丸瓦）

．t鐸

7
Ｆ
ｎ

ｊ
Ｐ
“

【） 蚤）

5Y6

R5

天黄

ぶい黄褐F4

(q

1

Ｐ
、

｜
■
＆

－
１

一
Ｋ
一

5

2） l:‘ 』.5

ト 最）

5Y5

R卜 '1

｢欠茜

1

1

－
１
’

一
Ｋ
’

｜
刻
一
一
刑

1 1．8 0.5(孔径） 2．5Y8 〔白 』H

尺
uJ9

b(’

61

63

64

64

64

64

64

67

69

69

73

73

7頁
0J

75

1

｜
判

｜
諏
皿

遺物
番号

2001

'.'(inZ

2()()3

2()04

2005

20()6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

グリッI

API

DBl4

BR9

!!I(i

hd:!

EJ17

IIC76

El17

Ell7

AS3

am

GC29

HCfiO

BP5

出土した遺構
｢遺構種別］

AioorsE]

C包含ﾙｲII

B包含.屑

B134③｢SD"

A4r大型土坑］

E780Rr鍛冶］

H包含層IⅡ

ICSli③｢鍛冶1

E780(D[鍛冶］

A2SD

H346R[P]

Fisoor撹乱溝］

G包含層IV

BiHCDrsxi

さ
ゆ

辰
に

5.71

6－66

5．60

3－84

9．85

8．44

7．40

8－92

1242

2．92

11－48

9．38

9－45

12－16

岨
irm)

3．34

5．61

3．07

3．59

5.80

4.61

3．13

5．35

7．05

3．62

5．56

6．78

6．08

2．07

厚さ
irm!

0．99

1．18

122

0．83

0．80

0．74

1．41

1．18

1.00

0－93

5．44

3．31

3．49

8．42

軍
日
｜
軍

(9）

24－3

47.0

22－1

15.0

48．0

30－9

35．5

ワ
Ｉ5.9

62．0

9-(）

485.5

255.(）

22().0

223.5

種別

仕上げ砥

仕上げ砥

仕上げ砥

仕上げ砥

仕上げ砥

仕上げ砥

仕上げ砥

仕上げ砥

仕上げ砥

仕上げ砥

t砥

中砥

中砥

荒砥

砥石使用方法

置き

置き

置き

置き

置き

置き

置き

置き

置き

置き

1三持ち

置き

手持ち

f持ち

砥イi産地

鳴滝(黄色系）

鳴滝(黄色系）

鳴滝(黄色系）

鳴滝(黄色系）

鳴滝(黄色系）

鳴滝(灰緑色系）

鳴滝(肌色系）

鳴滝(肌色系）

鳴滝(灰緑色系）

H羽

伊予

伊予

伊-予

大村

備考
挿図
番-号

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

28
ワ
』

写真図
版番号

ワワ

イイ

7
ワ
』

77
辱
〃

ワ
ノ

ワ
Ｉ7

ワワ
イ』

ワワ
jj

7
弓
』

ワワ
Jイ

ワ
ー

ワ
』

弓
Ｉ

ワ
』

77

7
ワ
Ｉ

7
ワ
Ｉ

2015 HB62 G37CDrSX 7．65 4．85 1－91 103.6 荒砥 手持ち 大村

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2()23

2024

IID72

FF23

HB61

BNH04-6

DB14

H(765

HC63

GA27

GF28

05(2)ISK

F681①｢大型土坑］

013②｢SX1

B114[SX]

C93RrSK|

G包含層ⅡI

03700[SX"

F477-8X4RSB」

F39R[SK]

9．81

6．69

8－71

7．94

12.97

8．83

7．76

13．02

25－25

4．9］

6．54

6．69

5.()4

6－41

4．26

4．68

9.01

1().94

2－81

3.00

リツ
ー■宮b

1．84

2－87

3．04

4．79

7．03

6．45

102．3

1()6－6

223-6

82．7

281．9

127．6

191.5

902.7

2917.4

荒砥

荒砥

荒砥

荒砥

荒砥

荒砥

荒砥

荒砥

荒砥

手持ち

手持土

手持ち

手持ち

手持ち｡置き

手持ち

手持ち

手持ち

置き

大村

笹号口

不明

笹11

瞳口

笹口

値冒口

在地力

大村か 大型砥ｲ『

287

287

287

287

287

287

287

287

288

ワワ
イノ

7
ワ
Ｉ

ワ
』

ワ
’

77

ワワ
イイ

７
０

７
０

77

ワ
ｊ

ワ
ー

弓
Ｉ7

2()26

202

2()2

2（

2（

2（

2（

2〔

2（

2035

7

リ
リ

）

）

I

2

〕

I

BQ9

HD71

GE28

EJ17

Ell7

El16

ET17

ET16

El16

'.17

B735(DrSEl

0431①｢SK

F39Rrsr

E780I鍛冶］

E780(D[鍛冶」

E831[鍛冶］

E780RI

E780③｢；

E835[鍛冶］

E835Rr鍛冶」

台」

台1

16.72

14．18

37．4
ワ
ー

49－33

粥－45

19－60

19.20

32－59

20－7(）

27 14

13.90

9．72

9．16

12．57

19．6
ワ
ー

17．2(）

11－34

14．84

16．20

9．87

7．61

4－11

6.01

12．68

9．46

10.80

9．02

9－61

8.40

8－49

1418．2

973.0

2225_(）

7400.0

1060().0

4119
、
く
り

1262．5

60()0.0

粥89-0

3055.0

荒砥

荒砥

荒砥

荒砥

荒砥

荒砥

荒砥

荒砥

荒砥

荒砥

宰

巳
野
二
」

置き

置き

置き

置き

置き

置き

管き

置き

置き

大村

大村

大村

大村

大村

大村

笹｜I

笹｢1

笹11

笹｢」

大茄u砥桐

大型砥,行

大型砥イi

大正'』砥石

大剛砥石

大型砥ｲi

大剛砥ｲ1

大用ﾘ峨石

大型低イi

288

288

288

289

289

290

290
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表123石製品観察表
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〃こぼれ

不|ﾘ1
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H1〕･HvD
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1

イ、

イ､|ｻI
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横長剥片
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ｊ
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’

１
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一
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〕

ｐ
ｒ
〃

於
刀

↓トク
ノ|ノ

過州外

適用外 IID

〕 ｲ､IﾘI

ｲ､Iﾘ’

縦長剥片

縦長剥片 65

フ

2 19

｜
Ⅲ
’
｜
Ⅱ
’

一
’
一
一
ｌ
↑
’

｜
｜
ｑ
二

’
９
’

｜
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了
卜
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表124金属製品観察表(1)

｜
鋤
鑑
一
ｍ
一
秘
一
岬
一
皿
一
伽
一
皿
一
畑
一
恥
一
祁
一
抑
一
畑
一
皿
一
畑
一
皿
一
姉
一
拙
一
加
一
池
一
祁
一
皿
一
畑
一
池
一
泌
一
秘
一
蛎
一
獅
一
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一
郷
一
岬

3030HE73G包含肘I

3031EJ16E835R[鍛冶］

3032CLl3C5SrSD]

3033EJ17E780-SD1(D[鍛冶］
3034Ell7E749R[SK]

:;i):i,-,HD69G382R[P]

3036HE72G749R[P]

3037BH5B129a)[SD]

3038CC-GIOB596R[SD]

3039B09B743RrSDl

,3040CN14C区包含屑Ⅱ

3041CM13C18,3[SK]

,3042BC2A45rP(SH9)]

3043CE7B493R[SK]

3044CFIOB689R[SD]

3045GD26E139R[SK]

3046DI14D188rSEl

3047Ell7E770R[大型士坑］

3048GQ31F255(D[SK]

,3049GA28F477-SK3RlSB内SK]
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3051HD73G包含肘II

30,52HC72G包含屑Ⅲ

3053EI16E770R[大型士坑］

3054E.I17E780Rt鍛冷］

3055CM13-14C451SD]

3056BPIOB203R[P]

3057GQ32F包含ﾙﾘI

30,58DB13C118[SK]

,3059EN18E78,5ffi[P]

3060BĈJIO|B168R[P(SH14)]

遺物

番号

1001

3002

30()3

3()04

3005

3()()6

3()07

3()08

30()9

301(）

3011

ｸ゙ リッド

BQ1I

DHl4

ER]9

EM2(）

EJ17

EI16

EI17

ET17

El17

E117

ELl6

出土した遺構[遺構種別］

B151SD

D57[P］

E3001SK]

E500Q鍛冶］

K700(.0[SK7

E747(Dr鍛冶］

E770R大型土坑］

E77

E77

E78

E包

[)[大型土坑］

[)[大型t坑］

2)|鍛冷’

mu

器種

Ｔ
ｊ

金
型

釘

金］
－
１
Ｊ

全
火

釘

全 T
虫』

｝
１
Ｊ

ハ
エ
虫

釘

Ｔ
Ｊ

毛
型

釘

釦
型

糸||｜器柿

!<¥釘

角釘

"I釘

HI釘

川金]

角釘

何
１
Ｊ

ム
ー
ツ

角釘

的釘

角釘

門多｣

最大径
(cm

1.5

8．6

(6．5）

5．4

6－1

3．6

反Q
J.』

6 2

7．］

7．1

8．0

肢大幅

c､）

1．1

1．0

().6

0．5

1－1

0．6

0－9

1－1

1．2

1．0

().9

厚さ
(奥行(cm

0．5

()‐6

0.5

0．4

U－H

0．5

8－8

1－0

1．1

1－0

0．5

･竜豊
備も一

(K1

6
、
く
』

12．1

8-7

4.0

5-9

2.9

l().5

11．9

15．6

9-8

1Qワ
1■〃ロ合

材閥

鉄

鉄

鉄

鉄

鍬

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

挿|刈番号一

301

3()1

301

3()1

301

3()］

jOI

jOl

301

)1

)1

図版番号

8(1

RO

8(）

80

80

80

8(）

8(）

8(）

8(）

8(）

3015

1016

3()1
ワ
ー

GR29

GP32

H1〕
ひ
Ｊ

ワ
ー

F2］

G包含屑Ⅱ

TASK]

DSK

手
１
Ｊ

ハ
エ
ツ

－
１
Ｊ

ハ
ヰ
ツ

．~「
亜」

角釘

角釘

阿釘

/戸、，

ID・ムノ

(3．4）

6．3

(16

0．6

ワワ
ムロム

0．4

0－5

1．3

2－9

26．1

①
ム 鉄

鉱

鉄 30］

)1

11

80

8(）

80

F2

耐 G096 H322①ISK 釘 角金］ qリ
J･白 ().8 ().5 4．5 鉄 3()1 8U

3()23

024

3()25

GR

GI〈

0096

7

〕

F22

F1391(1)|SK」

H335RP」

DISK!
－
Ｊ

牟
出

Ｆ
ｌ
Ｊ

ハ
レ
ツ

●
１
Ｊ

△
一
山

角釘(頭巻釘）

角釘(頭巻釘）

角釘

5-0

(3．4）

(4．1）

1．1

1－0

().6

0－6

0．9

1－1

4．8

3－3

5．1

鉄

鉄

鉄

301

3()］

3()1

80

8(）

8(）

)02
ワ
』

3()28

3()29

すⅡ訓)

)03］

3032

30

へ
く
叩 034

3035

30:。 〕

CLl2

EIl6

EI16

HE73

Ellfi

CL13

EI17

EI17

円｢)69

HE72

OlSlSD

K717②｢鍛冷］

E84KT)P

G包含肘I

E835R!鍛冶］

C5SISD

E780-Sm(3)l鍛冶］

E749R1SK

G382C3)rPl

G749RPi

#1

『
１
Ｊ

象
虫

錘

鎚力

T」字状鉄製AII

掛け金状鉄製llll

釣状鉄製砧

鉄雛

鉄雛

鉄雛

丸釘
－1，かT
外しヅ」

平根錐力

F根雛力

平根雛か

4．1

(7．1）

(4－4）

Ｑ
Ｊ

、
く
り

イリ71
1J‐ノノ

(8.0)

4．4

(7．2）

(10．7）

6．7

1］

L2

()‐9

().3

4-4

1．4

().5

1．1

1．8

1－1

().4

1．(）

0．4

0．3

0－5

().5

{16

0.8

0.4

1．0

4．0

12－3

(6．8）

2．9

12．5

14－3

ｕ
Ｍ

７
１

19．3

27．1

Z()．8

鍬

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

帥

1()1

；()1

3()1

301

301

302

302

102

)02

訓lZ

8(）

8(）

go

80

8(）

80

R(）

8(）

80

HU

1
1

3()43

044

3()45

〕046

3()47

3()48

3()49

3050

3051

3052

府
h
面
面

｜
㈱

)54

)55

)56

r頂
畢’4コ

ワ
ー

CFl(）

GI)26

I)114

E117

(,():,1

GA28

GE28

HD73

HC72

EIl6

E117

CM13-14

BPlO

B493CDrSKl

B689R|S1)|

El39(1)ISK

DissrsE

E770(DI大型士坑］

E255(f)(SK

F477-SK3R1SB内SK」

EiiocDisr

G包含肘II

G包含屑Ⅲ

E770R!大型士坑］

E780R1鍛冷］

C45[SD:

B203(T)P」

刀子

刀子

刀子

TI一r
ﾉ」」

刀子

刀子

刀子．

刀子力

刀子

刀子

、ラ状鉄製敵

源一斗状鉄製Ah

鎌

火打余

(4－1）

(5.4）

(6.()）

/っql
IJ．Jﾉ

(6．3）

12．1

(3．4）

(4．7）

(3．6）

(5．3）

5-0

4．1

19．2

1.8

1．6

1－1

1．7

1．(）

1．7

116

9－1

5

ラ
ー

4

4

5

1

5

().3

0－3

0．4

0-2

()．7

()．3

0．2

0．4

().5

0．2

0．4

1．1

0.4

0-4

6心

[〕．Q〕

12．9

14

17．7

41．8

1－7

4．7

14．7

5．1

6．1

3－3

1.0

35．3

鉄

鉄

紗

鉄

鉄

鉄

鉄

鉾

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

L塗

302

302

302

302

302

302

302

302

3()2

302

3()3

303

303

lZ

80

8(）

80

80

8(）

RO

80

80

8(）

8(）

8(）

8(）

8(）

80

3059

)060

EN18

B()10

7850)P

liliiS①｢P(SHU)J

半球状鉄製肺

円盤状鉄製剛,力

口径4.1

(6．6）

1．9 ()．1

()‐1

(9．4ノ

(3．4）

鉄

鉄
ワ
』()3

1.1 80

80

〕013

)14

GI)28

GR29

F122RSB」

F213RSKI

イ
ー
Ｊ

△
一
山

釘

刈釘

’1釘

(5．2）

〕､8

0.6

0－6

(｝．4

0．3

0

0

卿

鉄

ｎ
Ｊ ()1

301

HU

HO

IOl8

)19

H

H

7

;59

G包含j筒I

G包含ﾙiI～Ⅱ

Ｔ
ｊ

ハ
エ
ツ

全「
虫」

角釘

阿釘

(4．9）

(4．2）

、7

(） 7

{）5

().4

64

6－4

鉄

鉄

I()1

301

8(）

80

)21

I22

GP95

B()9

f

B2

3)[ski

DlSDl

Ｔ
ｊ

全
出

△T
亥」

角釘(頭巻釘）

角釘(頭巻釘）

4．5

7．9

0．6

0．5

0．7

0．4

6－8

5．6

鉄

鉄 3()1

)1 8(）

8(）

)37

)4(）

}041

)42

｝

19

BH5

CC－Gl(）

B()9

CN14

CMl3

r,((

B129a)lSD'

B596(DSD

B743R[SI)|

C区包含屑Ⅱ

C1851SK」

¥45rP(SH9)」

蓮

錘

螺

螺

黙

〃子

『
ノ
ー U

8．3

8．2

7．3

7R

(14．4）

1．8

2．2

2．0

2－0

ｑ
Ｊ

ワ
ム

1－2

0.9

ｑ
叩

く
１
１

1－(）

10

().8

().4

54．9

61．3

58．2

31．4

７
‐

ワ
〕

１
、
』 7

鉄

鉄

鉄

鉄

鍬

鉄

I()2

302

3()2

302

3(）2

)2

8(）

80

80

8(）

80

8(）

｜
一
切

}只只

GQ32

DBl3

F包含ﾙﾘI

r.iislSKl

鉄雛

蝶番

雁股雛 (5－()）

(4．7）

ｎ
色 q

2．6

n勘
､Jp4J

()_4

14．1

句u
J、ゾ

鉄

鉄

}:1

13

8(）

80

GF27 F60 |大型土坑’
一
－
Ｊ

全
ツ 阿釘 4．7 0．6 0．5 H-9 鉄 301 8(）

BR6 B包含屑
全丁
虫」 lL釘 4．2 ().8 0．6 4．8 鉄 3()1 8(）



190第7章出土遺物

表125金属製品観察表(2)

’ ’

表126銭貨観察表

表127輪の羽口観察表

表128木製品観察表

遺物
番-号

3061

jO62

jO63

グリッド

GB27

HC57

E,2(l

出土した遺構[遺構穂別］

EI85I'KDISB内p

G包含脳1V

E589RtPl

器様

板状鉄製耐I

板状鉄製品

クリップ状鉄製,柚

細 器 稀
最大径
（(油）

(2－9）

(8.1）

3．5

最大幅
(cm;

(3.2）

4．2

1－1

厚さ
(奥行Hem)

0．4

0.5

0．4

さ
１

重
値

12．7

25．2

9.7

材質

鉄

鉄

鉄

挿図番号

303

）
ｑ
Ｕ

)3

瞳1版番号

80

80

8(）

()67

;068

069

3070

HB57

HB55

HC72

G区排土

G包含層I

G包含隅Ill

G包含j岬ⅡI

銅製飾り余_具

鉛王．

鉛玉

鉛王

(7．2）

1．3

1－4

1．3

1．1

1．2

1．4

］、3

0．1

1．2

1．2

1．0

5．6

9－8

10－3

8．8

銅

鉛

Ｉ
刀

釣
れ

全八
ヅ、

303

；03

]03

303

80

80

8(）

80

)64

'65

)66

GE－GF28

GD29

EI20

F39R1SK~

F4-SK1RSB内SK

E589RP]

バナナ状鉄製姑

金具か

三角形鉄製
u

｢111

5．8

2.0

2．0

1．1

0－8

2．0

1．2

0．5

0．6

20．3

3－1

5,2

鉄

鉄

鉄

303

303

303

80

8(）

80

遺物番号

)071

)071(裏）

3072

3073

3()74

;075

グリッド

I)01ワ
ー

DO］ 7

FA20

GP95

HC69

DAl4

朋十した遺構

1)121(1)P

D124R[P;

ETti'.V

H302(D[特殊SK

H包含層IⅡ

C包含屑

細器樟

開元通猫

紹騨元宇

景徳元宝

政和通宝

寛永通漬

寛永通宝

分類

渡来銭(唐）

渡来銭(南宋）

渡来銭(北宋）

渡米銭(北宋）

古寛永

新寛永

最大径
Irm)

2．4

2－3

2-2

2-5

24

2-3

孔径
(rni;

0-7

0.7

0.6

0.6

0.5

U－H

安
ど
、
ｊ
／

厚
伽

0-05

0.1

0.1

1

0－1

11－1lb

塞
回

4－1

1
ワ
Ｉ

12

り反
ムーロ〃

1－4

材 質

銅

銅

銅

銅

銅

銅

い
ｒ
、

〃
可
１時

初鋳年621

初鋳年1190

初鋳年1004

初鋳年1111

明暦ごろ

初鋳年1668

備 考

裏面に別の銭貨が貼付いている

豪書体

,'.寛永の巾でも新しいタイプ

好文銭と‘思われる

挿図
番-号

303

ｎ
く
り 03

303

303

303

)3

図版
番-号

8(）

80

80

80

80

8(）

遺物
番-号

3()76

3077

3078

i()79

308(）

グリット

EMl9

EIJ7

EI17

EIl7

El17

出土した遺構
[遺構種別］

E2K1)|SK"

E671②｢SKI

E76()R[SKJ

E762RP]

E780(D鍛冷］

器種

北111

即>ln

羽11

羽「I

羽口

最大径
[cm,

5．0

〕
7

9．2

4．5

3．6

最大帳
(cmノ

3 7

７
０

貝
》

Qq
“凸』

4．2

48

孔慌

(c､）

4.0

3-2

).0

2．8

3．0

!早さ
(cm!

3-5

町1

ワ
ー

ワ
、

2．1

3.0

重さ
(k:

62．3

64．5

286.8

〕2．8

40．3

材蘭

砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

紗 岩

挿図
番-号
処
叫03

303

303

303

303

図版

番り．

8(）

8(）

80

8(）

80

物
号

遺
番

4001

4()02

4003

40()4

4()05

4006

400７
１

4008

4009

4()10

4011

40］

40］ 〕

グリット

A()1

AOI

APl

AP1

AP1

API

AP］

API

AP1

API

AO1

AOI

AO1

遺構堀

110(）

Al()0

A100

AIOO

A100

Al（川

A1()(）

ヘ100

AlOO

A1()(）

A100

Al()0

A100

遺構
樟別

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

遺物名

蓋？

蓋？

結物

結物

結物

結物

結物

結物

結物

板状木

不明竹製,柚

模

模

I『

｢1「1

長軸律
／、

ICmノ

18_(）

18.(）

8．2

11－(）

11．9

(ll－b）

(11．8）

(13．8）

l().2

15．9

1．4.().65

3.7

3.7

短軸係
(rm!

7．5

6．5

3．2

f"、ワ1

(①、イノ

ワ1
イ．11

5.2

5.2

2.5

1.4

(1.5

l早さ(c､）

1．3，0．5

1.43,1.0

0．80

0．76

().80

(().8)．（0．5）

(().7()）

1．10

1．2(）

().6(）

1．00

().8.0.3

その他の

法吊：

復ﾉc径5.0

木取り

征I

征目

板目

(il.lI

板、

征II

板I

板II

板口

征日

征H

征H

違存状況

実打二

下部欠担

~ﾄー 部欠損

下部欠批

卜端,左側而欠娘｡裏面剥離

下部欠損｡裏面兼i)離

.下部

F部

板状

完存

完存

一口

型

負｡衣:裏一一部剥離

腿I品の一部

備考

漆付着

漆付着

挿I叉1

番-号

304

3()4

304

304

(1)4

3()4

304

3()4

3()4

305

305

305

305

I叉1版
番号

79

ワ
ー 9

79

ワ
ー 9

79

79

79

79

ワ
Ｉ9

79

7Q
ロジ

79

79

抑
訓
斗
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第2 部 上西田遺跡

第1章調沓の経過と方法

調査に至る経緯においては、第1部第1章第1節を参照。

試掘確認調査

段丘端部を流れる小俣川の西側に広がる広大な沖積地において、集落跡の検出を想定して重竹遺跡

の試掘確認調査と同様に2×4mのトレンチを約20mの間隔で設定する方法で調査を行った（第1分

冊第1部第1章図2）。しかし、遺構を確認できる可能性が高いと考えていた周囲で最も標高が高い平

坦地では、現代の耕作土下は砂層・レキ層となっており、さらに掘削を行ったものの、遺構・遺物は

検出できなかった。トレンチによっては、砂層上面に近世以降と考えられる畝状遺構を確認したが、

集落跡に関係する遺構を確認することはできなかった。おそらく中世以降の集落は、現在の集落が立

地している場所（西志摩遺物包含地）に存在していたと思われる。その現集落の北西に隣接する美濃

市志摩字上西田・下西田地内では、地形がやや低くなる状況から、集落跡が存在する可能性は低いと

考えていた。しかし、過去ｲ叫度も起こったと思われる洪水による堆積の下から良好な状態で畝状遺構、

水田跡を広範囲（図307)から検出した。水田跡については、良好な残存状況の畦畔や取水溝の存在か

ら水田と判断した。また、やや少なめではあるが、335号トレンチからう．ラントオパールを検出し、水

Illである確証を得た（第3部第3章参照)。なお、288号トレンチからう°ラントオパールを検出できな

図306上西田遺跡の位置(S=1/50000、国土地理院発行1/50000地形図を使用）

、
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かつたのは、検出した畦畔が取水路であるという特徴に関係するのかもしれない。これらの遺構は、

出土遺物から、中近世に営まれたものと判断し、新発見の遺跡として美濃市教育委貝会と協議の上、

上西田遺跡という名前と遺跡範囲を決定した。

発掘調査の方法

調査に至る経緯と試掘確認調査については、第1部第1章（第1分冊）に譲る。重竹遺跡と同様に、

国土座標を基準に5×5グリッドを設定し、各グリッドに北東杭の名前を付してグリッド名とした。

杭名は、重竹遺跡との位置関係を表すのと整理作業の混乱を防ぐ目的で、重竹遺跡調査区で用いたグ

リッド設定をそのまま用いた。重竹遺跡調査区の北東隅(X=-53530、Y=-23000)を原点として

束西方向を100mずつ区切り(A～0)、さらにそれを5mずつ分割し(A～T)、南北方向については

5mずつの区切りに、北から順に0から始まる数値を付与した。その結果上西Ill遺跡調査区は、

NM58～OE67グリッドの範囲に含まれることになった。

調査は試掘確認調査で認定した2面の遺構面を対象とし、第1調査面(V層上面）の上層までバッ

クホーによって掘削し、人力で精査を行った。第2調査面は人力でV屑を掘削し、Ⅷ層上面の畦畔確

認後、埋土となるⅥ層を掘削し、水田面を検出した。この間に出土した遺物は、グリッドごとに取り

上げた。

遺構名は、畝状遺構と水Ⅱ|跡という性格から、原則として付さなかった。VII層上面の取水溝、大畦

畔のみそのまま「取水溝」・「大畦畔」という遺構名で扱った。図311で示した各水田の区画名は整理作

業の段階で､付したもので､ある。

遺構の実測は､全体の平面図について模型ラジコンヘリコフ．ターによる空中写真測量を行い1／50で

作似Iした。壁面の層位は1/20、その他の詳細なIﾇ1面については原則として1/10で手測り測量を行っ

た八

遺物・調査記録の整理作業

平成13年度10月より、出土遺物の整理作業を開始した。同年度中に行ったのは、遺物の洗浄、土器

の硬化処理、遺物の注記まで､である。平成14年度から、土器の接合、遺構・遺物実測図の製図、遺物

の写真撮影等二次的な記録整理を行い、平成15年度に報告書作成及び遺物・調査記録の収納・保管の

作業を終えた。なお、発掘調査及び整理の体制は、表1（第1分冊第1部第1章参照）に記載したも

のと同様である。

《調査II誌抄》

9月20bl表土掘削開始と同時に土層観察用トレンチを南北・東西に入れる。

9月26日表土掘削終了。

9月28口遺構検出作業開始。

10月3日V層上面において、畝状遺構検出。

10月12日V層上面の空中写真測量実施。部分的に畝溝部分を完掘。

10月15日調査区南西部に断ち割りを入れ、水田面を確認する。

10月16ロ下層面への掘り下げ開始。大畦畔・水、検出。
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10月If,日

10月3011

11月8U

11月19U

水田面掘り下げ継続。調査区の一部（水田10)で足跡検出。

VII層上面の空中写真測量実施。

畦畔解体作業開始。

調査終r。
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図309上西田遺跡調査区のグリッド配置(1/1000)

表130関市周辺の洪水の記録

参考：松原久男1999「第一部第五章一節水害」『関市史通史糊近枇・近代・現代」関市教育委u会

幽暦

1566

1638

1650

1664

1672

1699～1701

1706

1782

1791

1798

18()1

1815

1819

1822

1837

1850

1857

1860

元 号

水禄九年

寛永一五年

慶安三年

寛文ﾘ 年

元禄一二年

元禄・‐二～一四年

宝永三年

犬Iﾘ'二年

寛政三f「

寛政一○年

亨和〕心年

虻化一二句

文政二年

虻政J1-年

人1
一』△

時制

~刀1，

安'改川年

刀延 元年

八年
Ｉ
↓
ｌ

ｆ

内容

保戸島地区か川t島になる原初の半件

九月、長良・武儀・津保の諸川で出水

九11、i滑川で出水、濃州の各地が水没

八月、長良川出水。武儀郡曾代村・上白金村・下白金村などで堤防破壊

六jl、武儀郡稗代村の堤防が切れ、曾代用水破壊一
美濃国全体で水害

六j1，大箭雨により美濃の六郡三五か村のIll谷より洪水が押し川し、Ill崩れ等被詳

水害が度重なる、今川切り入れ

六）l、及良川・津保川などで氾濫

二度にわたって大洪水、美濃の各河川が氾濫

ヒノ1．八）lに出水、戸川村・側島村・下''1金村・池脆村などで被害

UlJl、汁t保川I

八11、津保川I

八Jl，大暴風I

八II、津保川出水、長良川も氾淵

囚川、五川、七)1に長良川が氾捕、五)1に津保川も氾濫

ﾉL｝｣、股良川の氾濫で

}水

水、f之良川も氾濫

により各地に被詳
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第2章遺跡の環境

第1節地理的環境

上西田遺跡は、美濃市志摩地内の上西田に所在する。遺跡の立地する場所は長良川によって形成さ

れた沖積堆積の平坦地であり、表面は完全な砂質である。長良川は中世以前まで生櫛地区の東側（現

在の小俣川付近）を流れており、生櫛地区と対岸の笠神地区は地続きだったとされる。この長良川の

痕跡は重竹遺跡の立地する低位段丘との境にある水Illとして残存している。遺跡の北側と西側の高台

にそれぞれ生櫛と志摩の集落が立地し、遺跡はその間の若干標高が低くなった部分に広がっている。

この低地は、遺跡の東側を走る道路に沿って南北に連なっており、旧長良川から分流する古い河道で

あったと考えられ、埋没後は長良川の氾濫源となっていたようである。現況は、すべて根菜類を中心

とした畑地であり、川沿いの低地であるにもかかわらず、水|||を造成できる環境になかったことが伺

える。

第2節歴史的環境

遺跡の立地する志摩地区は、志麻・島とも記し、川中島のようになった地形が地名の由来と思われ

る。建武二年（1335年）八月十四Uの『美濃在庁（目代）施工状（前ⅡI文書)」に「島」とあり下有知

御厨の一部であることを示す記述がみられる。『慶長郷長』には「志麻村」とあり、幕府領を経て元和

元年(1615年）尾張藩領となった。『正保郷帳』では「志摩村」とみえ、I明暦覚書』には「島村」と

記されている。村内には西河岸に領主である竹腰氏の邸宅が置かれていたようである。『濃州何行記」

によると畑地ばかりで水田はなかったようで、水田に適した土地ではないことが分る。当地域は長良

川の束岸（中世以前は西岸）であるが、たびたび水害にあったと考えられ（表130)、特に低地に所在

する上西田・下西田では、水害のたびに水がついていたことを想像するに難くない。

周辺の遺跡には、広く古墳～近世の遺物が散布する生櫛遺物散布地や西志摩遺物散布地があり、す

ぐ西側には周知の遺跡である鍋屋遺跡（古墳・中世～近世）が立地する（第1分冊第1部第2章図4

参照)。中批以前は長良川の対岸にあたる笠神地区と地続きであったと考えられていることはすでに述

べたが、ここには方形周溝墓等を検出した古村遺跡を始め、古墳等多数の遺跡が立地している。上西

Ⅲ遺跡は、広大な遺物散布地の狭I'Mにありながら、地表面で採集できる遺物もほとんどない。土地改

良の影響もあろうが､先に述べたように遺跡が低地に立地しており、集落が形成されにくい状況にあっ

たことを意味していると考える。

〈参考文献＞

美濃市史編集委員会1979『美濃市史』通史編上巻美濃市

美濃市教育委員会1999『岐阜県美濃市遺跡分布地図』

関市史教育委貝会1998『関市史』通史編近雲世・近代・現代

所三男他1989『岐阜県の地名j平凡社
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第3章基本層序

上西Ill遺跡の基本層序はVⅢ層に分層することができる。以下に各層について述べる（図310)。

I層現代耕作土。現況では上面はほぼ平坦である。砂質の強い土であるが、若干粘質がある。調査

区の束側では土地改良によって入れられた厚い盛り土層が見られるが、西側では土地を改変した

様子がない。調査区北壁の層位では、I層が盛り土層の下になっている場所があり、地形的に低

くなっていた東側のみ盛り土を行ったことが予想される。

II層上層より砂質が強く、土色は褐色を呈する。以前の耕作土であった可能性がある。

IⅡ層II層と同様に耕作土の可能性がある層であり、砂がブロック状に混入する。洪水砂によって覆

われた畑を復興した結果と思われる。

IV層主にV層上面畝状遺構の埋土となっている層であり、完全な砂層である｡Ill屑に混入するブロッ

ク状の砂によく似ている。IⅡ層との境は明瞭である。

V層上面が第1調査mの畝状遺構であり、近世の耕作土と考える。畝溝の底には、やや粘質の強い

堆積がみられ、降雨等によって畝から流れた土が堆積したものと考える。

VI層水田跡を覆う洪水砂層であり、2層に分けることができる。上層は耕作の影響からか、褐色を

呈する。

Ⅷ層上面が第2調査面の水田跡であり、粘質のあるシルト層である。2層に分屑可能であり、下Iイ

には鉄分が沈着している。下層の堆積は、水Illを造成する際に利用された湿地性の堆積（床土）

と,思われる。

VⅢ層TR335(図307)の周辺のみに見られる、粘質のあるシルト層である。う．ラントオパール分析で

は、Ⅷ層より多くの稲のう．ラントオパールを検出している(第3部第3章)oTR335では2層に分

層しており、下層は床土と考えた。一部のみに見られることから、最も初期に開発された水liDtt

の可能性がある。

IX層混じりのない砂層であり、人の手が加わっていない堆積と考える。試掘確認調査で東側の微高

地から検出した、現代耕作土直下の基盤層と同じ層であると思われる。この層の下は旧河床を示

すレキ層となる場合が多い。
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第4 章 調査の成果

第1節検出した遺構

V層上面（図311上段）

V層上面からは、断面がかまぼこ型になる畝とそれに沿う溝から構成される畝状遺構を検出した。

試掘結果では、最も北ではTR387、最も南ではTR423からV層を検出している(M307)oV層上Ini

の標高はTR387が最も高く、調査区の南西に位置するTR421が最も低い（表129)。TR329では、ト

レンチ束側の基盤層が盛り上がり、Ⅱlb層が途切れている。東側の微高地の縁辺に位置すると考える。

調査区から検出した畝の高さは最も残りがよいもので約lOcraであり、畝の頂部から頂部|冊は約60cni

でほぼ等間隔に並んでいる。畝の方向は、下層の水田l～5と水田6．7の間にある畦畔の付皇置で分

かれており、北側がN10E、南側がN22Wになっている。これは、土地の区画が水ⅡI廃絶後も生きて

いた可能性を示唆するものであろう。下層水田跡の水U15．7′・9が存在する部分は、水Illと1両l様に

段差が付･いており、水p1が洪水砂に覆われた際にもこの段差が残っていたと考える。調査Iﾒ:の東端に

は大畦畔があり、通常は道路として、洪水等の水害の際には堤防として利用されたものと思われる。

遺構の年代は、Ⅳ層から9期の遺物が出土していることから、水川跡が洪水によって廃絶したのちに

畑として復興し、9期に再び洪水によって埋没したものと考える。層序を見る限り、その後も畑とし

て利用されてきたと考える。

VII層上面（図311下段）

VII層上面からは、水田跡に伴う畦畔や取水路､足跡などを検出した。試掘結果では、TR282～TR286

からⅧ層に対応すると考えられる層は確認したが、土質はⅡlb層のそれに類似しており、VII層水Ill跡

と同時期の表土（畑と思われる）の可能性がある。水田層と考えられる層はTR286以南から検出して

おり、南はTR424まで続いている。標高はVb層と同様に南側の方が低い。Ⅵl層を検出したトレンチ

から、東側と西側にある微高地の間に弧を描くようにⅧ層が堆積している状況がわかる。なお､TR284

からは流路跡、TR288からは取水溝lに類似した畦畔を検出している（図308)。

調査区から検出した遺構は、畦畔と、2条の平行な畦畔によってつくられた取水溝、V層でも蹄襲

されている大畦畔である。畦畔は当時の盛り土の形をそのまま残しており、特に取水溝や水iilifiiの段

差を区画する畦畔はやや幅広でしっかりと造られている。逆に、水田3を区画する畦畔はややI陥が狭

く、高さも低い。区画の性格を表わしているのであろう。畦畔には5ヶ所の切れ、があり、その内2ヶ

所が取水溝から水を取り込む水、、1ヶ所が取水溝へ排水するための尻水口、残りの2ヶ所が段の低

い水田へ水を送るための水口である。水口を塞いだ様子が見られないことから、洪水によって埋没し

た時期は、水田に水を溜める春の終わりから夏にかけてではないことが分る。また、取水溝のすべて

の水口には、耐平な川原石が置かれていた。水11を閉塞する日的で置かれていたものと思われる。こ

の他、畦畔に川脈石を立てた状態で埋め込んだ場所を7ヶ所検出した。石周辺の土の様子から、畦畔

造成時に埋め込んだと考える。この石が設置された畦畔が区画の基準となる畦畔と考えると、目印と
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しての機能を考えることができる。この付近が洪水による埋没が起こりやすい状況であったと考える

と、立石による目印は有効であったと思われる。現在でも、この付近の畑は川原石によって、区画の

目印を行っている。畑土が砂地であるため、杭や溝による目印では失われる可能性が高いためと思わ

れる。また、境界の目印であるとともに、境界にまつわる祭/liLi的な意味合いも合わせ持っていた可能

性がある')。

取水溝は2条あり、いずれも北方向から取水を行っていたと考えられる。取水溝lは、ほぼ同じ規

模の2条の畦畔によって囲まれており、溝の底面は両隣の水田1(11よりやや低い。埋土は大き<2層に

分かれており、下層が流水時に堆積した層、上層が洪水砂と考える。水田7．8に水を供給した水口

が残っているが、水田6は水川1からの田越で水が送られている。推定ではあるが、水｢}11．7．8

と溝の東西の水田に交互に水を供給し、それ以外はⅡI越しで水を入れていたと考える。その理由は、

現段階では水量の関係上、同じ場所で水を引き込むことを避けたためと考えるが、尻水口が水'''7で

のみ見られるなど疑問は残る。取水溝2は、調査区西隅の水田9が配される段に水を供給していた溝

と考えられる。形態は取水溝lとほぼ同じであるが、底面レベルは水川9とほぼ同じである。埋土も

取水溝と同じである。

大畦畔は、水田の造成とともに設置されたものと考えられ、芯となっている砂喋層をⅧ屑と同じ土

で覆っている。この畦畔が上層の段階にも存在したことは述べたが、おそらく上西Ⅱ｜・下西田と他の

字との束境となっている道路がその痕跡と考えられ、道路・堤防・土地の境界など複数の目的で設置

されたものであろう。

この他、水ⅡI9から当時の足跡を検出した。人間のものの他、円形を呈する家畜の足跡と思われる

ものも検出した。足跡の埋土はやや粗.い砂で、鉄分が沈着しており、上層のⅥ層とは異なっている。

この砂の供給源については不明である。なお、足跡には直線的に並ぶものが見られたが、それ以外は

規則性に乏しく、どのような作業時についたかは推定できない。

水田が造成された時期は、Ⅷ層から出土した遺物から7期と考える。Ⅵ層から遺物を検出すること

ができなかったため廃絶時期は不明であるが、近枇の遺物が全くⅧ層に混入しないことから、7期の

うちに埋没したと考えたい。したがって、それほど長い間水田として機能していなかったと考える。

表131VII層水田跡観察表

遺構名 プリット 南北畦畔の方位 ゞ 水I」 立イi mminf] 備 考

水田1 NSNT.58-6n N2 1 E南側 27－882

水田2 NQ-NR59-61 N2 3 F南東隅 南側2 29.048

水Ill3 NP-NQ60-61 N23.5E 水川2より 21－720

水田4 NO-NP6iO61 N2 3 E 1判側1 18．255

水田5 NM-NOfil-fi2 N2 2 E 南側2 18.859

-k田6 NS-OB6265 N2 0 E 55．278

水田6 NS-OA6061 N2 0 Eノ Ⅱlより 33．229 低い残存状況の悪い畦畔で､区画されている。

水Ill7 NO-NI60-65 N2 1 F東側（水口・尻水II) 西Ⅲ 81．292

水川7′ NN－NP62－65 N2 0 E 68．564
畦畔は検出できなかったが水山5と同じ段に

#)る。

水川8 NE-OB65-66 西側 )1.770

水田9 NS-NI6,5-66 9.275

水川ID DCOD63-66 42．659

水11110' OD-OE66-67 8.923 雌畔を調査区西壁で確認。

I)祭mE的な意義に関する見解は宇野隆夫氏から御指導頂いた。
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第2節出土遺物

今回の調査では、251点の遺物が出土した。遺物は、撹乱を除けば、すべて層内から出土しており、

取水溝など明確な遺構内から検出したものはない。各層から出土した遺物は、上層から出土した遺物

ほど新しい傾向がある。ただし各層は、洪水砂を除けば耕作土である可能性が高いことから、遺物の

混在は少なからずあるものと↓思われる。

以下に各遺物について層位ごとに略述する（凶312)。なお、遺物観察表（表133～136)については、

重竹遺跡と同じ型式で作成した。

IV層（図312:l～4)1は須恵器の杯蓋C類である。返りのある端部の内側がわずかに窪んで、そ

こから上方に屈曲する。内外面に自然紬が付着している。2は連房陶器の土瓶である。口縁部破片で

あり、外面に鉄粕・内面に灰袖が施粕され、口縁端部が露胎となる。瀬戸産であり、連房第8小期以

降に比定される。3は連房陶器の水髪である。口縁部内面に粘土紐を貼り付けて受けn状にしている。

瀬戸産であり、連房第9小期に比定される。4は古瀬戸の片11鉢である。底部内Iiiが摩耗している。

V層（図312：5～16)5-6は土師器Ⅱである。5は底部内面に布目のようなものが見られる。6

は薄手で焼成がよい。近世の土師器皿である可能性がある。7は、査系陶器の碗である。器高が低く

器壁が薄いことから、北部系8～9型式に比定される。8は連房陶器の小碗である。胴部破片であり、

胴部下半外面が露胎となる。連房第1小期に比定される。9は連房陶器の菊皿である。外面に沈線が

残っている段階のもので､、底部下半外面が露胎となる。連房第4小期に比定される。10は連房陶器の

折縁鉄絵皿である。残存してはいないが、見込に閏竹文が描かれる皿である。兇込内l訂の長石袖は不

明瞭であり、灰軸が口縁部内外面のみに施粕される。連房第2～3小期に比定される。IIは連房陶器

の鉄絵皿である。見込に描かれる文様は、同心円状の圏線と唐草文である。高台内が一部露胎となる。

連房第1小期に比定される。12．13は連房陶器の賓盟である。12は直線的に立ち上がる器形を持つ。

摺絵は楓の葉のようにみえる。13は、平面が長方形になる箸額の角に当たる部分の破片である。摺絵

のモチーフは不明である。ともに連房第5～6小期に比定される。14は連房陶器の瓶掛型火鉢である。

外面にスタンプによる文様を施した後、外面に銅緑粕を施粕している。内面は露胎となる。瀬戸産で

あり、連房第8～9小期に比定される。15は土錘である。細長い器形が特徴であり、焼成が良く焼き

締まっている。16は十能である。今1口1の調査で重竹遺跡から川土した十能（294.295）とほぼ同じ形

態のものと考える。瀬戸産であり連房第8小期に比定される。

VI層（図312:17)17は何らかのI'l筒形の道具にはめられていた金具と考える。イIllのタガのようなも

のが予想される。

Ⅷ層（図312：18～22)18～20は土師器Ⅲである。18は胴部・口縁部を指でつまんで整形している。

19はやや厚手で大型の土師器皿になる可能性がある。20は口縁端部が面取り気味になっている。21は

''1蓋系陶器の碗である。酸化焼成しており胎土が赤い。北部系II型式の生田2号窯式に分類した。22

は大窯の稜皿である。全面に鉄袖が施紬される。

その他（図312：23.24）23は常滑の髪である。撹乱から出士した。24は大窯の稜皿である。22とN

じ形態をもつ。
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表133上西田遺跡土器観察表
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表135上西田遺跡土製品観察表
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第3部自然科学分析

第1章 鍛冶関連遺物の分析

大津正己・鈴木瑞穂（九州テクノリサーチ・TACセンター）

1.いきさつ

重竹遺跡は岐阜県関市下有知に所在する、縄文時代から近世にかけての複合遺跡である。

このうちE区では、12世紀末～16世紀前半に比定される鍛冶関連遺構が検川されている。さらにA、

B、H、I区からも椀形鍛冶津などの鍛冷関連遺物の出土が確認されているため、各地区、時期の鉄

器生産の実態を検討する目的から金属学的調査を実施した。

2．調査方法

2－1．供試材

表139に示す。鍛冶関連遺物計24点の調査を行った。

2－2．調査項目

(1)肉眼観察

遺物の肉眼観察所見である。これらの所見をもとに分析試料採取付:置を決定する。

（2）マクロ組織

本来は肉眼またはルーペで観察した組織であるが、本稿では顕微鏡埋込み試料の断面全体像を、投

影機の10倍もしくは20倍で撮影したものを指す。当調査は、顕微鏡検査よりも広い範囲にわたって、

組織の分布状態、形状、大きさなどの観察ができる利点がある。

（3）顕微鏡組織

樺中に晶出する鉱物及び鉄部の調査を目的として、光学顕微鏡を川い観察を実施した。観察面は供

試材を切り出した後、エメリー研磨紙の#150、#240、#320、#600、#1000、及びダイヤモンド粒子の3

〃と1〃で順を追って研磨している。なお、金属組織の調査では腐食(Etching)液に5%ナイタル(硝

酸アルコール液）を用いた。

（4）ビッカース断面硬度

拝中の鉱物と金属鉄の組織|司定を目的として、ビッカース断面硬度計(VickersHardnessTester)

を用いて硬さの測定を行った。試験は鏡面研磨した試料に136の頂角をもったダイヤモンドを押し込

み、その時に生じた窪みの面積をもって、その荷車を除した商を硬度値としている。試料は顕微鏡川

を併用した。

（5）化学組成分析

供試材の分析は次の方法で実施した。

全鉄分(TotalFe)、金属鉄(MetallicFe)、酸化第一鉄(FeO):容量法。

炭素(C)、硫黄(S)、：燃焼容量法、燃焼赤外吸収法。

枇素(As):吸光光度法。
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二酸化畦素(SiO.)、酸化アルミニウム(A1203)、酸化カルシウム(CaO)、酸化マグネシウム(MgO)、

酸化カリウム(K,0)、酸化ナトリウム(NaR))、酸化マンガン(MnO)、二酸化チタンmeg、酸

化クロム(CrA)、五酸化燐(P205)、バナジウム(V)、銅(Cu)、:ICP(InductivelyCoupledPlasma

EmissionSpectrometer)法：誘導結合プラズマ発光分光分析。

（6）耐火度

主に炉材の性状調査を目的とする。l耐火度は、溶融現象が進行の途上で軟化変形を起こす状態度の

温度で表示される。胎土をゼーケルコーンという三角錐の試験片に作り、1分間当り10℃の速度で

1000℃まで温度上昇させ、以降は4℃に昇温速度をおとし、試験片が荷重なしに自重だけで軟化し崩

れる温度を示している。

3．調査結果

3-1.E区出土遺物

STE-l:椀形鍛冶津

（1）肉眼観察：大型でやや偏平な椀形鍛冶津の側面部破片と推定される。側面3面が破面である。

色調は灰褐色で、表面はやや風化傾向を呈す。全体に黄褐色の酸化土砂の付倉着が著しい。側面には長

さ1cm以下の細かい木炭痕が多数散在する。破面は綴密で気孔はほとんど見られない。

（2）顕微鏡組織：写真2①～⑨に示す。①は試料上面に付着した酸化土砂!の鋳化鉄粒で、廃棄

後の2次的な付着物の可能性が高い。片状黒鉛が析出するねずみ鋳鉄組織痕跡が確認された。また②

～④は倖中の銃化鉄粒及び金属鉄粒である。このような微細な鉄粒は主に試料上面側で観察された。

③中央の誘化鉄粒は鍛冶作業の際の熱影響を受けて細粒化しており、周囲には淡灰色木ずれ状結品

フアイヤライト(Fayalite:2EeOSi02)が晶川する。また、④⑤は津中に散在する金属鉄粒を5%

ナイタルで腐食した組織である。ともにほとんど浸炭していないフェライト単相に近い組織であった。

⑥～⑨は津部である。⑥⑧は白色粒状結晶ヴスタイト(Wustite:EeO)が多数晶出する個所、⑦⑨

はヴスタイトの晶出は僅かで発達したファイヤライトが晶出する個所である。

（3）ビッカース断面硬度：写真2⑧⑨の中央の鉱物結晶における硬度をiii定した。⑧の白色粒状

結晶の硬度値は455Hvであった。ヴスタイトの文献硬度値"450～500Hvの範囲内であり、ヴスタイト

に|可定される。また、⑨の淡灰色木ずれ状結晶の硬度値は633Hvであった。ファイヤライトの文献硬

度値600～700Hvの範囲内であり、ファイヤライトにl可定される。

（4）化学組成分析：表140に示す。全鉄分(TotalFe)50.18%に対して、金属鉄(MetallicFe)

0.01%､酸化第1鉄(FeO)50.84%､酸化第2鉄(Fê)15.23%の割合であった｡ガラス質成分(SiO,+

AUOs+CaO+MgO+K̂ O+NazO)は30.61%で、このうち塩基性成分(CaO+MgO)を1.65%含む。

主に製鉄原料の砂鉄中の不純物に由来する二酸化チタン(TiOjは0.20%、バナジウム(V)は0.01%

であった。また酸化マンガン(MnO)は0.08%、銅(Cu)は<0.01%であった。脈石成分(Ti、V、

Mn)の数値から、当試料は砂鉄を始発原料とした鉄素材の鍛錬鍛冶工程で派生したと推測される。

STE-2:椀形鍛冶津

（1）肉眼観察：やや薄手の椀形鍛冶津片と推定される。上下面は生きているが、側面は全面破面
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である。上面表層には薄くガラス質津が付着しており、羽11先端の溶融物と推定される。破面は繊密

で光沢が強い。

（2）顕微鏡組織：写真2⑩～⑫に示す。白色粒状結晶ヴスタイト、淡灰色木ずれ状結晶ファイヤ

ライトが素地の暗黒色ガラス質津中に晶出する。なお、ヴスタイト結晶の量と大きさは部位によって

差がある。

（3）ビッカース断面硬度：写真2⑩の白色粒状結晶の硬度を測定した。硬度値は529Hvであった。

測定値からはマグネタイト(Magnetite:FejOjの可能性が高い。しかし、測定時の亀裂の影響等に

よる誤差の可能性もあり、ヴスタイトの可能性を完全に否定はできない。

（4）化学組成分析：表140に示す。全鉄分(TotalFe)49.03%に対して、金属鉄(MetallicFe)

0.02％､酸化第1鉄(FeO)51.93%､酸化第2鉄(FeX).)12.36%の割合であった｡ガラス質成分(Si02+

AUÔ +CaO+MgO+K̂ O+Nâ O)は32.88%で、このうち塩基性成分(CaO+MgO)は2.97%を含

む。主に砂鉄の不純物に由来する二酸化チタンcncgは0.23%、バナジウム(V)は0.01%であり、

また酸化マンガン(MnO)は0.12%、銅(Cu)は0.01%であった。

当試料も砂鉄を始発原料とした鉄素材の鍛錬鍛冶工程で派生した津である。

STE-3:椀形鍛冶樺

(1)肉眼観察：平面は不整形の中型(222g)でほぼ完形の椀形鍛冶津である。全i剛木炭痕による

凹凸が著しい。木炭痕は最大で1.5cm程の長さである。津の色調は淡褐色で、表面は僅かに風化気味で

ある。小さな破面では中小の気孔がやや密に存在する。

（2）顕微鏡組織：写真2⑬～⑰に示す。⑬は試料表層に付着する微細な木炭片である。木炭に鉄

が置換し白色部は誘化鉄で、ごく微細な鉄が木炭繊維の空隙に入り込んだ痕跡を残す。⑭～⑰は津部

である。白色粒状結晶ヴスタイト、淡灰色盤状結姑ファイヤライトが素地の暗黒色ガラス質樺中にi'ii'i

出する。

（3）ビッカース断面硬度：写真2⑰の白色粒状結晶の硬度を測定した。硬度値は452Hvであった。

ヴスタイトに同定される。

（4）化学組成分析：表140に示す。全鉄分(TotalFe)53.46%に対して、金属鉄(MetallicFe)

003％､酸化第1鉄(FeO)49.68%､酸化第2鉄(Fê m.18%の割合であった。ガラス質成分(SiO.+

AUX+CaO+MgO+KaO+NajO)は23.31%で、このうち塩基性成分(CaO+MgO)を1.06%含む。

主に砂鉄中の不純物に由来する二酸化チタン(TiO.)は0.14%、バナジウム(V)は0.01%であった。

また酸化マンガン(MnO)は0.13%、銅(Cu)は0.01%である。当試料も鉄分高〈、脈石成分(Ti、

V、Mn)の低減した値を示す。砂鉄を飴発原料とした鉄素材の鍛錬鍛冶工程で派生した津に分類され

る。

STE－4：椀形鍛冶津（含鉄）

(1)肉眼観察:71gと小型で、ほぼ完形の椀形鍛冶津である。平面は不整形で、やや偏平な形状

を呈する。上面は比較的平出で、下面は細かい木炭痕による凹l"lが顕著である。また、表層には銃化

割れが起きており、まとまった鉄部の内包が推定される。
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（2）顕微鏡組織：写真2⑬～⑳に示す。⑬は試料表層に付着した鍛造剥吟2)である。断面では外層

へマタイト(Hematite:FeaOs)、中間層マグネタイト(Magnetite:FesOj、内層ヴスタイト(Wus-

tite:FeO)の鉄酸化物の3層構造が確認される。内層ヴスタイトは非晶質で鍛打工程後半段階の派生

物と想定される。

また、当試料の中央部には径10mm程のやや不定形で塊状を呈する鉄部が残る。外周から鋳化が進行

しているが、芯部に金属鉄が遺存する。⑲の写真右側は残存金属鉄部で、5％ナイタルで腐食すると、

過共析組織(C:0.77%以上）～ねずみ鋳鉄組織を呈する小鉄塊であった。内部には不規則な気孔が

存在し、明瞭な鍛打の痕跡はみられない。この鉄部は鍛冶原料の小鉄塊で、鍛打によりまとまった形

状の鉄素材となる前に、鍛冶炉内に落下し取り残された可能性が考えられる。⑳～⑳は鉄部の拡大で

ある。⑳の写真右側の灰色部は、鉄部表層の銭化鉄である。灰色部はフェライト、黒色部は層状のパー

ライトで亜共析組織の痕跡が残存している。津と接触するため表層部が僅かに酸化、脱炭されたもの

と推測される。⑳はねずみ鋳鉄組織、⑳、⑳は過共析組織部分の拡大である。パーライト基地に針状

セメンタイトを析出する。

⑳、⑳は樺部である。白色粒状結晶ヴスタイト、淡灰色木ずれ状結晶ファイヤライトが素地の暗黒

色ガラス質津中に晶出する。廃鉄器（鉄鍋など）を原料として「下げ」（脱炭）を行った倖の可能性を

もつ。

（3）ビッカース断向硬度：写真2⑳、⑳の過共析組織部分の硬度を測定した。＠の素地のパーラ

イト部分の硬度値は339Hvであった。パーライトとしてはかなり硬質の値である。冷却速度が速く、

パーライトの眉間が密であるためと考えられる。また白色の板状セメンタイトの硬度値は619Hvで

あった。組織に見合った値である。

更にもう1個所津中に品川する白色粒状結晶の硬度を測定した。硬度値は435Hvであった。ヴスタ

イトの文献硬度値の下限を若干下山るが、ヴスタイトの可能性が高い。

（4）化学組成分析：表140に示す。全鉄分(TotalFe)57.43%に対して、金属鉄(MetallicFe)

1.23%、酸化第1鉄(FeO)41.10%、酸化第2鉄(Fê )34.68%の割合であった。津中の鉄酸化物

のみでなく、鉄部の銃化鉄及び残存金属鉄を含む値である。ガラス質成分(Si02+A1;A+Ca0+

MgO+K̂ O+Nâ O)は15.89%と低値で、このうち塩基性成分(CaO+MgO)は0.63%に留まる。砂

鉄特有成分の二酸化チタン(TiO,)は0.11%、バナジウム(V)は0.01%と低く、更に酸化マンガン

(MnO)も0.05%と低値であった。また、銅(Cu)は<0.01%である。低マンガン.低ガラス質成分

は廃鉄器リサイクル津としての傾向を有している。

STE-5:椀形鍛冶津

（1）肉眼観察:26g強の小型でほぼ完形の椀形鍛冶津である。平面は不整楕円形を呈する。上面は

平坦気味で、下面は細かい木炭痕による凹凸が目立つ。倖の色調は灰黒色で蝿、小さな破面の気孔は少

なく徴密である。

（2）顕微鏡組織：写真2⑳～⑳に示す。鉄津の鉱物組成は、色粒状結晶ヴスタイト(Wlistite:

FeO)、淡灰色木ずれ状結晶フアイヤライト(Fayalite:2FeO･SiÔ )が素地の暗黒色ガラス質津中

に晶出する。またヴスタイト粒内の微細な淡褐色の占肖出物はヘーシナイト(Hercynite:FeO-ALO,)
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である。

また⑳、⑳は試料表層に付着する酸化士砂中の鍛造剥片である。剥片は風化しているため、中間層

マグネタイト、内層ヴスタイトがやや不明瞭であるが、鉄酸化膜の層構造を残す。内層ヴスタイトは

非晶質で鍛打工程後半段階の派生物である。

（3）ビッカース断面硬度：写真2⑳の白色粒状結晶の硬度を測定した。硬度値は425Hvであった。

ヴスタイトの文献硬度値の下限を若干下|口lるが、風化を受けたヴスタイトであろう。

（4）化学組成分析：表140に示す。全鉄分(TotalFe)59.68%に対して、金属鉄(MetallicFe)

0.01%､酸化第1鉄(FeO)61.10%､酸化第2鉄(FeXg17.41%の割合であった｡ガラス質成分(SiO.+

AhOs+CaO+MgO+K̂ O+Nâ O)は低値の18.58%で、このうち塩基性成分は(CaO+MgO)0.57%

と少ない。砂鉄特有成分の二酸化チタン(TiO,)は0.16%、バナジウム(V)は0.01%と低く、酸化

マンガン(MnO)も0.06%と低値であった。また銅(Cu)は0.01%である。当試料も鉄分が高く、脈

石成分(Ti、V、Mn)の低減した値を示し、特に低Mn傾向は廃鉄器リサイクル津の可能性をもつ。

STE-6:鉄塊系遺物

（1）肉眼観察：小型で比較的薄手の鉄塊系遺物の可能性が高い。側凹は全面破面である。倖の地

の色調は黒灰色で、広く錆色に覆われる。津中にごく微細な鉄が多数散在していた可能性が考えられ

る。破面は比較的綴密で気孔は少ないが、重量はない。

（2）マクロ組織：写真6①に示す。鉄素地は激しく侵食されて多孔質した鋳化鉄であった。

（3）顕微鏡組織：写真2⑪～⑬に示す。誘化が進んでおり、ケーサイト(Goethite:a－FeO-OH)

化して金属組織痕跡は不明瞭であった。

STE-7:鋳造鉄片（板状）

(1)肉眼観察：小型で厚板状の鋳鉄片である。表層が黄褐色の土砂で覆われ、地の観察が困難で

ある。現状では明瞭な津部は見受けられない。特殊金属探知器のH(O)で反応があるが、全体に銃

化が進み放射割れが著しい。

（2）マクロ組織：写真6②に示す。厚さ8mm程の厚板状の銃化鉄片である。写真右側側面は誘化

による破面であるが、残る側面3面は生きている。また全体が僅かに内簿する。平縁の鋳造器物の｢’

縁部破片と思われる。

（3）顕微鏡組織：写真3①～⑤に示す。①はマクロ写真の左下側角部の拡大である。写真左側の

明色部が短軸表層、下側の明色部が長軸表層である。生きている側面3面では表層に薄く報共析組織

痕跡を残す。鋳込み時ないしは器物使用時の熱影響で酸化、脱炭されたと考えられる。これに対して

内側の暗色部は、鋳込みままの亜共i恰組成白鋳鉄痕跡を留める。なお②③は①の短軸表層側の拡大、

また④⑤は①の長軸表層側の拡大である。脱炭層の外側には部分的に薄<I'l色屑がみられる。これは

加熱による酸化鉄層（スケール）ないしは銃化物の可能性が考えられる。

STE－8：鋳造鉄片（板状）

（1）肉眼観察：やや厚手の板状を呈する鋳鉄片である。側面全面が破面である。全体に放射割れ
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が顕著で、完全に銃化している。表面が淡褐色の酸化土砂で分厚く覆われる。さらに銭化による剥落

もあり外形が不明瞭だった。

（2）マクロ組織：写真6③に示す。最大で厚さ5mm程の板状の銃化鉄片である。長軸両面は生き

ているが、短軸両面は銃化による破面である。

（3）顕微鏡組織：写真3⑥～⑧に示す。蜂の巣状のレデブライト及び小型片状黒鉛の痕跡が混合

した斑鋳鉄の破片と判明した。

STE-9:鍛冶津片

（1）肉眼観察:26gと小型の鍛冶津片である。側面4面は全て破面である。上面は滑らかな流動

状を呈する。また、下面では1個所小喋を噛み込んでいる。

（2）顕微鏡組織：写真3⑨～⑪に示す。⑨⑩は白色粒状結晶ヴスタイト、淡灰色盤状結晶ファイ

ヤライトが素地の暗黒色ガラス質津中に晶出する。⑪は試料~卜面側で発達したファイヤライトのみが

品出し、写真右下側は下面表層に付着する小喫を示す。

（3）ビッカース断面硬度：写真3⑨の白色粒状結晶の硬度を測定した。硬度値は531Hvで、マグ

ネタイトの可能性が高い。しかし測定時の亀裂等による誤差の可能性もあり、ヴスタイトの可能性も

完全に否定はできない。

（4）化学組成分析：表140に示す。全鉄分(TotalFe)52.74%に対して、金属鉄(MetallicFe)

0.01％､酸化第1鉄(FeO)53.10%､酸化第2鉄(FeXy16.38%の割合であった｡ガラス質成分(SiO.+

AI2O3+CaO+MgO+K2O+NaaO)は28.18%で、このうち塩基性成分(CaO+MgO)を1.48%含む。

主に砂鉄中の不純物に由来する二酸化チタン(TiO,)は0.16%、バナジウム(V)は0.01%であった。

また酸化マンガン(MnO)は0.08%、銅(Cu)は0.01%である。鉄分高く、脈石成分の低減した数値

から、砂鉄を始発原料とした鉄素材の鍛錬鍛冶工程で派生した倖に分類される。

STE－10：鉄塊系遺物

(1)肉眼観察:24gと小型で塊状の鉄塊系遺物である。上面は比較的平坦で、深い椀形を呈する。

表面は全面淡褐色の酸化土砂で覆われる。また、土砂中には粉炭が僅かに混在する。一部銃化による

放射割れを起こしているが、特殊金属探知機のL（●）で反応があり、重量もあるためまとまった金

属鉄の遺存が察知された。

（2）マクロ組織：写真6④に示す。まとまりのある過共析組織の鉄塊であった。内部には不定形

の中小の気孔が散在し、鍛打前の鍛冶原料鉄の可能性をもつ。表面に津の付着は見られない。

（3）顕微鏡組織：写真3⑫～⑯に示す。⑫は表層に付着する酸化土砂中の鍛造剥片である。断面

には鉄酸化物の3層構造がみられ、内層ヴスタイトは非晶質である。鍛打工程後半段階の派生物であ

る。

⑬は鉄中の非金属介在物を示した。微細な黄褐色異物が複数散在しており、硫化鉄(FeS)である。

⑭～⑯は金属鉄を5％ナイタルで腐食した組織である。黒色層状のパーライト素地に白色針状のセメ

ンタイトが析出した過共析組織（0.77％以上C)の鉄塊であった。

（4）ビッカース断面硬度：写真3⑮⑯の金属組織の硬度を測定した。⑮のレデブライト部分の硬
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度値は695Hv、⑯のパーライト基地の硬度値は277Hvであった。それぞれ組織に見合った値である。

STE-ll:鍛造鉄片（方柱状）

(1)肉眼観察：横断面が長方形を呈する棒状鉄器の破ﾊｰである。表面は淡褐色の酸化土砂に分厚

く覆われるため外形が不明瞭である。

（2）マクロ組織：写真6⑤に示す。9×12mmの断面をもち、横方向に折り返し鍛錬の痕跡が残る

鍛造品であった。焼き入れ組織をもち残存金属鉄中の明色部はマルテンサイトで、鍛錬後水冷を施し

た痕跡である3)。なお、表層と芯部では水冷時の冷却速度に差があるため、部位により焼きの入り方が

異なっている。表層側は比較的マルテンサイトの割合が高いが、芯部は黒色層状のパーライト主体の

組織となる。

（3）顕微鏡組織：写真3⑰～⑳に示す。⑰は鉄中非金属介在物である。非部I質珪酸塩系の介在物

が複数確認された。鍛錬成形時に酸化防止に塗布された粘土汁由来のものであろう。⑬～⑳は金偶鉄

を5％ナイタルで腐食した組織で、⑬～⑳はマクロ写真左側端部の拡大である。黒色層状のパーライ

ト素地中に針状のマルテンサイトが点在する。更に旧オーステナイト粒界に沿って若干フェライトが

晶出する。中でも⑲の写真左側は白色のフェライトが比較的多い低炭素域である。また、⑳～⑳はマ

クロ写真右側端部の拡大である。⑳は側Ifll中央寄りの拡大で、右側面と同様にパーライトの割合が高

い。これに対して⑳は下端部で、マルテンサイト素地に旧オーステナイト粒界に沿って微細パーライ

トが析出しており、比較的良く焼きが入っている。

（4）ビッカース断面硬度：写真3⑲⑳、⑳、⑳の金属組織の硬度を測定した。⑲の写真左側の低

炭素域の硬度値は187Hvで最も救質の値を示す4)。またフェライト、パーライト部分の硬度値はそれ

ぞれ21()llv、285Hv、点在するマルテンサイトの硬度値は478Hvであった。⑳もパーライト素地に針

状フェライトが析出する個所で、硬度値は279Hvである。

また⑳のパーライト素地部分の硬度値は275Hv、296Hv、マルテンサイト部分の硬度値は361Hvで

あった。更に⑳のマルテンサイト素地部の硬度値は633Hvである。

以上の組織観察及び断面硬度調査の結果、当試料は炭素含有量が0.5～0.7％程度の偏析をもつ唖共

析鋼で、温度がパーライト変態点（727℃）より低下した状態から水冷されたと椎mされる。

STE-12:鍛造鉄片（板状）

（1）肉眼観察：板状の鉄器片である。表面が淡褐色の酸化土砂に分厚く覆われ、外形は不明瞭で

ある。横断ifiiの長辺は一辺がほぼ平坦で、もう一辺は弧状を呈する。これが鉄器本来の輪郭線か誘化

による変形か外観からは定かでない。また特殊金属探知器で反応があるため、内部に金属鉄の遺存が

判明した。

なお供試材の切断面は長方形状を呈し、鍛打により粗く形状が整えられた鉄素材と推定される。表

面の歪みは表層に津が付着するためであった。

（2）顕微鏡組織：写真3⑳～⑳に示す。＠は僅かに残存する金属鉄部を中心に、厚み方向の断凹

状況を示している。長辺側の表層は薄く津で覆われており、内部にもごく薄い津層を巻込む。

⑳は表層に付着する津部の拡大である。ごく微細な淡灰色木ずれ状結晶ファイヤライトが素地の暗
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黒色ガラス質津中に品出する。津部では何れもごく微細なファイヤライト結晶のみが確認された。鉄

素材の表面酸化防止や鍛接のために塗布される粘土汁などが熱影響を受けて津化した可能性が高い。

また⑳、⑳は金属鉄部分である。中央の鉄中非金属介在物中には淡茶褐色多角形結酷が品出してお

り、ウルボスピネル（UIvspinel：2FeO・TiO2）と推定される。これらの鉱物から、当試料の始発

原料は砂鉄と判断される。また、金属組織は、色針状のフェライトの周囲で僅かに黒色層状のパーラ

イトが析出しており、素地はベイナイト（フェライトの地のなかに分散した微細なセメンタイトで構

成される）を呈する。当試料は加熱鍛打作業の後、パーライト変態点以下の温度域から水冷されたと

推測される。さらに⑳は銃化鉄部である。中央は鍛打により点列状に分散した介在物で、微細なファ

イヤライトが晶出している。表層の付着倖と同質の津が折り返し鍛錬によって内部に巻き込まれたも

のであろう。また、誘化鉄には金属鉄部と同様の針状フェライトの痕跡が微かに残る。

（3）ビッカース断面硬度：紙面の構成上、硬度を測定した圧痕の写真を割愛したが、残存金属鉄

部分の調査を実施した。素地部分の硬度値は141Hvであった。この値からベイナイトと推測される。

また、発達した針状フェライト及び黒色のパーライトが析出する個所の硬度値は170Hvであった。同

じベイナイトで若干硬質傾向を示すが、冷却速度の速さを反映したものであろう。

STE-13:鋳造鉄片（鍋破片か）

（1）肉眼観察：平面が不整台形を呈する鋳鉄器物の体部破片である。側面は全面破面である。全

体が緩やかに内響する。完全に銃化しており、放射割れが著しい。

（2）マクロ組織：写真6⑥に示す。全体に白鋳鉄組織痕跡が残る鉄器破片である。器厚は4.5mm程

で、内部には中小の気孔が散在する。これは鋳込み時の霜であろう。

（3）顕微鏡組織：写真4①～③に示す。①は試料端部である。写真右側の短軸表層は銃化による

破面である。残る片l而も破面で両端共に破面と確認された。②③の試料表面の明色部はセメンタイト

が剥落した跡を僅かに残し、表層の一部に酸化・脱炭された痕跡を留める。また、その内側には白鋳

鉄組織痕跡が残存する。

STE－l4：鋳造鉄片（鍋破片か）

（1）肉眼観察：こちらも平面が不整台形を呈する鋳鉄器物の破片である。側面は全面破面である。

全体が僅かに内簿する。表面には銃化による放射割れがみられるが、特殊金属探知器のM(@)で反

応があり、内部には金属鉄が遺存する。

（2）マクロ組織：写真4⑦に示す。外周部から鋳化が進行しているが、中央では一部金属鉄が残

存している。全体で白鋳鉄組織ないしはその銭化痕跡を留める。内部には鋳込み時の霧が想定される

ごく微細な円形の気孔が散在する。また写真上側の表層（器物外面）は非常に平滑であるが、下面側

表層（器物外面）は波打つように微細なI"l門がみられる。外部からの銃化の影響と思われる。肉厚は

約6mmを測る。

（3）顕微鏡組織：写真4④⑤に示す。④の写真11側の白色部は残存金属鉄である。素地部分から

銃化が進行しており、セメンタイト部分が残存している。また⑤の写真左側は試料端部である。顕微

鏡観察の結果、試料両端が破面と確認された。
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STE-15:鍛造鉄片（条材）

(1)肉眼観察：平面不整長方形状の条材鉄製Ai'lである。長軸方向は緩い円弧を描く。短軸両端は

明瞭な破面である。長軸側は付着酸化土砂のため破1mか森か判断が難しい。しかし、少なくても一面

は平坦に整えられた面である可能性が高い。特殊金属探知機のL（●）で反応があり、まとまった金

属鉄が遺存すると考えられる。

（2）マクロ組織：写真6⑧に示す。断面は18×11mm程度で条材であろう。中央の殿接線は鋳化が

進行しており、観察面では大きな割れが生じている。試料中には他にも多数の殿接線が確認でき、折

り返し鍛錬が施された鍛造品と半1]断される。残存金属には明暗色むらがあり、炭素量は0.1～0.7%程

度のバラツキをもつ。

（3）顕微鏡組織：写真4⑥～⑯に示す。⑥は鉄中非金属介在物を腐食なしの状態で示した。写真

中央左よりの介在物は、ガラス質の素地中に白色粒状結晶ヴスタイト(Wustite:FeO)が晶川する。

⑦～⑯は金属鉄を5％ナイタルで腐食した組織である。⑦～⑪はマクロ写真左側面縦断面の拡大で

ある。上面中央寄りが最も炭素量が高く、⑨に示したように全面パーライトの共析組織を呈する。ま

た下面側は全体的に炭素量が低めで、下面表層に向かって緩やかに炭素含有量が低下している。

また、⑫～⑯はマクロ写真T央やや右寄り縦断面の拡大である。この個所は前述の⑦～⑪と比較す

ると全体に炭素量が低めであるが、同じく中央上面寄りの個所が最も高炭素域となっている。さらに、

下I前側が低炭素域となるが、⑮⑯に示すようにフェライト結晶が非常に細かい個所と、比較的大きな

化l所が互屑をなしている。またフェライトが細粒化した個所と対応して、ごく微細な黒色点状の酸化

物が多数分布している。これは試料表面が加熱酸化されて生じた酸化物（スケール）が鍛打によって

微細化したもので、折り返し鍛錬が複数回施された痕跡と推測される。

（4）ビッカース断面硬度：⑦～⑯の金属組織の硬度を測定した。最も硬質の値を示したのは⑨の

共析組織個所で、硬度値は319Hvであった。これに対して最も軟質の値を示したのは⑫の下半部'I'央

付近で、硬度値は184Hvであった。いずれも組織から推測される炭素含有量(0.77～0.15%C)から

みると比較的高めの数値である。これは鍛打によって、全体に結晶が微細化していることを反映した

数値といえる。

以上の組織観察及び断面硬度調査の結果、当試料は炭素含有量のばらつきが大きな鉄索材を折り返

し鍛錬した鍛造製尚尚ないしは未製尚占と推測される。なお当試料には水冷痕跡は認められなかった。

STE-16:鍛造鉄片（棒状）

(1)肉眼観察：横断面が長方形状の棒状鉄製品である。銭化による亀裂が層状に走っており、鍛

造品と判断される。酸化土砂の付着により外形は不明瞭であるが、下端部がやや幅広で厚みを減じる

形状を呈するため、刃部である可能性も考えられる。

（2）顕微鏡組織：写真4⑰～⑳に示す。金属鉄は5％ナイタルで腐食している。⑰は金属鉄の残

存状況を示した。当試料は全体に銃化が進行しているが､長辺片側表)首付近で若干金属鉄が残存する。

またこの血の表層は凹凸があり、鉄器本来の表ifiiではなく銃化による剥離Ifiiであろう。殿接線に沿っ

て鋳化が進行した可能性が高い。

⑰～⑳は残存金属鉄部の拡大である。⑬～⑳は⑰の上側の金属鉄であり、端部に灰色微細針状のマ
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ルテンサイト組織が確認された。また内側は向色のフェライト素地で、細かい黒色層状のパーライト

及び灰色針状のマルテンサイトが混在する。⑳は⑰の下側の金属鉄であり、フェライト単相の組織で

あった。

（3）ビッカース断面硬度：写真4⑲～⑳は金属組織の硬度測定の圧痕である。⑲の金属鉄端部の

マルテンサイト組織の硬度値は431Hvであった。全体に炭素含有量が低いため、比較的軟質の値を示

す。また⑳の写真右側はやはり端部で、白色のフェライトと灰色のマルテンサイトが層状に並ぶ。こ

の個所の硬度値は313Hv、275Hvであった。更に⑳の写真左側のフェライト素地に少量パーライト及

びマルテンサイトが晶出する佃|所の硬度値は184Hv、⑳のフェライト単相部分の硬度値は168Hvで

あった。

当試料もSTE-ll鍛造鉄片と同様に、パーライト変態点より下がった温度領域から水冷しているこ

とが確認された。しかし、僅かに残存する金属鉄部はいずれも炭素量の低い鋼で、水冷により高い硬

度を得ることを目的とするならば炭素含有量が低い5)。その場合、本来当試料中には炭素量がより高

く、効果的な焼き入れ硬さが得られる領域も存在した可能性が考えられる。そのものは誘化剥落で遺

在しない。

STE－I7：羽口破片か

(1)肉眼観察：不定形の焼成粘土塊である。一部に黒色ガラス質津がごく薄く付着する。不定形

の各面は手提ねで成形された面で生きている可能性が高く、羽口の破片としては疑問が残る。色調は

淡褐色で砂粒が僅かに混在する。また植物の種子痕も散見される。

（2）化学組成分析：表138に示す。強熱減量(Igloss)は10.07%と高値で、ほとんど熱影響を受

けず結晶構造水が保持された状態での分析である。鉄分(Fê Os)は3.34%とさほど高くなく、軟化性

は問題なかろう。しかし酸化アルミニウム(AWs)は15.69%と低く、更に塩基性成分(CaO+MgO)

は1.16%とやや多めで、耐火性には不利な成分系であった。

（3）耐火度：1180℃であった。鍛冶関係の炉材と想定した場合、あまり耐火性に優れた性状とは

いえない。成分系に対応した値である。

3-2.H区出土遺物

STH-i:椀形鍛冶倖

（1）肉眼観察:162gを測るほぼ完形の椀形鍛冶津である。平面は不整形で､偏平な形状を呈する。

津の色調は灰黒色である。比較的滑らかな流動状で綴密な個所と、細かい木炭痕によるIul凸が顕著で

比較的気孔の多い個所がみられる。また一部特殊金属探知機のH(O)反応があり、鉄部を内包する。

（2）顕微鏡組織：写真5①～⑤に示す。①②のような比較的発達した白色粒状結晶ヴスタイトが

凝集気味に晶出する個所も点在するが、③に示したような微細な白色樹枝状結晶ヴスタイトと比較的

発達した淡灰色木ずれ状結晶ファイヤライトの晶出が広範囲で確認された。また、④⑤のような薄膜

状のヴスタイトも複数点在している。これらは鍛錬中途の鉄素材ないし未製品の表層が酸化したス

ケールが鍛冶炉内に入り、津中に取り込まれた可能性が高い。

（3）ビッカース断面硬度：写真5①の''1色粒状結晶の硬度を測定した。硬度値は42811vで、ヴス
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タイトの文献硬度値の下限を僅かに下回るが、測定時の亀裂等による誤差や風化の可能性があり、ヴ

スタイトと見倣される。

（4）化学組成分析：表138に示す。全鉄分(TotalFe)44.68%に対して、金属鉄(MetallicFe)

0.01%､酸化第1鉄(FeO)34.33%､酸化第2鉄(Fe203)25.72%の割合であった。ガラス質成分(Si02+

AUOs+CaO+MgO+KzO+NajO)は33.42%で、このうち塩基性成分(CaO+MgO)を1.39%含む。

主に原料砂鉄中の不純物に山来する二酸化チタン(TiO.)は0.24%、バナジウム(V)は0.01%、ま

た酸化マンガン(MnO)は0.12%であった。銅(Cu)は0.01%である。脈石成分(Ti、V、Mn)は

A区出土鉄津とほぼ同等の値であった。

当試料は鉱物組成、化学組成の特徴から、砂鉄を始発原料とした鍛錬鍛冶津に分類される。

STH-2:椀形鍛冶倖

（1）肉眼観察:75g弱で平面が円形に近い形状の椀形鍛冶津である。また側面3面が破面である

が、完形に近いと推測される。上面は比較的平坦で、下旧iは流動状を呈し、細かい木炭痕が多数残存

する。更に灰白色の鍛冶炉床士が点々と固着する。倖の地の色調は灰黒色で、重量感のある倖である。

（2）顕微鏡組織：写真5⑥～⑧に示す。I'l色粒状結"Iヴスタイト、淡灰色盤状結i'ii'iファイヤライ

トが素地の暗黒色ガラス質津中に晶出する。また、⑦中央の灰色部は銃化鉄である。組織痕跡は残存

していない。

（3）ビッカース断面硬度：写真5⑥の白色粒状結晶の硬度を測定した。硬度値は448Hvであった。

ヴスタイトの文献硬度値の下限を僅かに下回るが、誤差の範囲内と考えられる。

（4）化学組成分析：表138に示す。全鉄分(TotalFe)57.15%に対して、金属鉄(MetallicFe)

0.03%､酸化第1鉄(FeO)63.35%､酸化第2鉄(FeXg11.26%の割合であった｡ガラス質成分(SiO2+

Al.Os+CaO+MgO+K.O+Nâ O)は24.17%で、このうち塩基性成分(CaO+MgO)を0.73%含む。

主に原料砂鉄中に不純物に由来する二酸化チタン(TiO.)は0.24%、バナジウム(V)は0.01%であっ

た。また酸化マンガン(MnO)は0.04%、銅(Cu)は<0.01%である。鉄分高く、脈石成分の低減し

た値から、砂鉄を始発原料とした鍛錬鍛冶津に分類される。

3-3.I区出土遺物

STI-1:椀形鍛冶津

(1)肉眼観察:565g大型で厚手の椀形鍛冶津片である。側面1面のみに大きな破血を残す。表面

には1.5cm大の木炭痕が少数散在する。破面には中小の気孔を多数発生し、中には上下方|向jにｲIllびる形

状のものもある。樺の地は暗灰色で、重量のある倖である。

（2）顕微鏡組織：写真5⑨～⑪に示す。⑨は試料上面側で、あまり発達した粒状のヴスタイト結

品Iがみられず、ごく微細な白色樹枝状に晶出している。これに対して、⑩⑪のように下側2／3程の

部分では粒状のヴスタイト結晶が少数散在する。また全面に発達した淡灰色盤状結姑ファイヤライト

がみられる。

（3）ビッカース断面硬度：写真5⑪の白色粒状結晶の硬度を測定した。硬度値は464Hvでヴスタ

イトに同定される。
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（4）化学組成分析：表138に示す。全鉄分(TotalFe)50.80%に対して、金属鉄MetallicFe)

0.01%､酸化第1鉄(FeO)50.99%､酸化第2鉄(Fe.OJ15.95%の割合であった｡ガラス質成分(SiO.+

ALOg+CaO+MgO+K.O+Na.O)は28.68%で、このうち塩基性成分(CaO+MgO)を1.84%含む。

砂鉄特有成分の二酸化チタン(TiO.)は0.18%、バナジウム(V)は0.01%であった。また酸化マン

ガン(MnO)は0.14%、銅(Cu)は0.01%である。鉄分が高く、脈石成分(Ti、V、Mn)の低減し

た値を示す。砂鉄を始発原料とした鉄素材の鍛錬鍛冶工程で派生した津である。

STI-2:椀形鍛冶津

（1）肉眼観察：側面に淡褐色の炉壁胎土が付着する椀形鍛冶津片で、274gを測る。胎土中には最

大5nm程の砂粒が多量に混和されている。上面は炉壁が溶融したガラス質津が主体で、一部津化した

砂鉄塊が付着する。また内側は暗灰色の津部で、下面は平坦面となっている。工具痕と思われる。

（2）顕微鏡組織：写真5⑫⑬に示す。⑬写真左側が試料上面端部である。最上層は白色粒状結晶

ヴスタイト、淡灰色木ずれ状結晶ファイヤライトが晶出する津部で、その中心に銃化鉄が存在する。

⑫は誘化鉄部の拡大である。上面端部には網目状のセメンタイト痕跡が残存する。少なくともこの部

分は過共析組織であったことが分かる。なお、内面の気孔の状態などから鍛打の影響をほとんど受け

ていない小鉄塊が鍛冶炉内に落下したものと推測される。また、その下側は発達した淡灰色盤状結晶

ファイヤライトが晶出する津部である。この個所では局部的に白色多角形結晶もみられ、マグネタイ

ト(Magnetite:FosOjの析出である。そのさらに下面の写真右側端部は暗黒色ガラス質津である。

紙面の構成上割愛したが、下面は発達したファイヤライト結晶のみが晶出する。

（3）ビッカース断面硬度：紙ifiiの構成上、硬度を測定した圧痕の写真を割愛したが、淡灰色盤状

結晶ファイヤライトの調査を実施した。硬度値は650Hvでファイヤライトと推測される。

（4）化学組成分析：表138に示す。ガラス質部は避けて主に下面側の津部を供試材とした。全鉄分

(TotalFe)は57.81%と高く、金属鉄(MetallicFe)0.02%、酸化第1鉄(FeO)46.91%、酸化第

2鉄(Fe.Os)30.49%の割合であった，ガラス質成分(SiO.+AI.O3+CaO+MgO+K.O+Na.O)は

17.27％と少なく、このうちに塩基性成分(CaO+MgO)を1.17%含む。砂鉄特有成分の二酸化チタン

(TiO.)は0.14%、バナジウム(V)は0.01%であった。また酸化マンガン(MnO)は0.05%と低く、

m(Cu)は0.01%である。鉄分は高く、脈石成分のうちのマンガンの低減した数値から、当試料は廃

鉄器リサイクル津の可能性をもつ。

STI-3:椀形鍛冶津

（1）肉眼観察：上下段の大きさが異なる2段椀形鍛冶津で、下段は小さくほぼ完形である。上段

は不定形で側面1面が破面である。共に15mm程の厚みがある。上面端部にガラス質津が付着しており、

羽口先端溶融物であろう。また下面は共に細かい木炭痕による凹l"lが著しい。共に津の色調は黒灰色

で、重量のある倖である。

（2）顕微鏡組織：写真5⑭に示す。白色粒状結晶ヴスタイト、淡灰色盤状結晶ファイヤライトが

素地の暗黒色ガラス質倖中に晶出する。なおヴスタイト結晶内には微細な褐色の晶出物が点在する。

これはヘーシナイト（Hercynite：FeO・Al203）の可能性が高い。
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（3）ビッカース断面硬度：写真5⑭の白色粒状結晶の硬度を測定した。硬度値は467Hvでヴスタ

イトに同定される。

（4）化学組成分析：表138に示す。全鉄分(TotalFe)は39.28%と低めで、金属鉄(MetallicFe)

0.01%、酸化第1鉄(FeO)39.86%、酸化第2鉄(Fe.O.)11.85%の割合であった。これに対してガ

ラス質成分(SiO.+Al̂ +CaO+MgO+K.O+Nâ O)は45.63%と高値で、このうち塩基性成分

(CaO+MgO)を1.75%含む。主に製鉄原料の砂鉄に由来する二酸化チタン(TiO.)は0.33%、バナ

ジウム(V)は0.01%であった。酸化マンガン(MnO)は0.12%、銅(Cu)は0.01%であった。ガラ

ス質成分が高い割合を示すため、鉄分が低めの数値を示す。また脈石成分(Ti、V、Mn)は当遺跡出

土鉄津の中では若干高値傾向を示すが、大きな差はみられない。羽口、炉畦等の溶融物の割合が高い

砂鉄系鍛錬鍛冶津と推定される。

3-4.AⅨ出土遺物

STA-1:椀形鍛冶津

(1)肉眼観察:262gを測る中型の椀形鍛冷津である。側l自121mは破面である。表層に分厚く黄褐

色の酸化土砂が付着する。津の地の色調は灰褐色で、表面はやや風化気味である。上miは中央がやや

窪む形状で、下面には細かい木炭痕による凹l"lが著しい。

（2）顕微鏡組織：写真5⑮～⑳に示す。⑮は津部である。淡灰色木ずれ状結晶ファイヤライトの

みが素地の略黒色ガラス質津中に晶川する。⑯～⑳は倖中に散在する微細な金属鉄部を5％ナイタル

で腐食した組織である。⑯⑰はフェライト単相、⑬⑲はI'l色の針状フェライトに少量黒色層状のパー

ライトが析出する亜共析組織個所である。また⑳⑳は若干針状フェライトが部,川するが、ベイナイト

主体の個所もある。

（3）ビッカース断面硬度：写真5⑰⑲⑳の金属組織の硬度を測定した。⑰のフェライト単相の部

分の硬度値は63Hv、⑲の亜共析組織部分の硬度値は93Hv、⑳のベイナイト部分の硬度¥¥尚は170Hvで

あった。それぞれ組織に兇合った値である。

（4）化学組成分析:Table.2に示す。全鉄分(TotalFe)45.76%に対して、金属鉄(MetallicFe)

が1.24%と若干微細な鉄部の影響が現れている。また酸化第1鉄(FeO)は22.62%、酸化第2m(Fe2

Os)は38.52%の割合であった。ガラス質成分(SiO.+Al.Os+CaO+MgO+K.O+Na.O)は23.99%

で、このうち塩基性成分(CaO+MgO)を1.30%含む。主に製鉄原料の砂鉄に由来する二酸化チタン

(TiO.)は0.22%、バナジウム(V)は0.01%であった。また酸化マンガン(MnO)は0.26%、銅(Cu)

は0.01%である。当試料は他地区出土鉄津と比較するとマンガン(Mn)の高値傾向が見られるが、チ

タン(Ti)、バナジウム(V)はほぼ同等の低減したfl白である。やはり砂鉄系鍛錬鍛冶津のﾛ｣能性が高

い。高(Mn)傾向は鉄索材の違いの現れであろう。

3-5.B区川士遺物

STB-i:椀形鍛冶津

(1)肉眼観察:74gの小型完形の椀形鍛冶津である。平面は不整形で、一端部が著しく肥厚して

いる。この肥厚側が羽口側で垂下痕跡を残したものと推定される。上下面とも細かい木炭痕がみられ、
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特に下面は木炭痕による凹凸が著しい。津の地の色調は灰褐色で、僅かな破面では気孔が多数確認さ

れる。

（2）顕微鏡組織：写真5図⑳に示す。白色粒状結晶ヴスタイト、淡灰色不定形状結晶ファイヤラ

イトが素地の暗黒色ガラス質津中に晶出する。

（3）ビッカース断面硬度：写真5＠の白色粒状結晶の硬度を測定した。中央はその圧痕で、硬度

値は461Hvであった。ヴスタイトにl可定される。

（4）化学組成分析：表138に示す。全鉄分(TotalFe)45.97%に対して、金属鉄(MetallicFe)

0.13%､酸化第1鉄(FeO)31.93%､酸化第2鉄(Fe.O3)30.06%の割合であった｡ガラス質成分(SiO.+

Al.Oa+CaO+MgO+K.O+Na.O)は26.23%で、このうち塩基性成分(CaO+MgO)を3.38%含む。

主に製鉄原料の砂鉄中の不純物に由来する二酸化チタン(TiO.)は0.26%、バナジウム(V)が0.01%

である。また酸化マンガン(MnO)は0.35%、銅(Cu)は0.01%であった。A区出土鉄津と同様にマ

ンガン(Mn)の高値傾向が見られるが、チタン(Ti)、バナジウム(V)は他地区出土鉄倖とほぼ同

等の低減した値である。砂鉄系鍛錬鍛冶津と推定される。

4．まとめ

重竹遺跡(A、B、E、H、I区）から出土した鍛冶関連遺物の調査の結果、各時期とも主に鉄器

製作の鍛錬鍛冶工程が行われたことが明らかになった。以下は、表139に示したまとめを基にその詳細

を記した。

〈1＞各地区から出土した鉄津は、全て脈石成分(Ti、V、Mn)の低値傾向がみられ、鉄器製作の鍛

錬鍛冶工程で派生した津に分類される。

また脈石成分の数値から、鉄素材の始発原料は砂鉄の可能性が高い。さらに最も新しい時期(15世

紀後半～17世紀前半）に比定されるA、B区出土椀形鍛冶津(STA-1、STB-1)は、どちらもマ

ンガン(Mn)の数値が他地区の出土鉄津と比較して高い。それ以前の時期とは異なる産地の鍛冷原料

鉄が搬入されたのだろう。

<2>E区出土遺物中には、鍛打作業前の鉄塊系遺物が2点(STE-6、10)確認されたが、どちら

もほとんど津が固着していなかった。このような倖との分離が良好な鉄塊系遺物が鉄索材の場合、鍛

冶原料にI古|着する津を溶融、除去する精錬鍛冶作業はほとんど必要でなかったと考えられる。

前述のように各地区で出土した津も脈石成分が低いため、各時期ともかなり不純物の少ない鉄素材

が搬入され、加熱鍛打による鍛冶加工が主に行われた可能性が高い。

<3>E区から出土した鍛造鉄器破片4点(STE-ll、12，15，16)を調査した。このうち板状のSTE

－12は表面の倖の固着状況や、内部でも比較的厚い層状に津を捲き込んでいることなどから、鍛錬中

途の未製品と判断される。更にSTE--l2の非金属介在物中にはウルボスピネル(Ulvspinel:2FeO-

TiO.)を内蔵しており、この試料の鉄素材の始発原料はチタン(Ti)を特有成分とする砂鉄と推定さ

れる。

またSTE－l2にはベイナイト組織、STE-ll･16にはマルテンサイト組織を析出する。これらは水

冷処理された痕跡と推定される。これに対してSTE－l5には水冷痕跡はみられず、鉄器の種類や用途

に応じた熱処理が施されたものと推測される。
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〈4＞またE区から出土した板状の鋳造鉄片4点(STE-7、8，13，14)を調査した。これらは椀

形鍛冶津と同じ遺構から出土したものもあり、鋳造製品が破損した後、鍛冶原料の鉄索材として用い

られた可能性が考えられる。廃鉄器リサイクル鍛冶である。その「下げ」精錬鍛冶津は0.05～0.06%

MnO、18%以下ガラス質成分椀形鍛冶樺(STE-4、5、STI-2)など高純度津が候補にあがる。

〈5＞分析試料の表面に付着した土砂内に、鍛造剥片が複数確認された。比較的薄手で、内側のヴス

タイト層が非",質化したものが多い。これらは鍛打工程後半段階の派生物に分類される。この微細遺

物の存在で鍛造製仙の製作までが行われたと推察される。

〈6＞重竹遺跡に搬入された鍛冷原料鉄の産地同定も今後に残された研究課題の1つであろう。岐阜

県大垣市には赤鉄鉱を賊存する金生山がある。ここの鉱石の特徴は高[As]高CCu)系である6)。今

回調査の供試材について耽素(As)の分析（表138参照）を行ったが、すべてが0.001%以下で余生Ill

赤鉄鉱系原料鉄の使用は否定された。

(性）

1)II刊工業新聞社1968「焼結鉱組織写真および識別法｣。

ヴスタイトは45()～500Hv、ファイヤライトは600～700Hvの範閉が提示されている。またウルボスピネルの硬度

値範囲の明記はないが、マグネタイトにチタン(Ti)をl古|溶するので、600Hv以上であればウルボスピネルとI")

定している。それにアルミナ(Al)が加わり、ウルボスピネルとヘーシナイトを端成分とする|古l溶体となると史に

硬度値は上昇する。このため700Hvを超える値では、ウルボスピネルとヘーシナイトの固溶体の可能性が考えられ

る。

2）鍛造剥片とは鉄索材を人気中で"||熱、鍛打したとき、表面酸化膜が剥離、飛散したものを指す。俗に鉄肌（金肌）

やスケールとも呼ばれる。鍛冶工程の進ｲ丁により、色調は黒褐色から青味を帯びた銀色(光沢を発する）へと変化

する。粒状樺の後統派生物で、鍛打作業の実証と、鍛冷の段階を押える上で重要な遺物となる7)。

鍛造剥片の酸化膜相は、外層は微厚のヘマタイト(Hematite:Fe,0,)、1¥'間層マグネタイト(Magnetite:Fea

(),i、人部分は内層ヴスタイト(Wustite:FeO)の3J筒から構成される。このうちのヘマタイト相は1450℃を越え

ると存ｲl言しなく、ヴスタイト相は570℃以上で生成されるのはFe-0系平衡状態図から説Iﾘjされる8)。

鍛造剥片を王水(堀酸3：硝酸1)で腐食すると、外層へマタイト(Hematite:FejO,)は腐食しても侵されず、

t間屑マグネタイト(Magnetite:Fê Ot)は黄変する。内層のヴスタイト(Wustite:FeO)は黒変する。鍛打作

業ﾄﾘj半段階では内屑ヴスタイト(Wustite:FeO)が粒状化を呈し、鍛打仕上げ時になると非品質化する。鍛打作

業工程のどの段階が行われていたか推定する手がかりともなる。

3LU本科学工具研究社1987『標準顕微鏡組織第1類炭素鋼・鋳鉄編第6版』。

マルテンサイト組織は鋼材をオーステナイト界域から急冷して得られる麻の葉模様の針状組織で､非常に高い破

さを特色とする。

4）前掲注3）

唖共析鋼では炭素含有量が増すと硬さ、リ|張強さがl鷺がり、伸び、衝準値は~卜がる。

5）前掲注3）

マルテンサイトの硬さは炭素量に関連し、炭素量が増すにつれて硬さは急激にl2がり、0.6％以吐でほぼ一定と

なることが知られている。

6）①八賀晋1994『占代赤坂金生Illの製鉄研究」－金生Ill赤鉄鉱に関する調査報告書一金生Ill製鉄研究会。

②余生赤鉄鉱研究会2001.3「金生山の赤鉄鉱とn本古代史｣。

7）大津正己1992「房総風土記の丘実‘験試料と発掘試料」『干葉県立房総風土記の丘年報15,1(平成3年度）千葉県房

総風土記の丘。

8）森岡ら1975「鉄鋼腐食化学」I鉄則工学瀧座」II朝倉書店。
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歪娃 鍛造剥片3層分離型模式図
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表138供試材の組成 ＃:Igl( Z＊＊ ＊＊＊＊＊

造沫

造沫成分
成分TOuI

Fe

)0．610．610

12．880.671

23．31（)-436

15－890－277

｜
〃
Ｊ
、
末
０
ム
ｎ
Ｊ

１
Ｊ
一

15-23123.25 3.781.010.64]､760.170.08冒蛇姉<0．()l{).030.22().]00.01

4262260．711．780280．12訓鰍$<0.010.02（1420」2101

258057049089016（).131]闇l4<0.010.030.380.23{'01

2.130.400.230.420.1]().050.11<0.010.030.160.770.01
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0.()1

0．0251．9312_妬2

0．0349．682Ll81

1－2341．1034－681

().()161．1017．411

0．0153．1016．382

0．011－243．346

（).0134．3325．722

0．0363－3511．261

0．0150．9915．952

（)_()246．9130．491
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表139出土遺物の調査結果のまとめ

82－12

44．68Zb､./Z1．39W|､乙4U･UlU、lZJJ,4乙u，u1Tタ玄人示昼x評葺x【11(Y‐

57.1511.260.73f｜雷24().()10.(}424.17<0.01砂鉄系鍛錬鍛袖沖

引).8015“1841;L180．01（)1428“（l()l砂鉄系鍛錬鋤firf

57､8130.49117ﾘ』40.01()_0517.270.01廃欽器'ﾉｻｲｸﾙ沫か

39.28]1.85L750ﾏ粥().()101245.(i3().()1砂欽系鍛錬策if術

45.7638.521.3()U,22（).()l().2(i23.99{).()l砂鉄糸鍛錬鍛if榊

45.973().063.380.260.010.3526.230.0】砂鉄系鍛錬鍛冶津

|STH2“し､'H7(淋跡）椀形鍛i榊8cW十F誘化欽散ｲf
ISTI-1I260(集ｲ減）椀形鍛冷稚15c後半W＋F銃化鉄粒
VII2〃椀形鍛治沫I5c後､''二M十F

I区

椀形鍛if**(*15C後､lEW(粒内I,)＋FSTI3〃
段）

STA－lA区AI(区1曲職）椀形鍛冶樺15c後､f~l7C津部倉FｴﾗｲﾄIiiH|～ベ
'STBlBIメーBll4(イミlﾘl遺構)椀形鍛if『柿l7c後､fW十F

W：Wustite（Fe())F:Fayalitc(2Fe()･SiO2）11:Hercynitc(FeOAl2()3)M:MagnGtit〔、（Fe3()4

符 号 遺跡渦 地 Ⅸ 出’二位置 就物f,称
全鉄分

TDtal

FE

命屑鉄

Meta

llic
FP

峻化

第1叙
FP(）

雌化

第2叙
FE.()、

饗
Si()、

STIf1

STE2

､TE：｛

STI‘

STl-3

jTA－l

式『1，R1

12

4(竹

EIﾒー

H以

I|ﾒ．

AⅨ A1(Ⅸ1曲1滴 椀形鍛汁i沖

BⅨ Bll4(ｲﾐﾘl遺構） 椀形鍛"T柿 ｲRQ

E732(ピッI

E7

E74

人叩｣{抗）

巌冷関連置枇

旧

ド

W

暇冶沸

駒fj津

爵ifF洋

511］H

49-0:I

う:1．4(』

E667(ピット）
椀形鍛冶瀞

(舎鉄）
『､r／A‘I
JI,埴u」 1－23

Iイ

卜

卜

H371（t坑

Ⅱ7(満路

1260(集ｲi浦

"

"

ピット）

油跡）

鍛lfi関述幽構

椀形殿端樺

殿if渦

抄111冊

椀形郎

椀形銘

イ

ト

ｆ
ｉ

甑

銘

鍛冷樺
凡
押
凡

1J

､f

非
叶

＃

＃

6H

『4

{1

l).01

I).(11

I).<11

/f

I).(11

()．'13

I)_111

()_(1

hI

16.（

》()．H4

州

ﾉ

11．93 30．0(

甲
且

］1．85

18．52

}6

18

2:1－59

18．62

12－6(’

13．8

12．99

HⅡ

59

6

81

83

I)0

6－23

3．95

4．96

0

2．2

醗化
アルミ

酸{I
L

山
吹
？

41つ(）

1．'/&

【
画

‐
』

I

54

10

I

0

凡

1．1

駿化力
酸化
十卜11

］

1

【I

【I

74

12

4

I

I

［

N皿J1

I

0．25

0．10

1

lf

崩
〆
Ｍ

(’

心
岐
タ

二
千

I

ｲヒ

0念

鹸化

クロム

CT203

硫仇
9

11..酸

化燐

'''0ミ

炭糸

<ナジ

ウム

、

絹
印

俳
糸
葛

砿
Ａ

劇火
、=ｼ､
』ぜI.

沫
分

造
成

0．33

().22

(）

Ⅱ

2 (〕

0

24

24

18

14

【］

1

11

0－0

0

I）

()‐I)］ ()_0（ l)_9t 0－63 0.()I 0．01 0.()()I 2fi，23 0－571 I).(Ⅱ)(．

〔

［

［
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0
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1］

』9 Ⅱ
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I
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I）

I）

【｝
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0

0－<)I

0.Ill

()．()1

().()］

Iト（)1

I).01

().0()I

0．001

{}.OUl

l)_(Ⅱ)1

I).0()］
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0－1)1

0－01
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I)_(101
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0

0

0

1，

Ⅱ

I)_Iﾄ01

0.{)01
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｜
Ⅱ
一

｜
Ⅱ
’

1
Ｉ
－
１
『
’
一

１
尋
’
一

也
［
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IMIOI
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24-81(1

().748

）_()lⅢ

1．01州

|､202

().005

1

(』

0.1}011

0．1N)3

{1．002

Ti()Z

1

{）（104
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NSM4B
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IINK3

I【NK4
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|I守

芳ヶ谷

船米lllIl1．

噛

11,保卜'1A
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蘇ji嘘111

i貴跡群

蘇lI叫〔||’

置跡群

ｲ､W1

ｲ､明

6Clll葉

（■エー､ロL

LHリ1‐

ト

I

未

ﾉⅣ〔〕

4

初鮒

炎採不破郡市井町

IlT地内採取

衣採金'|illl字芳ヶ

谷亦坂･Ilj橋境界ﾄ゙

採取

264り焔

挨道部人11ｲ･'･近

13号墳ｲ｢幕

茨道南側

13;ﾉー墳ｲj室

談道1W側

椀彫鍛叶祇

銅抹？

鉄〃ハ

｣､哩椀形沌

鉱ｲi製錬樺

鉱ｲf製錬神

63－87

23．45

2．24

う4．4（

44．5

5{)_8

0．42

0.1イ

I_:｛

0．01

63．65
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49．33
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卜､e?0

脇股例

成分
TiOz 、 Mn(）

町
〔》u

j i兇

弧「

STE－l

胃TIf2

STE－3

S T E 4

STE5

STE6

STE－7

STE8

STF-9

STElU

昼'1､F11
L J m 4 〃 ■ 且

STE12

竺"1,F－1知
L且』八三且哩

STlfl4

STE－l5

STEl6

ハPH､F■－

詞lrLlj

旨 I

呉

STl

STI

STA

2

卜､竹

EⅨ

111ﾒ．

IⅨ

ヘlﾒ．
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凸
込

l；

背）

ﾘlj貰椎

柚i形鍛冷沸

慨i形鍛if『柿

E732(柱穴）

R770(･大恥u土土允）

E747(鍛冷関連遺構）

E667(牡穴

E662(林ｼ1

E835(鍛冷関j屯遺構）

E5()U(鍛砧|兇ljI1〔潰描

E847(牡穴）

E620(隣制

E780(鍛冷関連遺構）

E673(土坑

E77()（人財りけ九

E747(鍛冷関迎遺構）

E748(鍛冶関述瞳概）

E621（t坑

E770（人馬'1止坑

E835(鍛冷関連遺構

椀ﾙ多鍛冶津

椀形‘

椀形鍛〃『深(含

轍

椀形鍛冶津

欽塊糸俄物

鋳造鉄片(柚

状）

餅造鉄片（〃

状）

鍛倫椛片

鉄塊系遺物

策i9i叙ハ．（方卜i、

状）

鍛進鉄片（柚

状）

鋳造鉄片･(鉄鍋

|ｷーｶ

鍛造鉄片（枠

状

判11破ハ．？

叱
辿
か

叙〈片(鉄鍋

進鉄片（条

津 12に木～13c

l2c水--]3〔。

l5c後半～l6c

1111半

13に～14〔

〈
』

句
』

１
１

卜
不

《
し

心
乙

１
１

13℃水～l4c

l3c木～14

l3c水～14

13c水～]4

13c後半

l2c氷～13c

l2c未～13《』

W十F微小金属鉄散在ねずみ鋳鉄ﾎ

付蒋

Ⅶ

Ⅵ

鍛jiI銅｣片付着群部二W＋F鉄部:＃i共析

組織～ｵ』ずみ鋳鉄組織

鍛造剥片付眉W(粒内11）＋I

既化欽(ケーサイト:a－FeO･()Ⅱ）

''1鋳鉄組織狼跡(衣l曾脱炭)フェライI

地にパーーライト、レデプライ｝

斑鋳鉄狼跡(小切片状黒鉛とﾚデプライ

トの混合組織)

W十F

鍛造剥片付清鉄部:過共析組織(juj部的

に''1鋳欽化）

折り返し鍛錬痕跡慨鋼(0.5~().7

C）素材

衣1W:微糾'1パーﾗｲﾄ・ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ
内側針状ﾌｪﾗｲﾄ･パーライト･マル

テンサイト

下部:F介在物:UF鉄部:針状ﾌｪﾗｲ
卜・ベイナイト

I'|鋳鉄*|I織娘跡(板状セメンタイトとし

デプライト）

部:-部金属鉄蝿存輔共晶組成|望1銭
鉄組織

折り返し鍛錬狼跡介fL物:W唖共H1

比析*'1織(分極組織:細粒化）

ライ｝､恥*I|～フェライト・パーライ

卜・マルプンサイ’
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イー;{4

1．65
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鋳進製,T,の破ﾊ

鋳造製,H1の砿ハ
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創火度:1180座と低い竹状鍛

if州11とは異なるllJ能竹があ

る

鍛剣1鍛冷神

鍛錬鍛冶律

鍛錬鍛冶沖

破ｰ(水冷披跡

厨函 IF雨三寸13c木～l4c
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蛙
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Ⅱ
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叫
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"

椀形#

楠iⅡ多鍛冷拝

椀形鍛冶津（2
』~鹿）

津126 集ｨ榊

W十F誘化欽散ｲ世

後､|色 W(粒内11）＋F
ｕ
理

後半 W＋F鈴；化鉄粒 う0

後､''1 M十I『

綾､¥～17〔

陵､f

宰部倉FヴェライトIiiH|～ベイナイト

Ⅶ『＋F
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81〕 0－3

()_撚 I0.01|()2（ '23A
ｰ一

24
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14

1 1 45
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()4
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0

L皿胆…唾14寸津

Ⅷ
’

【)1

6'し鰍L系鍛錬鍛砧神

砂欽系鍛錬鍛ifi沖

砂鉱､系鍛錬鍛袖rf

砂鍬6糸鍛錬第
ト
面
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STE－1
椀形鍛冶津

①×200試料上面の付着土砂中の

酸化鉄:ねずみ鋳鉄痕跡

②×100、③×200津中の鍾化鉄粒
フェライト単相

⑥×200ヴスタイトーファイヤライ

ト

⑦×100ファイヤライト

⑧、⑨×400
硬度：’8>455Hv、〈9》l633Hv 鎌

STE－4
椀形鍛》台j宰（含鉄）

埴'×800付藩鍛造剥片
⑬～鰯ナイタルetch

J91×唾右1則：鉄部

”×200右側;鉄部表膚誘化鉄
亜共析組織痕跡

，21>×20oねずみ鏑鉄

露、麹×400週共析組織、
硬度：鐘‘339Hv、'麺619Hv
螺×200津部目 ⑧

0硬度：435Hvウスタイ’

’

STE－2

鍛冶津

⑩×400硬度:529Hv
マグネタイトか

⑪,×200ヴスタイト・
ファイヤライト

⑫×200ヴスタイト・
ファイヤライト

STE－3
椀形鍛冶津
旧愉‘×200付着木炭片

⑭,×200ヴスタイト
ファイヤライト
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ファイヤライト

]6×200ヴスタイト

ファイヤライト

⑫×400硬度:452Hv
ヴスタイト

STE－5
椀形鍛冶淳

電×400硬度:425Hvヴスタイ
トか

動×200、⑱×800ヴスタイト

（粒内微小晶出物あり）
フー再イヤ弓イト

SX200,SJXSOO付着鍛造剥
片

STE－6

鉄塊系遺物（鏡化）
範‘×200誘化鉄
露×200､鋤×800銭化鉄

齢

⑪

●

写真2椀形鍛冶津（含鉄）・鍛冶津・鉄塊物の顕微鏡組織
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STE－7
鋳造鉄片（板状・誘化）

①×50試料角部
外周明色部;脱単相亜共析組織痕跡

内側;亜共晶組成白鋳鉄組織痕跡

②×200,〔3,×800側面表層拡大
④×200,′5ﾉ×800下面表層拡大

STE－11
鍛造鉄片（方柱状）

秘×8叩鉄中非金屈介在物

卿～唾'ナイタルetch
咽×100,,1醜｡×400試料左側端音E
フェライト･パーライト･

マル テ ン サ イ ト

⑳×100試料右側端部
⑫×400フエライト．パーライト
マル テ ン サ イ ト

”×400微細パーライト．

素地：マルテンサイト

錫

必
q弓

‐脚

STE－9
鍛冶淳片

⑨×400硬度:531Hv
マ グ ネ タ イ ト か

⑩×200ヴスタイト・ファイ
ヤライト

⑪×200試料下面：ファイヤ
ライト

写真右下暗色部：小喋部

ハT『一可八

・:lに－1U

鉄塊系遺物

⑫×800付着鍛造剥片
⑬×800鉄中非金属介在物
⑭～⑯ナイタルetch
･脚‘×100過共析組織

(”×400硬度：
J5.695Hvセメンタイト

’16’277Hvパーライト

13

3卸I

"

､

dJQ公

STE－12
鍛造鉄片（板状）

鋤～⑬ナイタルetch

鷺，灘羅駕?鰯雲．
・〆蝉予報イト･バーライト
.⑳×800誘化鉄昌フェライト．

．~'〃』′傭-ﾗｲﾄ縄織”

あ

⑧

蓮

写真3鍛造剥片（板状・誘化）・鍛冶津片・鉄塊遺物・鍛造鉄片（方柱状・板状）の顕微鏡組織
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←Photo'25

津部

誘化鉄

←Photo妬

残存金属鉄

←Pholo2フ

誘化鉄

←Plato28

空隙

津部

誘化鉄

津部
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STE－13

鋳造鉄片(鉄鍋片）
①×200試料端部誘化に

蕊灘雫▽
内部:白鋳鉄組織痕跡

STE-52
鍛造鉄片（板状）

②×100試料左側端部
⑭～⑪×200i7'の拡大
上面側中央寄り:高炭素域

下面表層側：低炭素域 識

STE－14
鋳造鉄片（鉄鍋片）

⑳×200⑤の拡大
白色部:残存金属鉄、セメン
タイト

⑤×50試料端部：破面

外周部:誘化鉄､白鋳鉄組織
痕跡

芯部：金属鉄残存
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STE－15(1)
鍛造鉄片（板状）

’⑥×800鉄中非金属介在物
ヴスタイト晶出

⑫×100試料中央寄り
⑬～⑯×400掴の拡大
上面側中央寄り:高炭素域
下面表層側：低炭素域

纏
｜麗駒脚

サイト

x400I1うの下側拡大、フェライト単相

灘灘
溌罫蕊鍔§

辞

蕊

表誰嬰津；

y溌蕊

写真4鋳造鉄片（鉄鍋片・板状）・鍛造鉄片（板状・棒状）の顕微鏡組織
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STH－1
椀形鍛冶津

①×200硬度:428Hv
ヴスタイトか

②×200ヴスタイト・ファイ
ヤライト〈左側；ヴスタイ
ト凝集気味)，

③×200ヴスタイト・ファイ
ヤライト

4'×50、⑤×200
板状ヴスタイト凝集部

4 STl－1
椀形鍛冶津

⑨×200微細ヴスタイ
ト・ファイヤライト

⑩×200中央灰色部：誘
化鉄

津部：ヴスタイト．ファ
イヤライト

⑪×400硬度;464Hv

日
‐
…

我

STH－2

椀形鍛冶津

⑥×400硬度:448Hvヴス
タイト

⑦×200灰色部：誘化鉄
津部：ヴスタイト・フファイ

ヤライト

③×200ヴスタイト・ファイ
ヤライト

●
STl－3
椀形鍛冶津

⑩×400硬度;467Hvヴ
スタイト

（粒内微小晶出物あり）

＋ファイヤライト 鞠
鑑涛圃

灘
"

緋
ﾘjノ

蕊
鰹

蕊L四一 ヘ

>りず"も~bマSTA－1
椀形鍛冶津（含鉄）

狸×200津部：ファイヤ
ライト

狗～師'ナイタルetch

お×2“､砿×400
フェライト単相、63Hv

⑱×200、⑲×400フエ
ラ イ ト ． パ ー ラ イ ト ．

ベイナイト、93Hv

⑩×100、⑳×400ベイ
ナイト．170Hv

１
‐
■
ｑ
剣
‐
●

６
Ｆ
〃
－
１

、

毛 h△_『

騒鰯鍵議
叩
由19

乱雲､i函1
…”･盆『

識

鰹噺溺

STB－1
椀形鍛冶津

⑫×400硬度圧痕
ヴスタイト＋フー

等
161Hv

rヤライI

写真5椀形鍛冶津の顕微鏡組織
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写真3
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撮影ヶ所

鉄塊系遺物（鏡化)(STE-6)のマクロ組織（×20）

鋳造鉄片（板状、銭化)(STE-7;のマクロ組織（×10

写真3⑱～鯨撮影ケ所↓写真321'～鰯撮影ケ所↓

(1

'2
3：鋳造鉄片（板状、鏡化)(STE-8)のマクロ組織（×10

4'：鉄塊系遺物(STE-10)のマクロ組織（×20）
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51：鍛造鉄片
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写真6

(方柱状)(STE-ll)のマクロ組織（×20）
(鉄鍋片)(STE-13)のマクロ組織（×10）

鉄塊系遺物・鋳造鉄片（板状・誘化）

⑦：鋳造鉄片（鉄鍋片)(STE-14)のマクロ組織（×10）
⑧：鍛造鉄片（板状)(STE-15)のマクロ組織（×10）

鍛造鉄片（方柱状・鉄鍋片・板状）のマクロ組織
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第2章 鍛冶遺構出土粘士塊の分析

藤根久（パレオ・ラボ）

1．はじめに

重竹遺跡の調査では、12世紀～16世紀の鍛冶関連の遺構が検出されている。

ここでは、鍛冶関連遺構としたE780-835の床面上から検出した粘土塊と、F区の上屋をもつ大型

土坑F681の覆土について洗い出しをし、微細遺物の抽出を行い、これら微細遺物の化学組成について

検討した。

2．試料と方法

試料は、3ヶ所の遺構(E780、E835,F681)から採取された粘土質堆積物である。

これら試料は、始めに－¥(b{2mm)、1<b(0.5mm)、2<h(0.25mm)の箭いを重ねて湿式で節い分け

した（2の以下の粒子は一部を凹収)。これら各試料は乾燥した後、l‘と2のの蹄い残置について磁石

を用いて磁性粒子を選別した。磁性粒子は、実体顕微鏡を用いて抽出し、両lpiテープ・を用いて蛍光X

線分析用の試料台に固定した。なお、測定した試料等は、マイクロスコープを用いて写真撮影した。

蛍光X線分析は、㈱堀場製作所製XGT-5000TypeIIを用いた。仕様は、X線導管径100/im、電圧50

KV、電流0.22～1.OmA、測定時間500secで行い、標準試料を用いないFP法（ファンダメンタルパ

ラメー法）で半定量分析を行った。

3．結果および考察

表140試料と微細遺物の検出状況

いずれの試料も、－1‘と1の残置において鍛冶関連を想定できるような微細遺物は含まれていな

かった。

遺構E835の2‘残置中では、少量ではあるが鍛造片や鉄拝状片あるいはスポンジ状粒子が検出され

た。また、遺構E780の2‘残置中では、少量であるが鍛造片やスポンジ状粒子が検出された。

一方、遺構F681の2め残i査中では、鍛造片は検出されなかったものの、発泡形態を示す鉄倖状片が

検出された（表140)。

なお、ここで言う鍛造片は、磁性があり錆びを伴わない金属光沢を示す板状片である。鉄搾片は、

磁性があり磁鉄鉱類のように結晶面を示さず黒色の比絞的丸みを帯びた発泡形態を示す粒子である。

さらに、スポンジ状粒子は、黒色の発泡度合の大きい軽石状粒子を言う（写真7）。

試料No.

I

2

①
○

遺構

835

F681

780

堆積物

褐～黄灰色粘土

褐 色 粘 土

褐～黒灰色粘土

微細遺物

鍛造片

検出

検出

鉄津状片

検川

検出

スポンジ状粒子

検出

検出

:片状片

検出

検出

やや多い

その他

炭化材検出

炭化材やや多い
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また、いずれの試料からも、剥片状細片が含まれており、遺構E780では粗い粒度を含めてやや多く

含まれていた。

写真7に代表的な鍛造片や鉄棒片あるいは粒子を示す。また、表143にこれら粒子の蛍光X線分析に

よる半定量分析結果を示す。

鍛造片とした粒子の化学組成は、酸化鉄Fe.O,の含有量が高く約95～97%である。その他では酸化

アルミニウムAl.Osや酸化ケイ素SiO.などが僅かに含まれていた。

一方、鉄津片とした粒子の化学組成は、試料2-1鉄津片1は、ほぼ鍛造片と同様の化学組成を示す

が、試料2－2鉄津片2は、酸化鉄は低く酸化ケイ素SiO,や酸化アルミニウムAl.Osが比較的高い。

また、試料3－3のスポンジ状粒子は、酸化鉄が低く、酸化ケイ素SiO.や酸化アルミニウムAl.O,^'

比較的高い。なお、試料3－4の磁鉄鉱は、酸化ケイ素SiO.や酸化アルミニウムAl.Osあるいは酸化

マグネシウムMgOが比較的高く、酸化鉄Fe.Osが約22%程度である（表面に錆びがあるため相対的

に鉄が低いと思われる)。

このように、検出された粒子数は少ないものの、鍛造片が検川されたことから、鍛冶作業が行われ

た場所である可能性が高い。なお、鍛造片などの微細遺物の検出数が低い理由は、試料が床面上に何

らかの目的で備蓄されていた粘土を一括して取り上げた試料であり、微細遺物を伴う層が表層部に集

中しているものと考えられる。また、微細な剥片状粒子（岩石片）が検出されているが、こうした場

所において熱などが原因で､微細剥片が形成され易いことが考えられる。

表141微細遺物および粒子の半定量分析結果

試料No

1－1

1－2

2－1

ワーリ
ム 白

3－1

3-2

3-3

3－4

試 料

鍛造jVI

鍛造j¥2

鉄津状)V1

鉄津状片2

鍬 造ﾉ1

鍛造片2

スポンジ状粒子

磁鉄釦《

遺構 M貝0 AUO:- SiO,

E835
0．67 1．］ 5

1．48

.15

1.39

F681
1.28

12－12

1．24

53．42

1－70 2－55

E780
5．93

1.69

14.04

1.73

26.13

23．38 2．68 49．93

P2O., so, K,0 CaO Cr.O3 TiO2 MnO FfoO CuO 合計

0．()4 96．98 99．99

0.1 97-02 100．00

0.2 0.01 ()．()2 97．24 00.00

0．64 0.()2 ().05 33 75 100.00

0.06 0.()4 95－64 99．99

0－05 96－52 99－99

3．28 1.58 4．46 23．54 1.71 0.20 18．73 0.40 100.00

0.()8 0．82 ().39 0．55 22.17 100.0(1
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第3章 プラントオパール分析

鈴木茂（パレオ・ラボ）

う．ラント・オパールとは、根より吸収された珪酸分が葉や茎の細胞内に沈積・形成された（機動細

胞珪酸体や単細胞珪酸体などの植物珪酸体)後､植物が枯れるなどして土壌中に混入して土粒子となっ

たものを言う。機動細胞珪酸体については、藤原（1976）や藤原・佐々木(1978)など、イネを中心

としたイネ科植物の形態分類の研究が進められている。また、土壌中より検出されるイネのプラント・

オパール個数から稲作の有無についての検討も行われている(藤原1984)。このような研究成果から、

近年う．ラント・オパール分析を用いて稲作の検討が各地・各遺跡で行われている。重竹遺跡および上

西田遺跡においてもトレンチ断面より採取された土壌試料についてフ・ラント・オパール分析を行い、

稲作の有無について検討した。

1.試料と分析方法

分析用試料は重竹遺跡G区の358号トレンチ（試料番号l～6）と上西Ill遺跡の335号トレンチ(A

~E)および288号トレンチ(F、G)より採取された13試料である。土相はおおむねシルト質粘土で

ある。また358号トレンチの試料1(Gila層）は耕地整理前（明治～昭和)、試料5(GV層）が中

世末～近世、また335号トレンチの試料Aが近世の畝状遺構の問に堆積したシルト層(IV1)である。

プラント・オパール分析はこれら13試料について、以下のような手順にしたがって行った。

秤量した試料を乾燥後再び秤量する(絶対乾燥重量測定)。別に試料約1g(秤量)をトールビーカー

にとり、約0.02gのガラスビーズ（直径約40/im)を加える。これに30%の過酸化水素水を約20～30cc

加え、脱有機物処理を行う。処理後、水を加え、超音波ホモジナイザーによる試料の分散後、沈降法

により10/m以下の粒子を除去する。この残置よりグリセリンを用いて適宜フ・レパラートを作成し、検

鏡した。同定および計数はガラスビーズが300個に達するまで行った。

2．分析結果

同定・計数された各植物のフ・ラント・オパール個数とガラスビーズ個数の比率から試料1g当りの

各プラント・オパール個数を求め（表144)、それらの分布を図315(385号トレンチ)、図316(335号ト

レンチ、288号トレンチ）に示した。以下に示す各分類群のフ・ラント・オパール個数は試料1g当りの

検出個数である。

検境の結果、多くの試料よりイネのフ・ラント・オパールが検出された。

重竹遺跡358号トレンチ：全試料よりイネのう°ラント・オパールが検出され、個数的には最上部の試

料1が約20,000個で最も多く、最も少ない試料6でも約6,000個である。また、イネの穎（籾殻部分）

に形成される珪酸体の破片も少ないながら多くの試料より検出されている。

最も多く得られたのはネザサ節型で、全試料100,000個以上で、試料1，4では200,000個を越えて

いる。次いで多いクマザサ属型やウシクサ族はネザサ節型の10分の1程度である。シバ属は試料5を

除き検出され、試料4では7,200個とシバ属としては高い数値を示している。キビ族は全試料から得ら
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表142試料1g当たりのプラント・オパール個数
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れ、最下部とイネが多い試料1，3でやや多く検出されている。

上西Ill遺跡335号トレンチ：最上部試料Aを除きイネのう．ラント・オパールが検出され、試料Dが最

も多く約12,000個、試料Bが最も少な<2,500個であった。また穎に形成される珪酸体の破片が若干得

られている。

最も多く得られているのはクマザサ属型で、全試料で10,000個を越え、試料Dでは約55,000個を示

している。ネザサ節型は358号トレンチと比べると非常に少なく、最も多い試料Eでも20,000個弱であ

る。ウシクサ族も同様で、10,000個を越える試料は無い。キビ族はイネと同様に最上部を除き検川さ

れている。その他シバ属が下部試料で若干観察されている。

上内川遺跡288号トレンチ：イネは検出されず、全体にう．ラント・オパールの検出数が少なくなって

いる。そのうち10,000個を越えるのは試料Gのクマザサ属型のみで、試料Fではそのクマザサ属断りが

最も多<2,400個、他のネザサ節型、シバ属、キビ族、ウシクサ族はやっと1,000個を越えた牒度であ

る。

3．稲作について

上記したように、2トレンチ試料よりイネのう．ラント・オパールが検出された。検川個数のII安と

して、イネのう．ラント・オパールが試料1g当り5,000個以L検出された地点から推定された水Ill跡の

分布範囲と、実際の発掘調査とよく対応する結果が得られている（藤腺1984)。こうしたことから、

試料

番号

1

○
ム

r〕

〔〕

4

5

6

A

B

C

，

E

F

G

遺跡

哨位

Gil

GⅡI

GIVa

GIVb

GV

GVI

IV

Vila

VIIb

VⅢa

VIIIb

V

VII

イネ

m/s)

19,700

9,100

18,900

8,400

7,200

6,200

0

2，500

5,300

11,700

7,300

0

0

イネ願破片

(佃/g)

2,200

1,100

(）

1,200

(）

(）

(）

(）

1.300

1.300

(）

0

(）

ネザサ節型

m/s]

218.300

196,600

185,900

202,700

149，700

170,600

6,4()0

16.100

4,000

10,400

19,500

1,200

4,700

クマザサ属型

(個:/g

13,200

10,200

10,700

12,000

26，300

12,400

14,200

12,400

14,500

54,700

13,400

2,40(）

14,100

世のタケ亜ギ

(個/g)

6,600

4,500

11,800

3,600

3,600

5,()()0

1,300

0

(）

1,300

0

0

1,200

ヨシ属

(個/g

0

1,100

0

(）

1,200

3,700

0

0

0

0

U

0

0

シバ属

(Ⅲ/g)

2,200

3,400

4.70(）

7,200

(）

1,200

0

0

(）

1,300

1.200

1.200

0

キビ族

m/s]

5，5()(）

1,100

4,700

1,200

1,200

5，()00

(）

5,000

1,300

2,600

2,400

1,200

(）

ウシクサ族

(個/g
9.900

15,900

8,300

16,800

21,600

46,100

2,600

3,700

1,300

6,50(）

4,900

1,200

0

不lﾘ1

(11*1/K:

15.400

14,800

26，1()(）

13,200

22，800

23,700

3,900

3,700

9，2()(）

9,100

10,900

1,200

4,700



232第3章う。ラントオパール分析

稲作の検証としてこの5,000個を[]安に、フ・ラント・オパールの産出状態や遺構の状況をふまえて判断

されている。

重竹遺跡358号トレンチでは全試料5,000個を越えるイネのう．ラント・オパールが検出されており、

上記からするとこれらの層準における稲作の可能性は高いと判断される。

上西田遺跡335号トレンチでは下部3試料C～E)で5,000個を越えており、これらの層準におけ

る稲作の可能性は高いとイネのプラント・オパール個数からは判断される。試料Bについては2,500個

とやや少なく、個数的には稲作の可能性は低いと判断され、下位の試料C層より撹乱などにより混入

したことが推測される。一方で少ないながらイネが検出されていることから全く稲作の可能性が無い

わけではなく、何らかの要因で試料採取地点付近のイネの密度が低くなっていたことが考えられる。

このようなことから試料B層における稲作については土相や遺構の状況、花粉分析など多方面からの

検討により判断されることが望まれる。最上部試料Aにおいてイネは検出されず、畝状遺構における

稲作の可能性は低いと判断される。

上西田遺跡288号トレンチの2試料(F、G)からイネのう°ラント・オパールは検出されず、う．ラン

ト・オパール分析からは稲作の可能性は低いと半i;断される。

4．遺跡周辺のイネ科植物

358号トレンチにおいてネザサ節型が非常に多く検出されており、ケネザサやゴキダケといったネザ

サ節型のササ類が稲作地周辺や周辺丘陵部に成立していた森林の林縁部などuのあたる開けたところ

に生育していたと推測される。またウシクサ族（ススキ、チガヤなど）も1両l様なところでの生育が考

えられ、これらの草地が形成されていたとみられる。現在の愛知県においては脈陵のやや平坦な台状

地においてススキーケネザサ群集が成立しており(愛知県1995)、このような植生がみられたものと

思われる。またシバ属（ノシバなど）もHのあたる開けたところでの生育が考えられ、稲作地周辺の

畦道などに分布していたものと推測される。一方、クマザサ属型のササ類（スズタケ、ミヤコザサな

ど）については、遺跡周辺に成立していたであろう森林の下草的存在で生育していたと推測される。

キビ族についてはその形態からアワ、ヒエ、キビといった栽培種によるものか、エノコログサ、ス

ズメノヒエ、タイヌビエなどの雑草類によるものかについて、現時点においては分類が難しく不明で

ある。しかしながら、イネと似た産川傾向を示していることから稲作にともなう雑草類（タイヌビエ

など）ではないかと思われる。その他では、ヨシを代表とするヨシ属が稲作地周辺の水路などに若干

生育していたと考えられる。
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第 4章花粉分析

新山雅広（パレオ・ラボ）

1．試料

花粉化石群集の検討は､重竹遺跡I)Iメミ井戸(D100)埋土の最下層より採取された1試料について行っ

た。試料は、黒色篠混じり有機質粘土である。なお、時代については、15世紀末と考えられている。

2．方法

花粉化石の抽出は、試料約2gを10%水酸化カリウム処理（湯煎約15分）による粒子分離、傾斜法

による粗粒砂除去、フシ化水素酸処理(約30分)による珪酸塩鉱物などの溶解、アセトリシス処理(氷

酢酸による脱水、濃硫酸1に対して無水酢酸9の混液で湯煎約5分）の順に物理・化学的処理を施す

ことにより行った。なお、フシ化水素酸処理後、重液分離(臭化亜鉛を比重2.1に調整）による有機物

の濃集を行った。う．レパラート作成は、残置を蒸留水で適量に希釈し、十分に撹枠した後マイクロピ

ペットで取り、グリセリンで封入した。検鏡は、プレパラート全面を走査し、その間に出現した全て

の種類について同定・計数した。

3．花粉化石群集の記載

同定された分類群数は、樹木花粉l、草本花粉1，形態分類で示したシダ植物胞子2である。産出

個数は、樹木花粉のスギ属が1点、草本花粉のヨモギ属が1点、シダ植物の単条型胞子が8点、三条

型胞子が3点であった。その他に、同定には至らなかった不明花粉が1点であった。

4．考察

検討した結果、産出した花粉・胞子化石が非常に少なかったため、古植生について推定することは

できなかった。試料としたのは、井戸(D100)埋土で、水付き堆積物と予想した粘質土である。試料

中には炭化物片（燃焼により炭化した植物片）が比較的多く見られ、人為が関わった堆積物であるこ

とが予想される。花粉化石は、水成堆

表143D区井戸の花粉化石産出一覧表積物である場合には良好に保存される

和名学名が、産出した花粉化石が非常に少ない
樹木

スギ属Ctyp加加eγza’ことから、試料-とした堆積物は水成環
~章禾~~－－－－－－－~一一一~~－－－－－－－－－

境で安定して堆積したものとは考え難
ヨモギ属A唯加おm1

シダ植物い。このことから、この井戸は、常時
単条型胞子Monoletespore8
三条型胞 子 T r i l e t e spore3 滞水した環境ではなかったことが予想

樹木花粉Arborealpollen1 される。なお、試料-とした堆積物は、
草木花粉Nonarborea!pollen1

シダ植物 胞 子 S p o r e s 11黒色土であること、花粉化石が保存さ
花粉・胞子総数TotalPollen&Spores13

れていなかったことから、土壌である
不明花粉Unknownpollen1

と推定される。
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第5章樹種同定

植Ⅱl弥生（パレオ・ラボ）

第1節重竹遺跡出土炭化材の樹種IliJ定

1．はじめに

ここでは、重竹遺跡の鎌倉時代と121Ⅱ紀終わり～161廿紀妬めの2時期の鍛冶関連遺構、奈良時代の

竪穴住居跡カマド、平安時代終わり～鎌倉時代飴めの祭Ili^関連の土器埋納遺構から出土した炭化材の

樹種同定結果を報告する。

2．試料と方法

炭化材は、取上げられていた試料から形状や大きさの異なる炭化材を選び、樹種1両l定試料とした。

まず、炭化材の横断面（木口）を千で割り実体顕微鏡で予察し、次に片歯の剃刀を接線方向と放射方

向にあてて弾くように割り接線断面と放射断面を作成する。この3方向の断面を走査電子顕微鏡で拡

大し、村組織を観察した。走査電子顕微鏡用の試料は、3断面を5mm角以下の大きさに整え、直径1

cmの真諭製試料台に両面テープ．で固定する。試料を充分乾燥させた後、金蒸着を施し、走査電子顕微

鏡(日本電子㈱製JSM-T100型)で観察と写真撮影を行った。｜面l定した炭化材の残り破片は肋|岐阜県

教育了文化財卜11文化財保潅センターに保管されている。

3．結果

同定結果の一覧を、表144に示した。

鍛冶関連遺構(E500-E780･E830)と隣接する大型土坑(E770)からは、マツ属複維管束唖属・

モミ属・ヒノキ・クリ・ブナ科・タケ亜科が検出された。ブナ科と|両j定した炭化材は、クリの節部か

根張り部の管孔配列に似ていたが、コナラ節・シイノキ属・マテバシイ属の可能性もあり、小破片で

充分な観察ができなかったためにこれらの分類群を含むブナ科とした。タケ亜科は、2試料から比鮫

的多くの破片が検出され、横断面の維管束鞘の発達が良い組織学的特徴と、破片の概観から推定され

る稗（茎）の太さからも竹類と思われる。

竪穴住居跡カマド(F4-SF1)から出土した直径1.1cmの芯持ち丸木の炭化材は、アカガシ亜属で

あった。

祭祁関連の土器埋納遺構から多数出土した竹の梓（茎）の破片と思われる炭化材は、組織学的にも

タケ亜科の稗（茎）が太く直立するタケ類の特徴が認められた。

材組織

モミ属A〃“マツ科写真91a-lc(E830SKI)

仮道管・放射柔細胞からなり、正常樹脂道はない針葉樹材である。早材から晩材への移行はゆるや

かである。放射柔細胞の壁は厚く、放射断面において接線壁に数珠状肥厚が見られる。放射組織の細
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胞高は比較的高い。

マツ属複維管束亜属庇""ssubgen.Dゆ/oxylo〃マツ科写真92a-2c(E500)

垂直･水平の樹脂道があり、早材から晩材への移行はゆるやかな針葉樹材である。分野壁孔は窓状、

放射組織の上下端には有縁壁孔を持つ放射仮道管がl層以上あり、その内壁には錨歯状の肥厚が顕著

である。

アカマツまたはクロマツであるが、鋸歯状の発達状態や形状の特徴から2種を識別できる場合があ

るが、炭化材では内腔に張り出た鋸歯状の特徴は欠落しているので、識別は出来なかった。

ヒノキC加加aecyparisobtusaEndl.ヒノキ科写真93a-3c(E770)

針葉樹材で、早材から晩材の移行はゆるやかである。分野壁孔の輪郭は大きな円形で、その孔11は

やや斜めに細く開いたヒノキ型、1分野におもに2伽lが水平に配列している。

コナラ属アカガシ唖属Q〃g叱"ssubgen.Cyclobaね邦opsisブナ科写真94a-4c(F4-SF

1)

集合放射組織を挟み小型の単独管孔が放射方向に配列する放射孔材である。接線状の柔組織が顕著

である。道管の壁孔は小さく交互状、穿孔は単穿孔である。放射組織はほぼ同性、単列のものと細胞

幅が広い広放射組織があり、道管との壁孔は孔口が大きく開き柵状・交互状である。

クリCastaneac彫"αtaSieb.etZucc.ブナ科写真95a-5c(E830)

年輪の始めに大型の管孔が1～2層配列し、晩材では非常に小型の管孔が多数分布し、火炎状配列

も一部で認められる。道管の壁孔は小型で交互状、穿孔は単穿孔、内腔にはチロースがある。放射組

織は同性、l～2細胞幅、道管との壁孔は孔口が大きく開き交互状である。この破片は、年輪幅は比

較的狭く環孔性も明瞭であるが、放射組雲織は2細胞1幅のものが目立った事から、2細胞幅を形成しや

すい変異を示す材か、節部や根張りの部位の可能性が類推される。

ブナ科Fagaceae写真96a-6b(E500)

横断面の管孔は小型から非常に小型で、配列は一部で環孔性の傾向が見られるが放射孔材のようで

もあり判然としない。放射組織は単列同性である。クリ・コナラ節・シイノキ属・マテバシイ属の可

能性が考えられるが、切片が小さく広範囲の組織が観察できず集合放射組織の有無・管孔分布も不充

分なので、ブナ科として報告する。

タケ亜科Gramineaesubfam.Bambusoideaeイネ科写真97(E770)8(F24)

やや硬質で厚み（5～8mm)があり、程の中心部は中空である。維管束は不整中心柱で多数が分布

し、維管束は向軸側に原生木部とその左右に後生木部の2個の管孔、背軸側に箭部があり、全体とし

ては4～3個の穴の集合に見える。維管束の周りは非常に厚い維管束鞘が発達し、特に稗の外周部は

塊状・島状に密在し、稗を堅く支持している様子がわかる。このような形質からイネ科のタケ類とサ

サ類を含むタケ亜科と同定した。

いわゆるタケ・ササの仲間で12属が含まれ、中国や束南アジアから移入され栽培により広まったも

のが多く。稗の破片や組織のみからは属や種を識別することは難しい。

4．まとめ

2時期の鍛冷関連遺構から出土した炭化材は、マツ属複維管束亜属・ヒノキ・モミ属の針葉樹、ク
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リ・ブナ科の広葉樹、そしてタケォ報科（竹類）であった。検討できた試料数が少ない事もありこれら

の樹種すべてが鍛冶関連の燃料材とは結論できず、道具類などの燃え残りも含む可能性がある。強い

て今後の資料蓄積の参考に記すならば、鎌倉時代の遺構から出土した針葉樹はヒノキ・モミ属である

が、12枇紀終わり～16世紀始めの遺構から川土した針葉樹材は、二次林要素のマツ属複維管束亜属で

あった事である。またタケ亜科（竹類）が2試料から検出されたが、竹類が燃料材として使用された

とは考えにくいので、鍛冶関連の作業施設の構造部や送風部で使用されていたと類推される。現在で

もメダケが適宜な太さである事から、送風部で利用されている。

奈良時代の住居跡カマドからは、燃料材として有用なアカガシ亜属の枝材が検出された。燃料材は

大量に必要である事から、この時代にはアカガシ亜属が豊富な森林が遺跡周辺に成立していた可能性

が類推される。

祭而B関連遺構からタケ亜科が検川される事例を散見するが、当遺跡においても検出された。

表144重竹遺跡出土炭化材樹種同定結果

グリット

EM20

EJ16

EJ17

KLl6i

01)28

0E3()

遺構名

E500

E770

E78()

E830

SKI

F4-SF1

E24

層位： 遺椛種別

①屑 鍛冶関連遺構

②層 大型土坑

③屑 鍛冶|堤1連遺構

2吋 鍛冶関連遺構

①ki竪穴住居跡カマド

①肘
土器埋納遺構

祭m関連

時 期 樹極 備考

15世紀終り

マツ偶複維管束恥
属

年代測定試料P1D-2162

-16世紀始め ブナ科 小破I!｢、集合放射組織は不明

鎌倉時代
タケ亜科(竹顛）

年代測定試料PLD-2164
秤の破片、幅3.5cm、厚み5mm

ヒノキ

年代測定試料PLD-2165

鎌倉時代 タケ亜科(竹類） 枠の破片、lUl.lcm、厚み6mm
遺物番号2179

鎌倉時代

モミ属

クリ

年代測定試料PLD-2166
破片複数

破片複数

奈良時代 アカガシ恥属
年代測定試料PLD-2167
1k径1.1cm芯持ち丸木

平安時代終り
~鎌倉時代飴め

タケ亜科(竹鍾類）
竹の形状が完存
の破片、最人破片厚み8mm
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'1
|I

1aモミ属（横断面）

E830SK1bar:0.5mm

■■■■■■■■

1bモミ属（接線断面）

E830SK1bar:0．1，町

llll

lcモミ属（放射断面）

E830SK1ba｢:0.05mm
2aマツ属複雑管束亜属（横断面）2bマツ属複雑管束亜属(接線断面）

E500bar:0.5mmE500bar:0.1mm

E＝

2cマツ属複雑管束亜属(放射断面）3aヒノキ

E500bar： 0.05mmE770

横断面）

bar：0.5mm

W
韻>i

3bヒノキ

E770

！

■■■■■■I■■

接線断面）

bar：0.1mm

3cヒノ式

E770

4bアカガシ亜属

F4－SF1

■■■■■■■■■■■]111「『lⅡ1

接線断面）4cアカガシ亜属（放射断面）5aクリ〈横断面）5bクリ
bar:0.1mmF4－SF1bar:0.1mmE830bar：1.0mmE830

鱗

6aブナ科（横断面）6bブナ科
E500bar:1.0mmE500

■■■■■■

接線断面）

bar:0．1mm

職

一一~－1

タケ亜科(横断面）8タケ亜科(横断面）

E770bar:0.O5mmF24bar:1.0m

写真9重竹遺跡出土炭化材樹種

弘ﾂ恥澱織報戦9
蝦#〃賦玲｡溌寵簿:：

放射断面）4aアカカシ亜属（横断面）

bar:0.05mmF4-SF1bar：0.5mm

l■■■■■

接線断面）

bar；0.1mm

』■■■■■■■

5.割0(放射断面）ba「：0.1mm
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第2節重竹遺跡出土井戸の丸太で組まれた横桟の樹種同定

1．はじめに

ここでは、17枇紀後半の井戸(A100)の丸太で組まれた横桟4点の樹種同定結果を報告する。この

4点は芯持ち丸木の太い材であり、井桁に組まれていたものである。

2．試料と方法

破損部から材のブロック破片を取り、材の3方向（横断1m・接線断面・放射断面）を見定めて滑走

ミクロトームを用いて各方向の薄い切片を剥ぎ取り、スライドガラスに並べ、ガムクロラールで封入

し、永久ﾌ゚ レパラート（材組織標本）を作製した。そして、光学顕微鏡を用いてこの材組織を40～400

倍に拡大して観察を行った。

材組織標本はパレオ・ラボに保管されている。表145重竹遺跡井戸枠樹種

3．結果

同定結果の一覧を、表145に示した。樹種は、アカマツ

（束・南）とクロマツ（西・北）であり、アカマツとク

ロマツが対時する配置であった。

遺構

A100

A100

A100

A100

11X直

束

西

南

北

樹種

アカマツ

クロ．？､ソ

アカマツ

クロマツ

材組織記載

アカマツPi押況sdensifloraSieb.etZucc.マツ科写真101a-lc(A100南)3(AlOOJlC)

垂直と水平の樹脂道があり、早材から晩材への移行はゆるやかな針葉樹材である。分野壁孔は窓状、

放射組織の上下端に有縁壁孔を持つ放射仮道管があり、その内壁には鋸歯状の肥厚が発達している。

この肥厚は、先の鋭く尖った鋸歯状や不規則な鋸歯状で、内腔に厚く張り出している箇所もある。

クロマツP加況s/〃〃"bergiiPari.写真102a-2c(A100西)4(AlOOiJO

上記のアカマツとほぼ同じ材組織であるが、放射仮道管の内壁の肥厚は全般にアカマヅほど先が鋭

くなくなだらかで、内腔に張り出た肥厚部も薄い。

4．まとめ

丸太組の井戸の横桟4点は、すべてマツ屈複維管束亜属に属するアカマツとクロマツであった。マ

ツ材は耐久性・耐水性に優れた材質であり、井戸枠として適材を利用していたことが判った。

アカマヅとクロマヅは暖帯から温帯下部に生育し、特にアカマツは人間活動との関係が深く、二次

林の主要樹で､あり過去には現在ほど広く分布していなかった。アカマヅは内陸部に、クロマヅは海岸

部に多く分布する。マツ属は陽光地や乾燥地の環境でも生育する生態的特徴から、森林開発や土地利

用の拡大など人間活動の活発化・拡大と共にマツ属も生育地を広げ、マツ材の利用も拡大したとされ

る。17世紀後半の横桟(A100)にマツの太い丸太材4本が利用されたいた事は、時代性を膜映してい

ると｣思われる。

4点とも材の保存状態は良好であり、切片の広い面積を観察できたので、材組織記載の項で記した
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放射仮道管内壁の肥厚の程度や形状から、アカマツとクロマツを識別した。東：西（アカマツ：クロ

マツ）と南：北（アカマツ：クロマツ）であり、異なる樹種が相対時する配置であった。なお、樹形．

松葉・幹の色などから、アカマツは女松、クロマツは男松と言われる。井戸に関しては、多くの民俗

的な慣例・風習があるようである。井戸材や井戸枠の樹種利用に関するこだわりや風習などは知らな

いが、木材や樹木を利用する色々 な場面で、配置や利用樹種にこだわりや規定をもうける伝統もある

ので、今後の事例蓄積の一視点として、今回このような配置が認められたことを記しておく。

なおアカマツとクロマツの同定に関しては、独立行政法人森林総合研究所の能代修一博士に確認し

て頂いた。末尾ながら感謝の意を表す。

1aアカマツ（横断面）

A100南bar：05m

2bクロマツ（接線断面）

A1(〕0西bar:02m

ba「：’

1bアカマツ（接線断面）

A100南bar：0.2m、

1cアカマツ（放射断面）

A100南bar：0.1mm

撫

§鰯

2Cクロマ、

A100西

蕊
雛

放射断面）

bar:0.1mm3アカマツ（放射断面）
A110南bar：0.5mm

写真10重竹遺跡出土井戸枠の木材樹種

2aクロマツ（横断面）

A100西bar：0.5mm

4クロマツ（放射断面）

A110北bar:0.5mm
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第7章士器付着漆質物等の材質分析

藤根久（パレオ・ラボ）

1．はじめに

重竹遺跡の調査では、黒色漆質物が付着したIll茶碗が出土した。ここでは、これら土器に付着する

漆質物について顕微赤外分光分析を行い、漆の可能性について検討した。また、山茶碗内側に付満し

た赤色物については、蛍光X線分析を行った。

2．試料と方法

試料は、12世紀～14世紀の山茶碗に付着した漆質物7試料No.l～No.7)と赤色物1試料(No.8)

である。なお、漆質物は、いずれも土器の内側に付着した黒色物である（写真n，表147)。

漆質物試料は、比較的良好な状態で残存する部分からピンセットあるいは手術用メスなどを用いて

1mm角程度の試料片を採取した。採取した試料片は、厚さ1mm程度に裁断した臭化カリウム(KBr)

結晶板に挟んで、油圧う．レス器を用いて約7トンで加圧整形した。測定は、フーリエ変換型顕微亦外

分光光度計（日本分光㈱製FI/IR-410、IRT-30-16)を用いて透過法により赤外吸収スペクトルを測

定した。

試料No.8の赤色物は、化学組成を調べるために、両向テープ．で試料台に固定し、X線分析顕微鏡を

用いて測定した。測定は、㈱堀場製作所製のX線分析顕微鏡XGT-5000TypeIIを使用した。測定条件

は、X線導管径lOO/m、電圧50KV、電流0.26mA、測定時間500secで行い、標準試料を用いないKF

法（ファンダメンタルパラメー法）で半定還分析を行った。

3．結果および考察

［漆質物No.1～No.7]

0317～320に、各試料と生漆（吸収位置に番号を付した）の赤外吸収スペクトルを合わせて示した。

なお、縦軸は透過率(%T;Transmittance)、横軸が波数(Wavenumber(cmM;カイザー）であ

る。

図中の生漆の吸収スペクトルに示した数字は、生漆の赤外吸収の位置を示し、これに対応する波数

および強度はピーク検出結果として示した。

漆をl可定する場合、漆の成分すなわち赤外吸収位置がより多くの位置において一致することがI"J定

のポイントとなる。なお、他の成分が混入すると異なった吸収を伴うことがある。

生漆のピーク（吸収）は、No.1～No.10において顕著な吸収を示す。

いずれの試料もピークNo.l～No.3においては明瞭なピークが認められるが、試料No.4^No.5あるい

はNo.7は、生漆のピークと一致している。一方、試料No.2^No.6は、生漆のピークと概ね一致してい

る。なお、試料No.1とNo.3は、ピークNo.1～No.3は一致するが他のピークでは必ずしも一致しない。

このことから、試料No.4とNo.5あるいはNo.7は、漆と回定される。また、試料No.2とNo.6は漆の可

能性が高い。なお、試料No.1とNo.3は、有機物であるが漆の可能性は低い。
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図317試料No.1とNo.2の赤外線吸収スペクトル図
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No.位置強度No．位函強度NC位置
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試料No.7の赤外線吸収スペクトル図
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試料No.5とNo.6の赤外線吸収スペクトル図
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［赤色物No.8]

似'321に試料No.8の蛍光X線スペクトルと半定量分析値を示す。

赤色付着物の化学組雲成は、酸化鉄Fe^の含有量が高く約92.43%、酸化アルミニウムA1,03が約

2.19%、酸化ケイ素SiO2が約2.63%、酸化リンPAが約2.59%、その他酸化カルシウムCaOや峡

化クロムCr,0,が僅かに含まれていた。このように鉄の含有量が高く純度が商いことからベンガラの

"J能性は高い。

なお、一部採取し粉木にしてX線N折分析（㈱リガク製デスクトップ型X線N折装置）を行ったが、

ピークがりl暗に検出できず鉱物はm定できなかった。

表147試料の詳細と同定結果
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重竹遺跡山茶碗付着赤色物

測定時間:500sﾊﾟﾙｽ処理時間:P3

XGT径:100座､X線管電圧：50kV
軍流：026mA
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第4部考察．まとめ

第1章重竹遺跡のまとめ

第1節重竹遺跡における遺構の変遷

②旧地籍図や隣接する車竹遺跡B地点から検出された遺構群との対比

?…企図“f封"
出した。竪穴住居跡は、遺

構内から出土した遺物か 下三識三
－

、』

、／

ら、8世紀前葉(3a期)/(km自識臓羅

と9枇紀前薙I3‘期,に1－／…
分けることができる（図

図3223期の遺構配置
322)。前者は他の竪穴住居

I ’

－1
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跡より大きな規模をもつF4^122以西に分布している。遺構内からは主に7世紀後葉～8世紀前葉

と判断される遺物が出土しており、掘形が深く肩がしっかりしている共通点があるが、カマドの位置

や主軸方位には統一性がない。また、F4．F122は柱穴の形状など他の住居跡とは全く異なっており、

一線を画している。一方F4．F122の以西には、F477．F529．F545という9世紀前葉の3軒の住

居跡が散在している。規模が小さく掘り込みが浅い共通点があり、主柱穴がはっきりしない点や主軸

方位も似ている。ただし、カマドの位置はそれぞれ異なる。F区の竪穴住居跡群の北西から、重竹遺

跡B地点において77軒もの竪穴住居跡が検出されている(第2節参照)。ここでは、8世紀前葉の竪穴

住居跡は多数検出されているが、9世紀前葉のものは皆無であり、新知見と言える。また今回検出し

た3期の掘立柱建物跡について、遺構の切り合いや出土遺物から3c期と推定したが、これらの遺構

を3c期の竪穴住居跡群と同時期と考えると、遺構の密集度は非常に増すこととなり、重竹遺跡B地

点の北側を中心に存在していた集落が、F区のある場所に移ってきた可能性を考えることができる。

G区からは、その重竹遺跡B地点の中央東側から検出されたSD37に接続すると考えられる溝を確認

した。詳細は第2節に譲るが、G区からは溝跡以外の古代の遺構を検出しておらず、最下層の砂層内

に含まれる須恵器は上流の集落からもたらされた可能性が高い。G201に沿う道路状遺構としたG81-

G868は溝底に溜まった砂を盛って突き固めたと考えられる遺構であり、8世紀前葉までの須恵器が砂

層内に包含されていた。G201の北側にある溝跡G41-G205は、重竹遺跡B地点のSD37に沿う古代の

溝群の1条と考えられ、8世紀後葉までの須恵器が出土した。G201は南側でG617と接続してH4あ

るいはH7に続き､中世前期の段階まで付け替えが行われながら存続した可能性がある(G203.H3)c

4期では、F区中央東調査区から集中して遺構を検川した。遺物から、4期でも新しい時期(4c

期）の遺構群と考える。掘立柱建物跡2棟と土坑3基は位置が重なっており、切り合いから掘立柱建

物跡の方が土坑より新しいと考えるが、出土遺物の時期差はそれほどない。また畝状遺構とした東西

方向の溝群は、掘立柱建物跡や土坑よりも古いようであるが、正確な時期は不明である。

5期では、F区に継続して居住域が存在する。ほぼ同じ幅の溝が平行して設置されるのが特徴であ

るが、道路側溝の可能性が高い西調査区のF293-F301・F281-F201の溝跡以外は、付け替えの可能

性がある。また、溝跡とほぼ同じ主軸方位で5棟の掘立柱建物跡が存在し、これに大型土坑が隣接す

る。土坑は、西調査区の南北の溝跡F368以西に集中しており、円形で掘形が深いことや、遺物が多数

出土する点などの特徴がある。一方E区束調査区では、鍛冶関連遺構が5b～6a期にかけて設置さ

れている。5期の段階では、周囲に掘立柱建物跡はなかったようであるが、D区西調査区の溝跡D470

やD区．E区の土坑に同時期のものがある。中位段丘ではB区に主軸方位が揃った溝跡が設置される

が、どのような意図でつくられたものかは不明である。G区以南では、古代の溝跡G201に沿うように

細く浅い南北の溝跡が、平行して設置される。平行する溝跡の間は極端に遺構が少なく、道路として

機能していた可能性がある。また、H区南調査区にも2条の溝跡が平行して東西方向に設置されてい

る。この他、H・I区には大型土坑が点在するようになる。また、I区に同時期の土坑がいくつかみ

られ、完形品を伴うI140^I705などの土坑が存在する他、集中して配置される土坑群（第1部第4

章P234参照）の中にも当時期のものが存在する。

6a・6b期になると調査区全体に遺構がみられるようになる。F区には引き続いて居住域が形成

されるが、士坑を除いて遺構数は減少傾向にあるようである。E区では鍛冶関連遺構が最終段階を向
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かえ、伽立柱建物跡や柱穴列、D区内調査区のD410を含めた溝跡が設置されるようになる。また、D

区西調査区の環状配置をもつ士坑（第1部第4章P223参照）もこの時期からつくられるようである。

一方中位段丘上では、B区からC区にかけて居住域が展開するようになる。平行する溝跡によるⅨjillj

が整備され、掘立柱建物跡が設置されている。地下式坑C132は遺物からでは時期を推定できないが、

位置や遺構の切り合いからこの時期と判断した。G区ではこの時期の遺物は出土するものの、明確に

当時期と推定できる遺構は少ない。ただし、5期とした'照の狭い溝跡や土坑には、この時期に含まれ

るものも存在するかもしれない。一方、H区南調査区以南では、多数の遺構が集中して検出された。

特に、H区南調査区で検出された主要な遺構のほとんどはこの時期に比定される。I区にもほぼMじ

方位で掘立柱建物跡や柱穴列が展開しており、この場所に居震住域が集約された感がある。I区の土坑

群もこの時期のものが多いようであるが、川士遺物が少ないため判然としない。

6c期は、今1口Iの調査で最も多くの遺構が検出された時期と言える。F区では北調査区の東側の掘

立柱建物跡群を除いて、ほとんど遺構がなくなる。一方で隣接するD区西調査区．E区では、多数の

掘立柱建物跡や柱穴列が配される。中位段丘上には郡k街道の前身となる道路の側溝と思われるC123

が設置され、士塁や堀跡、B区中央の道路状遺構B113など、HIﾒ:からD区にかけて前段階の区I由jを蹄

雲した遺構群が発達をみせる。一方で手付かずだったA区にも、B・C区とは違った主軸方位をもつ

掘立肺建物跡・大型土坑などが溝跡による2つの|ﾒ]町の中に設置される。今凹の調査で検出した中で

は、井戸がつくられるようになるのはこの時期からである。G区以南では、G区．H区北調査区の|ﾒｭ

jllljが前段階の区画を踏襲しつつ再編成され、溝跡やビット列による新たな区画が設置される。区I川内

には大型土坑が多く、軍竹遺跡B地点の成果とも共通する（第2節参照)。掘立柱建物跡は少ないが、

ピットの数から考えるとG区にも掘立柱建物跡が存在するBT能性が高い。なお、G区北側の溝跡G40

は束から南へ屈曲する溝跡であり、その区画内には掘形の深いピットがいくつか存在している。居住

域が束へ広がる可能性を示しているといえるだろう。I区にもこの時期の遺構がみられるが、前段階

に比べると減少している。

7期では、低位段丘上の遺構が急激に減少する。G区では7a期の段階で溝跡や大咽土坑などがい

くつか残存しているが、その他の地区では士坑を含めてほとんど遺構がみられなくなる。その中でも

巾独で存在する鍛冶関連遺構E500は特殊な存在と言えるだろう。また、7b期以降居住地に関する遺

構はなくなり、水田化していく。一方で中位段丘上では、低位段丘と対照的に最盛期を迎える。道路

状遺構や区I由i溝の再編が行われ、道路状遺構B113やその道路側溝は7b期の段階で廃絶し、棒わりに

掘立柱建物跡や区画溝がつくられる。A区でも大姻の掘立柱建物跡が設置される。土塁は7b期の段

階で盛り直しが行われているが、これはその再編に伴う可能性がある。

8期には中位段丘上の遺構も減少する。区画溝や堀跡からは、8b期を最後にそれ以降の遺物がほ

とんど出土しなくなり、この時期には廃絶していたと考える。A区やB区中央調査区には建物跡や井

戸跡などが残るが、9期前半までには廃絶していた可能性が高い。

9期以降になると郡上街道のあったと考えられるC区付近に遺構が集約されてくる。建物跡は検出

されなかったが、集落が街道沿いに展開していた可能性が高い。地下式坑C132は9期に崩落して再利

用されている（第1部第4章P165参照)。堀跡C71はこの時期まで窪みとして残っており、ゴミ穴と

して利用されたようである。
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以上のように、居住域が調査区全体の中で地点を移しながら、断続的に営まれた様相を窺うことが

できる。4a・4b期のように遺構・遺物がほとんどない時期もあり、継続して調査区内が利用され

ていたわけではないようであるが、中世のほぼ全時期に渡って、利用されている場所が移り変りなが

ら存続する様子は特筆されるであろう。

第2節重竹遺跡B地点・旧地籍図との比較

本節では、昭和55．57年度に実施された重竹遺跡B地点（以下B地点）の調査成果と、｜Ⅱ地籍図を

用いて本調査成果との比較を試みる。

重竹遺跡B地点との比較

B地点の調査は東海北陸自動車道建設に伴

い、関市教育委員会によって行われた結果、

古代～中枇の多数の遺構・遺物を検出してい

る。ここでは、この時の調査報告書に記され

た記述を元に、隣接するF・G．Hの各区か

ら検出した遺構の時期的変遷との対比を試み

た｡図326に今回の調査区と重竹遺跡B地点と

の位置関係を示した。F区は西側が市道を挟

んでB地点調査区のほぼ中央付近に接し、G

区は市道を挟んでB地点調査区の南端に接し

ている。地形的には、B地点の北側・西側が

段丘崖になっており、南端はH区北調査区の

北西隅まで続いている。段丘崖の西側は旧長

良川であり、現在は小俣川という小河川と水

田域である。

B地点の遺構を分析する作業は、時期の明

確な士坑以外の遺構を、報告書の記述をもと

に抽出する作業から始めた。B地点の時期設

定は須恵器と向査系陶器の編年が主に元に

なっており、古代は7世紀後葉・8世紀前葉．

8III紀中葉の三段階中世はI(3．4型式）・

II(5型式）・IⅡ（6～9型式）・1V（10．11

刑式）・大(大窯)の七段階が設定されている。

本来ならば今回設定した中世前期（5期)、中

世後期（6期）の区分を用いるべきであるが、

今I且Iの調査では、6．7姻式を5c期、8．

9型式を6a期に分類し、5期と6期の境に

〆"、
、ソ 重竹遺跡B地点

F区 －

ｊ
一
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・
』

画
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図326重竹遺跡B地点との位置関係(S=1/4000)
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よって中世を前期・後期

に分けているため、B地

点のIⅡ期の中に前期・後

期が含まれることなる。

ここで､は比較のために、

中世を5～6a期、6b

~7a期の2段階に分け

て遺構の抽出を行った。

なお、古代集落跡の範囲

については、報告書の吉

田英敏氏の分析をそのま

ま引用している。

図327はB地点と今回

の調査で検出した時期の

判別できる溝跡と掘立柱

建物跡・大型土坑の位置

を表示したもので､ある。

先述したように、重竹遺

跡B地点の古代集落は7

世紀後葉から始まる。そ

の時点では、北側の段丘

崖に並行するように走る

SD3以南には竪穴住居

跡は配されないようであ

る。また何時に、SD37を

始めとする南側の南北溝

が設置される。8世紀前

葉段階では居住域の範囲

がSD3を越えて南側に

広がり、同時にF区にも

集落が形成されるように

なる。B地点の古代居住

域の南東は、住居跡が希

薄になり、F区まで続か

ない可能性が高い。おそ

らく溝跡群を挟んで居住

域が分かれていたので､あ

側#“
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7世紀後葉の居住域

8世紀前・中葉の居住域

3c期3世紀前葉）

の居住域、銅

ﾘw
hr

ff鞠識

4c期(11世紀前半）

の居住域

、I
､
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図327重竹遺跡B地点の遺構との比較(S=1/4000)
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ろう。8世紀中葉段階になるとB地点においては、竪穴住居跡が分布する範囲は変わらないが、遺構

の規模・主軸方位などに規則性に乏しくなるとされている。この時期、F区からは竪穴住居跡は検出

されていないが、B地点の住居跡の散布状況や後続する竪穴住居跡が存在することを考えると、F区

周辺にもこの時期の集落が存在していた可能性はある。その後は9世紀前葉の居住域がF区に形成さ

れるがB地点にはみられなくなり、9世紀中葉～10世紀にかけて遺構自体がほとんどなくなってしま

う。そしてこの地で再び人々 の活動が再開するのは11世紀前半(4c期）になる。F区の一部で掘立

柱建物跡･土坑がつくられ、B地点にもこの時期の土坑が存在する。しかし、この段階では当地の人々

の活動は活発ではなく、遺構・遺物ともに量は少ない。

5～6a期になると、B地点の古代居住域のあった場所に屋敷地（Ⅲ期）が設置される（区画①)。

2単位の屋敷地割3)が考えられ、大型土坑や井戸が付設されている。南側には鈎形に曲がる溝とそれに

平行して続くピット列が見られる。南側には土坑・大型土坑・溝跡などが存在するが、遺構密度は低

くなる。区画②とした地区の東側と南側にある溝跡については、平行して2条引かれるものや中世前期

まで残存していた可能性があるSD37と平行するように引かれるもの、ピット列と平行するものがみ

られる。時期は11．Ill期に渡っており、すべてが共存していたわけではないが、一時期南北に区Illllを

形成していたと思われる。その南側にも溝跡があり、Ⅱ．Ⅲ期の時期差を勘案しなければ、4つの区

画に分けることができる。さらに南側に続くと考えると、G区は5番目の区画に含まれることになる。

一方F区は、区画①．②の南側にある溝跡の主軸方位がF区で検出された溝跡と一致しており、南北

では区1曲I①～③の列に含まれている可能性がある。

この時期の溝跡の主軸方位は、今回の調査区とB地点を含めても少しずつ異なっている。一つの1リ

能性として、弧を描くように走るSD37を基準とし、これに垂直に南北の区画がつくられていたことが

考えられる。また2条一単位の溝跡が多いのは、溝跡の間が道路として機能していたのかもしれない。

各区画の利用状況であるが、区画①は屋敷地であり、居住域としていいだろう。区画②～④はいずれ

もII．ⅡI期の大型土坑や土坑は配置されているが、掘立柱建物跡は検出されていない。区画⑤に含ま

れるG･H区の溝以外のこの時期の遺構には、方形の大型土坑H100(5b期）や特殊土坑H15などが

あるが､遺構密度は低い。遺構配置図を見る限り多数のピットがあるため､掘立柱建物跡が全くなかっ

たとは思えないが、区両①のような屋敷地的な空間ではなく、小規模な居住地、墓域、畑地、作業場

のような空間利川が行われていたのかもしれない。F区では掘立柱建物跡を検出しているが、全体の

規模が分かるものが少なく、東西約100mの範囲に散在しているため、屋敷地を形成していたかどうか

はわからない。F区はSD37を挟んでB地点とは別の区画に含まれていると考えると、小規模な居住域

が各区画ごとに散在している様子を示しているのかもしれない。

6b～7a期になると、区画は完全に南側に集約される。F区ではほとんど遺構がみられなくなり、

逆にG区ではピークを迎える。6b期段階ではG区において明確な遺構を検出していないため、居住

域の集約が始まった時期とするには慎重にならざるを得ないが、B地点では集中する大型土坑の'I』に

この時期のものがある。この区仙iを形成する溝跡は大半が大窯期と報告されているが、G区の調査状

況を見る限り何度も作り直しが行われているようで、それ以前から存在した可能性を考えたい。区1曲j

の方位は前段階を踏襲しており、区画①・②は前段階の区画④をほぼ南北同じ長さに二つに分けたも

の、③・④は前段階の⑤を分けたものと言えるだろう。この周辺から検出した掘立柱建物跡はH区か
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ら検出した1棟のみであるが、遺構密度は非常に高いため掘立柱建物跡がなかったとは考えにくい。

また、同じ時期に遺構の集中がみられるE区やI区と比較して遺物の量が飛び抜けて多く（第3節参

照)、人々の活動が盛んであったと考えるが、どのような性格をもった集落であるかは不明である。な

お、7a期を最後に遺構は水Ill以外はなくなり、遺物は水川に関する遺構以外から出土しなくなる。

また、このことはB地点でも同様であり、この時点で居住域としての機能は停止したものと思われる。

旧地籍図との比較

今回、発掘調査を行った範囲周辺の旧地籍図4)をもとに、明治期の地割の復元を試みた5)。図全体は

図6（第1分冊)に示したのでそちらを参照されたい｡似'328はF～I区と里竹遺跡B地点の溝跡とビッ

ト列を抽出し、旧地籍図に重ねたものである。調査区の東側にある斜線でトーンをかけた部分は、当

時水田として利用されていた部分であり、長良川の旧河道と考える。点のトーンの部分は畑とし利用

されていた部分であり、米軍の空中写真でも砂地が認識できる(区|版1）。おそらく旧長良川の砂州で
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あり、段丘の雌下などに発達していた様子が伺える。この旧長良川の東側に広がる平坦地の大半は、

当時曽代用水下有知支線（図中央）によって潅概された水田域になっていた。中枇前期の遺構と比較

すると、図327で示した区画①は筆界、②・③は筆界・道路・溝跡に位置と方位が対応している。これ

らを基準に見ていくと破線で示したような、やや歪んだ方形のK画が浮かび上がる。前述したように、

重竹遺跡B地点のSD37^IH長良川など地形的な制約を受けて歪んだ形状に区画されたと思われる

が、一辺が70m前後を呈し、一定の規格を持っていたことが伺える。一方で、ほぼ同じ主軸方位を持

ちながらIll地籍図上に一致するラインのない溝跡F59．F123・F501等）も存在する。このような

溝は破線で示したIﾒ:画を二分する位置に配されており、区画の内部をさらに区画する溝跡と考える。

今回のF区から検出した中世前期の掘立柱建物跡は、1ケ所が大区画の約1／4を占める北西の小|ﾒ：

画の内部に集まっており、大型土坑も集中している。また、やや離れた位置から検出した掘立柱建物

跡も区画の北西隅に位置する。さらなる周辺の調査が必要であるが、中世前期段階では一定の規Illで

土地の区脚がなされ、各区1町に掘立柱建物などが配されている様子を窺うことができる。

中枇後期の段階になると、先に述べたように、前期の区画を踏襲しながら溝跡による区画が南側に

集約される。大きく異なる点は、方形区画の一辺の長さが一定でなくなる点である。調査で確認され

ている溝跡による区画のほとんどが筆界・畔畔・溝跡に現われているが、F区付近と比べて地割がや

や乱れて兄えるのは、中枇後期段階の区画の再編の様子が旧地籍図にも現われているためであろう。

I区でもレキの入れられた溝跡である1260．1275と|両lじ方位に筆界がみられる。この部分は北側の

区画と比較すると半折型の整った地割にみえる。溝跡は中世後期に属するが、南北の軸が若干東に傾

く地削の方付:は、中世前期段附から継承されたものかもしれない。

以上のように、今胆I調査を行ったF～I区周辺では、少なくとも遺物や遺構の増加がみられる5b

期の段階から土地の区画が行われ､中世後期段階にはその再編があり、それが旧地籍図に筆界や道路・

溝跡として残っていることも判明した。なお、中世前期の地割を今m作成したIll地籍図全体から読み

とる作業も行ったが、当時の地割を復元することは叶わなかった。下ｲj知地区の長良川左岸に位慨す

る一帯は、広大な平坦地であるにもかかわらず条里地割が残っていないことが知られているが6)、東側

に位置する古日I沖のような画一的な条単型地割が占代から存在していたとしても、中世前期や後期、

さらにその後の区画の再編によって地割が複雑になっている可能性も考えられるだろう。

一方、’'1位段丘上のA～D区'I'央調査|ﾒ言でも、今凹の調査で検出した遺構とIll地籍との整合がみら

れた。まず、C区西調査区の西端から検出した道路側溝と考えられる遺構から推定した街道の存在で

あるが､調査区の北側にある国道156号線の脇道からC区西調査lﾒ:に直線的につながる畦畔や筆界を兇

ることができる(図329)。現在も一部が残るこの脇道は、小字の桐之木長と西屋敷の境となっており、

関市追分までつながる主要な道であったと思われる。この道は近世に郡上街道と呼ばれた街道と推定

され、ここから南は現在の国道156号線と重なっていたかその西側に位置していたようである7)。その

脇道の南には、筆界の軸が変化する境目や他の地割より細長い|ﾒ:画がつらなっている。おそらく街道

が設置された当時の道筋が現われていると思われ、西側に街道が移ったのは近世以降と考える。次に

今mの調査で検出した遺構との比較を試みる。図329の①では、小規模な区画の'I'に掘立柱建物跡･井

戸跡が配されていた。トーンをかけた区画の北辺に東西の溝跡があり、その南側に掘立柱建物跡が密

集している（図329)。それとは対照的に溝跡の北側は遺構が少なく、掘立柱建物跡は小規模なものが
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推定される
現国道156号線

居住域の範囲

図329 A～D区の調査結果と地籍図との比較(S=1/5000)

I

1棟みられるのみであった。②では、C54．C55という区画溝と考えられる遺構に対応した地割が|日

地籍図にあらわれている。一辺約40mのほぼ正方形を呈する。③は土塁を備えた溝跡による区画が現

われた部分である。今凹検出したこの溝跡の東西の長さは70m程度であるが、旧地籍図から読みとれ

る区画を見る限り、一辺が約100～110rnの規模をもつ区画である可能性が高い。④は7b期～8期の

掘立柱建物跡や溝跡を検出した場所であるが、区画自体が旧地籍図に明瞭に現われているとは言い難

い。ただし、南辺の筆界の軸方位が建物跡や溝跡と一致しており、区画の範囲を示している可能性が

ある。M様に⑤・⑥も、軸方位昌や区画が調査で検出した建物跡や溝跡に部分的に一致する。以上のよ

うに、大型の区画③の周囲にやや小規模な区画が散在している状況が浮かび上がる。第1部第4章の

「堀跡・土塁」の項において、土塁が造成される以前に基準となる東西の道路が存在した可能性を示

したが、区曲i①の北側や②と③の間の遺構の空白部分が6c期以降の東西方向の道路跡と考えると、

この道に沿って、建物が存在する区I由iが配置されている可能性を考えることができる（図329破線部

分)。なお、区画④のある場所は、7a期以前では南北方向の道路が通っているため、ここに交差点が

存在したことになる。しかし、7b期以降は掘立柱建物跡と溝跡が存在し、この区画を迂凹して道路

が付け替えられることがあったかもしれない。この道路の存在は、現段|砦では確証がなく推測の域を

しI
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出ることはない。周辺の調査によって今後明らかになることが期待される。

以上のように、A～D区中央調査区が立地する付近の旧地籍は、7b期以降の地割を残しており、

それ以前については、今皿の調査で検出した遺構と一致する地割を見出すことはできなかった。図化

をした中位段丘部分全体をみても、旧地籍図上の国道156号線を基準にした区画や、今回推定した郡上

街道を基準にした区画、地形的制約を受けた区画など一様ではない。これは中世末期以降、特に街道

付近で土地区画の再編が道路の移設に伴って行われ、それ以外の場所が以前の区画のまま残ったこと

にことにより、複雑な地割が生まれたものと推定される。

第3節出土遺物の分析

本節では、各地区から出土した遺物（主に土器）の計量分析を中心に扱う。土器は出土した全点に

整理番号を付し、分類・計測を行った。土器分類の概要は、第1部第3章第2節に掲載している。分

類･時期判断は既存の研究に基づいて行っているが、おおまかなものにならざるを得なかった8)。ここ

では、遺跡の性格を補足する材料として計量を行いたいと考え-る。

出土した土器の概要と散布状況

以下に出土した各遺物の器種構成や出土量、散布状況について述べる。

須恵器今回出土した須恵器は、7世紀後葉～9世紀前葉のものが中心であり、その大半は産地が美

濃須衛窯産の可能性が高い。中には、7世紀前半(1578)̂ -11世紀に降る可能性があるもの(1470)

もみられる。器種構成は、杯身、杯蓋、碗、Ⅲ、高杯、ハソウ、瓶、壷、鉢、髪などである。破片数

が最も多いのは髪(1442点･3.5個体)であるが、口縁部個体数では杯身(980点･36.6ｲ枯1体)杯蓋(457-

18.1個体)の方が多い。杯身はA類が最も少なく、調査区全体でも11点･’6個体しか出土していない。

B類．C類はほぼ同数の破片数(172点、189点)が出土しているが、口縁部個体数はB類の方が多い(8.8

個体、34個体)。杯蓋は杯身のほぼ半分程度の出土量である。A類は1点のみであり、B類も非常に

少ない（9点、1.0個体)。碗は金属器写の1408.1495など、極少量みられる。饗はA類．B類ともに

みられる。細片のため判別が困難であるが、感覚的には頚部が外反しながら短く立ち上がるB類の口

縁の方が多く見受けられる9)。壷は口縁部が直立する小型の壷(1566他)や長頚壷･短頚壷がみられる。

瓶には、平瓶（1427）・横瓶(1267他）があるが、極僅かである。鉢は頚部から口縁部にかけて〈の字

に近い形状をとるA類と、鉄鉢と呼称されるB類の他、1541のようなタイプがみられるが個体数は少

ない（計37点・1.4個体)。散布状況（図331）は、遺構を検出したF区とG区．H区に集中している。

他の地区にも分布はみられるが、散在的で個体数も少ない。

白査今1口lの調査で出土した白盗は、11世紀前葉にほぼ限定される。出土点数は少なく、遺構を検出

したF区']央束調査区以外は、器種も碗･瓶･壷の細片が少量みられる程度である。なお、土坑F1143

などでは、白蓋と同じ形態をもつロクロ土師器とともに段Ⅱ（1462）・耳皿(1463)が出土している。

散布状況（図331)は、ほぼ須恵器と重なっている。9世紀中葉～10世紀の遺構･遺物ともに確認でき

なかったが、一世紀以上の時間を隔て再びF区。G区の周辺から活動が始まったことになるのではな

いかと考えられる。

土師器（古代）古代前・後期に含まれる士帥器には、髪・焼塩土器・暗文土器・ロクロ土師器があ
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る。髪は長胴髪と清郷型髪がある。長胴委はA類．B類に分類することができる。A類は、やや赤み

がかった綴密な胎土をもち、口縁部端部は面取りされ111"!部外面に粗いハケ調整が施される。器壁は厚

手である。B類は胎土が粗で砂粒を多く含み、n縁部がくの字に屈曲する。器壁は非常に薄い。量は

後者の方が圧倒的に多い(A類:134点・0.6個体、B類:2151点･8.3個体)。焼塩土器は破片数で174

点、口縁部個体数で4.9個体出土しているが、細片では判別が困難であるため、実数はさらに多いと考

える。長胴妻B類と似た胎土をもつ厚手のもの（68．1411．1415）と薄手のもの(16)、精良な胎土を

もつ薄手のもの（1403.1423）があるが、口縁部破片は少なく、分類して計測しなかったため量比は

不明である。なお、底部は確認できなかった。暗文土器は3点のみ川土している。F4とその上面の

包含層から出土しており、同一個体の可能性がある。ロクロ土師器としたものは古代後期の土坑から

出土したもので、後川する中世のロクロ土帥器とは異なり、白盗に似た器形をもつ。古代とした3基

の土坑以外は出土していない。散布状況（図331)は須恵器とほぼ同じであるが、範囲がF区周辺に限

定されている。遺構のあるG区では、密に分布しない（後述）特徴がある。

古代前期の遺構の器種組成（図330,表150.151)

ここでは、古代の主な遺構から出土した遺物の器種組成について言及する。扱った資料は、3a期

（7世紀後葉～8世紀前葉)の竪穴住居跡であるF4．F374,3c期9世紀前葉)の竪穴住居跡F477

とF529,7世紀後葉から中世前期まで続く溝跡G201・G617、G201に平行して設置された小規模な

溝跡G41・G205である。なお、F529を除き理土中の遺物が対象となっており、この組成が当時の生

活様式を復元するものではないことを付け加えておく。組成を出すために用いた数値は、須恵器・土

師器の髪の破片数は実際の個体数より多くなると考え、口縁部個体数とした。まず種別ごとでは、F

4．F374の須恵器の量比が、F477F529と比較して少ない点が注目される。F529の遺物出土量が

少ないため、この傾向が時期差に直結していると判断するには危険が伴うが､遺物が比較的多いF477

と比べても同様な傾向を示すことは興味深い。また、Glﾒ:の溝跡から出土した土師器が非常に少ない
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点も注目されるべきであろう。G区溝跡の川表150古代前期遺構出土の土師器

土遺物の供給源は、上流にあたる重竹遺跡B(上段：口縁部個体数，下段：破片数）

地点の集落と考えられるが、どのような理由

で須恵器が多く投棄されたかについては今後

検討する必要があるだろう。須恵器の器種組

成は、杯身・杯蓋が大半を占める状況はどの

遺構も変わらない。F529は少数の須恵器が床

面にほぼ完形で置かれていた特殊な事例であ

り、一般的な傾向とは言い難い。溝跡で特徴

的なのは、髪や鉢といった貯蔵具がやや多い

点である。重竹遺跡B地点の竪穴住居跡から

は婆や鉢が少なからず出士しており、器種を選択して溝跡に投棄したとは考えにくいが、大型の貯蔵

具が破損した場合、竪穴住居外に持ち出される可能性は高いと考える。土師器では、長胴斐と焼畑土

器に注目してみる（表150)。長胴髪A類は重竹遺跡B地点の報告書の中で、7世紀後葉代には80%を

占めるが、8世紀前葉では半々、'I｣葉では13%とされている'0)。F4．F357の遺構の年代を本報侍で

は7世紀後葉～8世紀前葉としたが、7世紀後葉というより8世紀の遺構と考えたほうがよいのかも

しれない。またF477．F529ではさらに出土量が減少しており、時期が降るに連れてA類が姿を消し

ていった様相をみることができる。焼塩土器もF477．F529では出士していない。この傾lhlは他の3

c期の竪穴住居跡でも|可様であり、全体の傾向といえる。重竹遺跡B地点の報告書では、8世紀'I'葉

の段階においてむしろ増加傾向を示すことが記載されており'1)、9fl紀になった段階で急速にその数

が減少したことを意味している。9ill紀後半以降は集落の調査例が少なく焼塩土器が確認されていな

いが12)、重竹遺跡の古代集落が9世紀代に入り衰退していった状況を表しているのかもしれない。

白資系陶器（南部系）今回の調査において図332のような分類を行った結果、第3～第6型式までの

ものがみられた。器種は碗・小碗・小皿があり、E区

包含屑から1点のみ小壷の破片と思われるものが,'1',h250
個体 口北部系

している。散布状況（図331)はF区｡G区を中心に低 ■南部系

位段丘ほぼ全体に広がり、中位：段丘上にもみられる。200

特にE区の鍛冶関連遺構やF区の土坑、G区の溝跡な

どから多く出土している。

白査系陶器(北部系）今Nの調査において図332のよ，00－

うな分類を行った結果、全時期のものがみられた。器

種は碗・小碗・小Ⅲなど一般的なものの他、片n鉢。50－画一一一一，

…戸榊周…”…耐瀧…“層貿硫一臥篭□口鶴''調
ｲi耳壷・洗・小壷・入子がある。小壷（497）は内面に

345678910117

ような用途に使用されたかは不明である。入子(653）馨呈裂裂黒黒黒黒裂裂
以

降

は集落からの検出例が少なく'3)、格の高い遺跡ほど出
図332白査系陶器碗・皿類の産地別出土量

現率が高いとされている'4)｡この他､美濃須衛産と考え （底部個体数から算出）
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られる碗・有耳壷・水性を確認している。美濃須衛産の碗・小皿といった日用雑器は、一見すると南

部系のものと判別が難しく、これまで消費地での分類はほとんど行われてこなかった'5)｡今回の調査で

は確実なものは2点出土しているが、上記の理由から実数はさらに増えると考える。また、産地不明

中世陶器と分類した中にも美濃須衛産のものが含まれている可能性は高い。土器埋納遺構から出土し

た広口壷（473）や髪（474）は美濃須衛産と考えてもよいだろう。この他にも同様な壷・饗などの破

片が出土している。散布状況（図331）は、調査区のほぼ全域に渡る。図331に掲載した遺物の散布状

況は第3～11型式に及ぶ長い期間であり、時期別にみれば場所による偏りがある(後述)。なお、第4

型式・第5型式は南部系の出土量が多いが、第6型式から量比が逆転し、第7型式段階では北部系の

みとなる16)。また全体の傾向として、第5型式と第11型式段階で出土量の増加が顕著にみられる（図

332)。

古瀬戸今順l出土した古瀬戸製品は、ほとんどが古瀬戸後期のものと考えられるが、前期・中期も少

数ではあるが出土している。前期では四耳壷（95)、中期では折縁深Ⅲ（266他）・折縁小･中Ⅲ(1157

他）・卸Ⅲ（1060）・底卸目皿（131）。有耳壷（1135）・瓶子（556）・花瓶(1481)などがある。また、

古瀬戸片口鉢とした猿投･瀬戸窯産の無紬の鉢もみられる。G区の不明遺構G13やI区の溝跡1260な

どからまとまって出土しているが、いずれも古瀬戸後期以降の遺構である。後期になると器種が格段

に増加し、表3に示した器種がほぼ出揃う。口縁部個体数では縁粕小皿が最も多く（7.3個体)、次い

で信鉢（6.7個体)、天目茶碗（4.6個体)、片11鉢(2.9個体)、平碗(1.5個体)、卸Ⅲ(1.5個体)、双

耳小壷と続く。破片数では、胴部破片では判別の難しい捨鉢を除くと、大lⅢ・深Ⅲなどの盤類や瓶・

壷類（有耳壷・瓶子・花瓶等）がG区を中心に多数出土している。各遺物の時期判断が完全ではない

ので時期別の量比は提示できないが、II縁部分類を行った播鉢についていえば、後IV古期から出現し、

後IV新期に増加する（図339)。口蓋系陶器が第11型式に出土量が増すことを考えると、ほぼ同時期の

播鉢の増加は遺跡の最盛期と考えて差し支えないであろう。この他、特徴的なものとしては狛犬の脚

部（948）がある。散布状況（図331)は、F区では少なく、中位段丘上では出土量が増加する。一方

でG区では依然として出土量が多い。出土した遺構は中位段丘上では溝跡が中心であるが、G区では

溝跡に加えて、包含層・不明遺構から多量に出土している。

大窯大窯製品は、大窯1期から4期までのものがほぼ切れ目なく出土している。器種は口縁部個体

数では灯明皿が最も多い（22.1個体・251点)。次いで天目茶碗（8.9個体)、播鉢（7.0個体)、端反Ⅲ

（7.0個体)、丸皿(5.1個体）と続く。古瀬戸と同様に各遺物の時期判断が完全ではないので時期別の

量比は提示できないが、播鉢では、飛躍的に増加した後IV新期から急激にその数が減少する。大窯1

期から2期にかけて減少する傾向がみられ､大窯3期に再び増加する｡大窯4期～連房第1段階でピー

クを迎えるが、その後はそれほど目立たない器種となる（図339)。散布状況（図331）は、古瀬戸でみ

られた傾向がさらに強まる。下位段丘ではG区を除いてほとんど出土しなくなり、中位段丘上に集中

する。なおG区では、大窯1期まではⅥ・VIl層上面の遺構から出土するが、それ以降は、ほとんどが

上層の水田層や不明遺構G13-G37)から検出したものである。

連房連房製品は、各時期のものが出土しているが、連房第1段階と第3段階のものが多く、第2段

階のものは少ない。第1段階では、Ⅲ類の量が多く、反Ⅲ（6.4個体)、志野丸Ⅲ(6.1個体)、鉄絵Ⅲ

（3.2個体)、折縁鉄絵皿（2.22個体)、折縁皿（0.4個体）などがある。碗類では丸碗（1.8個体）・天



第3節出土遺物の分析265

目茶碗（0.6個体）がみられる。その他の向付（479）・大平鉢･捨鉢（382等）などの鉢類や水盤（620）・

大Ⅲ（235）などの盤類、徳利（229）などがある。第2段階は出土した個体が少なく、器種も少ない。

Ⅲ類では前段階にもみられた菊皿(0.4個体)に加え、摺絵Ⅲ(0.67個体)が出土している。碗類では、

天目茶碗(0.09個体）・丸碗(0.05個体）に加えて、腰錆茶碗(0.21個体）・尾呂茶碗(0.81個体）が

ある。この他、片口鉢（233等）や播鉢(1040)、水滴(419)、半胴髪(905)などがあるが数は少ない。

第3段階ではC区を中心に出土量が増加する。この段階では第9小期から磁器生産が開始され、今m1

の調査でも連房製品の磁器が少なからず出土している（2.6個体・'04点)。器種は碗・皿類や小瓶がみ

られる。陶器では、灯明皿が群を抜いて多い(22個体)。これらはC区西調査区の土坑C93や大型土坑

C120からまとまって出土したものある。C93-C120は灯明Ⅲの他に通常の供膳具や調理具に加えて、

小瓶や仏銅具、瓶掛型火鉢、香炉、合子など様々な器種が出土している。当時期の瀬戸美濃産陶磁器

の一括遺物として貴重な資料といえよう。散布状況は、全体をみればやや低位段丘上が希薄であり、

中位段丘上とG区に一定の集中がみられる。中位段丘ではA･B区に連房第1段階、C区には連房2．

3段階の遺構があり、その遺構のある場所に集中していると言える。Glﾒ:は水田層と不明遺構から出

土したものである。この段階では連房製品が包含層中から出土する場合が多く、水Ill化によって調査

区全域で生業活動が行われることにより、大窯期よりも遺物の散布範囲が広がった可能性を示してい

ると考える。なお、F区中央西調査区の連房製品の集中は、区画整理前まで残存していた曾代用水下

有知支線跡(F18)から出土したものである。

土師器皿土師器皿は中世～近量世にかけてのものがあると考えられ、北部系白蓋系陶器に次いで散布

範囲が広い。今回の調査では、器高･口径が復元可能な個体のみ調整痕による分類を行った（図333)。

その結果を踏まえ、外面の調整を基準に再整理したものが表151である。I類は外面に一段のナデ調整

を施すもので、13点抽出した。11類は外面に二段のナデを施すもので、9点抽出した。Ⅲ類は口縁部

外曲のみにナデを施すもので、17点抽出した。IV類は外面にナテを施さないもので、114点抽出した。

V類はナデ調整痕がみられないもので、2点のみである。出土遺構や既存の研究から判断して1．Ⅱ

類は中世前期(12世紀末～13世紀末)、ⅡMY類は中世後期でも15世紀後半以降に属する可能性が高い。

図334は分類ごとの法量散布'7)を示したものである。1．11類では口径が7.5～9cm((D)、11.5～13．5

cm((D)、14cm～16cm((D)にそれぞれまとまりがみられる。③の法量をもつものは、第5型式のl'｣雀

系陶器が出土した土器埋納遺構F24のものが含まれている（図122:F24)。また、①．②の法量をも

つものは第6～7型式の''1蓋系陶器が伴う遺構から出土している。京都系の12～13世紀の土師器皿は

年代が降るに連れて口径が小さくなるとされており18)、時期差を表す可能性が高い。ⅡI類とIV類(ⅣC

e．Ⅳe類を除く）は、口縁部成形を目的とした内面の横ナデにより、体部と底部が明瞭に区別され

る形態をもつ。ただし、④の範囲に含まれる1043（図261)だけは全く形状が異なり、口縁部内外面に

横ナデがみられるものの底部に丸味がある。これは連房第3段階の陶磁器に伴って出土したもので、

明らかに時代が異なる。それ以外は、口径9.5～11.5cm（⑤．⑧)、11.5～13.5cm（⑥．⑨）が共通し、

IⅡ類のみ14.5～16cmの大型品がみられる（⑦)。またIVce-IVe類を除くIV類には、⑧の法量に属す

る口径65～9cmの一群が存在する。この一群は細分した各分類の土師器皿が含まれており、’Ⅱ類とIV

ce・IVe類を除いたIV類の調整をもつ一群の一法量として生産された可能'性がある。したがってこ

の分類には4つの法量が存在することになる'*>IVce-IVe類とした一群は底部と口縁部を区別しな
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表151土師器皿の調整による分類の組み合わせと点数

※点数は分類したもの（褐!城遺物）のみ
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いナデを内面に施す一群である。IVce類は、その多くが溝跡B134の底付近から出土した一括遺物で

あり、輪宝の線刻がある810が同時に出土している。法量の散布はほぼ2ケ所（⑭．⑮）に集中し、そ

れぞれ上記の⑤．⑧、⑥．⑨に対応する。しかし、IVe群は口径5.5～8.5cm(@)、8.5～10.5cm(@)、

10.5～12.5cm(@)の三法量に分けることができ、IⅡ類やIVe群を除くⅣ類よりそれぞれ1cmほど小

さいことがわかる。

これが使用方法あるいは製作技法の差であるかは不明であるが、ほぼ同じ法量散布の分類が可能であ

ることも注意しておくべきであろう20)。なお、図335には遺構出土遺物ごとの法量散布を示した。B134

やB262のように一括性が高いものは少なく、時期I隔のある遺構から出土したものが多いため、時期的

な評価は慎重に行うべきであるが21)、上記の法量散布がより明瞭な形で現われていると考える。

中国陶磁器今回出土した中国陶磁器は青白磁・白磁・青磁・染付であり、時期的にも中世前期～末

期を通してみられる。表159は器種と分類ごとに出上数量を記載したものである。中世前期では、青白

磁の碗・皿に加えて合子が3点出土している。青磁では龍泉窯系の鏑蓮弁文・蓮弁文が施された碗が

多く、大宰府分類I類の青磁碗は底部のみで口縁部は出土していない。白磁は大宰府分類II類・IV類

の碗が多い。特殊帥として白磁の合子蓋や四耳壷あるいは水性の胴部破片がある。今回出土した中世

前期の中国陶磁器は二次加工が加えられているものが多く、破損断面周縁に打ち欠いた痕跡がみられ

る。後期から末期では、青磁・白磁に加え染付がみられる。青磁は簡略化された蓮弁文をもつ碗類が

若干みられるが、細線化した蓮弁文をもつ個体（上田分類BIV類）はなく、口縁部外面に雷文帯をも

つ個体（同C類）は1点のみである。無文のD類については、細片では区別が付かないため実数は増

える可能性がある。この他、稜花皿（256等)、輪花皿、筒型香炉(1371)などがある。白磁は森Ill分

類のD群に属するもの

が多く、特に快りのあ

型__綱一三一=繍‘静脈る皿(254等)が目立つ。
』 匡呑

〆1，染付は碗・皿・杯がみ

られるが、分類による

多寡は特にみられな

い。散布状況（図331)

は、B区の溝跡、E区

の鍛冶関連遺構、F区

の土坑に集中がみられ

る。最も多くの中国陶

磁 器 が 出 土したG区

は、大半は包含層中か

らの出土である。細片

を時期・分類不明とし

たものが多いため、量

的な傾向については明

言を避けるが、中位段
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図338白査系陶器の地点別出土量（底部残存率から算出）
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丘上は中世後期～末期、低位段丘上は前期の出土が多い傾向にあり、G区は両者が存在する。

地点別の遺物出土量

ここでは、今回の調査で確認した特徴的な遺構群のまとまりごとに12の範囲を設定し（図336)、そ

の地点別に遺物量の集計を行った。それぞれの地点の特徴については、第1分冊や本章の第1．2節

を参照されたい。なお、以下の説明で「中位段丘上」とした場合は①～⑥を、「低位段丘上」の場合は

⑦～⑫を指す。ここで土器の集計に用いた数量は、接合後の破片数、口縁部残存率・底部残存率から

集計した22)個体数である。

出土土器全体図337．表152は種別ごとの集計結果である。古代の遺物は、⑨～⑪地点で多く確認し

たが、須恵器・土師器の量比は明瞭に異なる。前述のように、G区の溝跡からの土師器出土量が少な

い点が現われていると考える。中近世では、土師器Ⅲの量比に注目したい。最も土師器皿の量比が高

いのは③である。土器全体の7()％近くに及ぶ。その他、中位段丘上の①～⑥地点でも軒並み.",()～40%

を占め、一器種の割合としては非常に高いと言える。①～⑥の土師器Ⅲlは中世後期以降のものである

可能性が高〈（前述)、他の土器から同時期のもののみを抽出した場合、さらに割合が増す可能性が高

い。低位段丘上の⑦～⑫は土師器皿の量比が低くなっている。こ

れは向資系陶器の量比が非常に大きいためであり、点数が少ない表153調査区全体の片口鉢の出土量

わけではない。⑧｡⑪･⑫は、中位段丘と同じ中世後期(6a～6

c期）の居住地が存在しており、同時期の土器のみを抽出した場

合、①～⑥と同じ結果を得ることができる可能性がある。⑦・⑨

は中世後期以降の遺構がほとんどないため、中世前期の組成とい

えるだろう。

白査系陶器図19の分類ごとの底部個体数を図338に掲載した｡中

位段丘上の①～⑥では、10期の遺構が集中する⑤を除いて第11型

表154地点別種別別片口鉢出土量（上段：ロ縁部固体数、下段：破片数）
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表155調査区全体から出土した摺鉢の口縁部分類別出土量
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表157出土した中国陶磁器一覧表
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ついて｢l縁部形状により時期分類を行った。ともに底部内面が著しく摩耗しているものが多く、調理

具として使われたと考える。片口鉢については既存の研究をもとに分類を行い23)､播鉢については図20

の分類にしたがって集計した。表154は片口鉢の地点別集計である。時期は白資系陶器との併行期を示

した。③を除いてすべての地点で出土しているが、①．④からは口縁部破片が出土していない。最

も古いものは⑨から出土した924、次いで②の833,⑦の318と続くがそれぞれ1点ずつしかない。次段

階の第6～7型式併行期の口縁部端部を肥厚するもの（834等)や沈線が入るものが、主に低位段丘を

中心に増加する。②にはこの時期の溝があり、ほとんどがそこから出土したものである。それ以降の

、縁部外面に縁帯をもつタイプ°は、ほとんどが⑩～⑫に集中している。中世前後期を通して遺物の多

い⑩．⑪と第7～9型式に白査系陶器の出土量が増加する⑫に多い点は注日される。逆にいえば、同時

期に遺構があったはずの④や⑧から出土していない点も注目されるべきだろう。第11型式併行期には、

「捕る」ための調理具は播鉢に移行するようで、古瀬戸後IV古段階から播鉢が出現する（図339)。片

口鉢の第10型式併行期の増加傾向を受け継ぐように、⑩．⑪では後IV新期に出土量のピークを迎える

（図340)。中位段丘上でも同じ時期に播鉢がみられるが、大窯期全体を通して一定量入る。大窯期（7

期）全般を通して居住域だった①．④、大窯期後半(7b期）から居住域になる③は、それぞれ特徴

が現われているといえよう。近世では連房第1段階では一定量みられるが、第2段階のものは出土し

ていない。連房第3段階には若干存在するが、量的には少ない。

中国陶磁器表157に示した中国陶磁器を中世前期と後期～末期にわけて地点別に集計した（表158．

図341)。前期が卓越する地点は②．⑦～⑩｡⑫である。②は中位段丘上では唯一前期の方が多い。⑧・

⑫は中世後期の集落であることを考えると特殊な状況といえるが、出土数そのものが少ない点で、後

期段階では⑥と同じ状況と推察できる。⑦・⑨は中世前期の中国陶磁器が多数出土しており、特に狭

い範併Iから出土した⑦の状況は特筆される。後期では①．④。⑪の構成比が多い。⑥は1点のみ出土

しており、少ないことが逆に特徴といえる。全体の点数では④。⑦．⑨．⑩．⑪が多い。いずれも土

器を始めとする遺物が多数出土した地点である。

その他の遺物ここでは今回の調査で多数出土した、硯･砥石と鍛冶関連遺物の地点別集計を行った。

砥石は全地点から出土している（表159-160)。中位段丘上では仕上砥が卓越しており、石材も黄色系

の鳴滝砥に集中している特徴がある。⑤．⑥では、荒砥も出土している。⑦は鍛冶関連遺構であり、

中位段丘上とは異なる色の鳴滝砥を使用している。また最大の特徴は、大型の置き砥石が遺構内から

多数出土した点であろう。⑧は鍛冶関連遺構に近いせいか、①～⑥と⑦の中間のような出土状況とい

える。⑨は大型の荒砥と伊予の中砥の存在が特徴である。⑩・⑪は手持ちの荒砥が特徴である。仕上

砥・中砥もみられる。⑫にも三種類の砥石が存在している。第1部第7章第2節において若干触れた

が、仕上砥は消費の盛んな都市遺跡ほど需要が多く、中砥は鍛冶関連だけでなく日常のあらゆる場面

で使用される最も需要が多い砥石であり、荒砥は刃物生産に関わる砥石と考えられている24)｡このこと

から考えると荒砥が⑥～⑫までの広い範囲から川土し、逆に中砥が⑨～⑫しか出土していないことは

傾向としてやや不自然といえる。先述したように、荒砥を中砥の代用尚尚として使用していたことは、

手持ち砥石として使用した荒砥の存在から推測できる。また、中砥の可能性がある産地不明の砥石も

いくつかみられる。以上のことから、

①周辺では鍛冶が盛んに行われており、荒砥が比較的入手しやすい環境にあった。
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表159地点別分類別の硯．砥石出土点数

表160地点別石材別の硯・砥石出土点数

‐
ｌ
Ｌ
ｌ
ｎ
ｌ
〃
』
悪
１
Ｊ
｜
草
１
Ｊ

－
０
－
０
－
０
－
０
－
０

1

1

ｌ
ワ

０
－
０
－
０
－
０
－
０
－
０
－

(）

０
－
０
－
１

表161各地点の鍛冶関連遺物出土量（上段：破片数，下段：重量(g)

(）

(）

表162各地点から出土した椀形鍛冶津の平均重量g

地点名

①

②

②

④

(且）

⑥

⑦

(罰

⑨

⑩

⑪

02

総I汁

硯

0

0

0

2

0

0

1

0

0

(）

1

0

1

仕上げ砥

置き

4

1

1

1

1

2

3

句
乙

0

(）

3

1

19

置き？

1

I

0

(〉

0

(）

0

0

0

、

(）

0

0

？

1

(）

（）

1

0

0

Z

0

0

0

(）

0

(）

荒 砥

手持ち

1

1

5

7

0

14

0

(）

0

0

0

(）

0

置き

0

(）

1

0

0

1

8

1

口
邑

2

2

1

18

持ち.置き

1

1

(）

(）

(）

(）

0

0

0

0

0

0

0

ワ
ｒ

I

1

0

0

0

0

0

(）

0

(）

0

0

0

中 砥

手持ち

1

1

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

手持ち？

1

2

』

0

0

0

(）

<）

0

0

0

(）

0

置き

勾
乙

0

0

1

_〕

０
’
０
－
０

0

0

0

0

0

中砥代用？

手持ち？

1

角

1

0

0

ソ
］

(）

(）

(）

(）

0

0

(）

0

不明

1

1

0

0

0

］

〕

0

0

0

0

(）

(）

総計

5

1

2

4

3

4

13

4

弓
Ｉ

1(1

14

ラ
ー

74

地‘'‘lJ調

硯

高島 丹波系
鳴滝
(肌fh』系｝

朴’三げ砥I」_

鳴滝
(苗f'‘系

鳴滝
吹緑f'↓系

鳴滝
赤色系）

鳴滝
(肌色系

鳴滝？ H羽

荒 砥

笹11 大村 村？ ｲf地か？ 1，明

lil砥

ｲﾉﾄf 伊予？

Ill砥代H1？

不lIjl
怖地か?）

総計

D

②，
（

⑤’

可

〔

！

（

I 1 0

｛

0

(}

11

31 1

(）

0

｢｝

(）

1
1
］
1

1
1
1
叩
1

⑥’ (］ 0 {） 1
⑦’

⑧’
⑧

総計’

’

1可
31

1

(』

0

0

0

U

'’

()，

0

(）

0。

0

01

】

1

、

0

、

0

0

0

I)

I

I

'21 』

11

、

1

(｝

U I

］

(）

I）

｛

U

(）

(）

0

|D】

(）

(）

］

0

n
qJ

0

1

0

0

0

1

0

(）

0

0

(）

0

0

1

〕 01 （ 0 （ （ (）
尺
切

0

4

口
用
五

0

1（

0

0

I

01
01

21
51
21
1̂

,I

I

'’

I
1

(）

U

0

1

0

0

(｝

U

U

0

0

1

0

0

0

］

0

0

(）

り

(）

0

0

0

0

1

0

0

0

、

(）

(）

1

t

I

1

I

0

11

1

ワ
ム

つ

0

0

0

0

(］

0

0

(）

0

(）

0

0

5
｜
ワ
４

「
』

I

、
「
も
「
別
ゴ

、
、

il

1
1
1
1
「
ｊ
ｊ

１
、
『
ｌ

』
、
ノ
ゴ

、
ヨ

1

1
】
】
、
1
］

地点参番号

(’

⑫

③

④

⑤

⑥

病
ｖ

⑧

⑨

I'l:

⑪

⑫

波片数合計

覗量合計

鉄 倖

椀形鍛冶樺

1A
口
／
］

405－3

(）

0－0

5

1032-0

ソ
〕

3()1．2

1

259］

0

0-0

30

2()85．6

49

1720－7

0.0
叩
く
』

274．3
ヲ
』

1685－2

99

7763－4

(）

0.0

(）

IAh

4

89．2
ラ
ー

{59

0

0．

(）

0

0

0.0

0－0

11

0．0

27().2

0

0

0

0

0

I

I

I

1A'

I

154－6

0

0-0

1

14－6

ワ
ー

248-4

0

(）

1

25－4

{）

(M）

］

34．6

Z

}208

13

798－4

(）

(）

(）

().(）

1Ba

1

474－7

1

121．0

(）

0.0
ツQ
臼迎

386－1

28

332.6

2

50－9

6

65．3

］

qq
qj．』

U

0.0

bH

1433－9

(）

0.0

(）

0.0

(）

0.(）

IBh

2

ワリ
』．△

Z

78－4

2

35－3

(）

().0

69

1101－9

2111

1593.2

4

25-0

1

859

292

2926-9

0

0.(）

0

0-0

【0】

00

0

0.(1

1Be

①
ム

34．0

1

24．5

1

19．8

1

4．5

34

507-9

130

86N‐3

4

47．9

1

19．8

0

0-0

ナ

70.n
TF7ワ
上イイ

15967

0

0.0

0

0-0

IIA

47

156-5

65

33S.1

112

694－6

0

0.(1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

().(）

（）

0．0

0

().0

0

().0

III!

1

4.7

24

185－7

弓ワ
イイ

88．2

102

578－6

0-0

Ⅱ

0.(）

0

1).{）

0

0.0

0

0.(）

0

0.(）

U

0.(1

0

0

(）

岬結合樺

1

り
白 4．7

０
，

１
１

71.1

14

95．8

0

().0

(）

0．0

{）

O.fl

9

(）

0

0－0

(）

0．0

0

0.(1

0

0－0

(）

0－0

(）

0－0

製錬津？

1

24－5

(｝

1

12－8

1

lfil.5

2
ワ
］

ｑ
ｗ

ワ
ロ

5

252.0

0.0

0

0－0

0

0．0

O_(）

(）

0．0

(）

0.0

0

0-0

0

0

羽11

46

782.2

64

471．］

1

19．0

1

54.1

》

3().2

ｰ

121．6

11
ヲ
』

1478．2

0

0．0

U

0-0

0

0.0

0

0-0

０
一
Ｍ

炉ル職

ｑ
Ｊ

14－9

3

44．9

(）

0(）

(）

()‐(）

(）

0－0

0

0.(）

(）

0．0

0

().0

0－0

0

().(）

0

0．0

ハ
1J

0.(）

(）

0

(）

総計

2

4053

l(）

1097-7

8

l{)58．］

5

435－2

】

23．8

294

5831－2

643

6053.5

12

168．2

8

139．2

9

503.9

19

2306．7

l()13

ISO'"f

①

2()2．7

②

～

(3)

206.4

の

151－9

(5)

259．1

(6)

14－6

(7)

59.1

8

35．6

(<)

25．4

⑩

～

(n;
①
ム

ワ
０

７
０

(I-

ツリリQ
白ムゴ白．Qノ



276第1章重竹遺跡のまとめ

②折損したり消耗した大型の荒砥を中砥として再利用した。

③付近に中砥を産出する砥山が存在した。

ことが想像できる。このことを踏まえると、やはり中砥の需要は高く、特に低位段丘上に分布してい

るといえる。これに対し、中位段丘上には仕上砥が多く、一般的な集落とは異なる様相といえる。現

段階では推論に過ぎないが、周辺の調査による資料の蓄積が必要となるだろう。硯は今回の調査で最

も特徴的な地区といえる④。⑦。⑪から出土している。いずれも多量の遺物がみられる盛んな消費活

動を行った人々によって使用されたと考える。

鍛冶関連遺物は⑦．⑧からの出土が最も多い（表161)。⑧は6c期の鍛冶関連遺構E500を含んでい

るため、周辺からも多量に出土していると思われる。ここで特徴的なのはIA類とした椀形鍛冶津で

ある。椀形鍛冶津は10地点から出土している。このうち①．③～⑤．⑫からは大型の椀形津が少数な

がら出土している。いずれも中世後期以降の居住域という共通点があるが、何故鍛冶を行っている可

能性が少ないこれらの地点に､鍛冶関連遺構より大型の椀形鍛冶津が持ち込まれたのかは疑問が残る。

また、この津の平均重量がよく似ていることも興味深いところである（表162)。この他、II類とした

強力磁石に反応しない一群は、鍛冶関連遺構以外からはほとんど出土していない。逆に言えば鍛冶に

関わる遺構の周辺では、このような鉄棒が多数出土するといえるのではないだろうか。ただし、II類

の津が分散しない理由も含めて、今後検討する必要があるだろう。

第4節まとめ

第1～3節から得られた成果をもとに、今回の調査成果をまとめてみたい。まず縄文時代早期には

確実にこの地に人の手が及んでいる。当時はまだ土地が安定していない時期であり、定住を行うには

至らなかったようである。出土遺物の中には早期以降の土器や石器がみられるが遺構はない。なお、

Ir1じ段丘上にある重竹遺跡A地点では、縄文時代中期の竪穴住居跡が検出されている。弥生時代前期

には中位段丘と低位段丘の境にある溝跡（自然流路？）に人々の活動の痕跡がみられるが、居住域は

不明である。重竹遺跡A地点でも同じ時期の遺物が出土しているが、遺構はみつかっていない。

時代が降り7世紀後葉になると、重竹遺跡A地点の対岸に位置する小瀬の地に、弥勅寺東遺跡の郡

街に推定されている建物群や白鳳寺院である弥勤寺が造営され、重竹遺跡B地点にも大規模な集落が

形成される。今回の調査では、この時期の竪穴住居跡や掘立柱建物跡を検出し、重竹遺跡B地点の古

代前期集落がさらに広範囲に広がる可能性があり、少なくとも9世紀前葉まで集落が形成されていた

ことが判明した。また、B地点の調査で検出した大溝の続きを検出したが、この溝跡はH区北調査区

と南調査区の間で旧長良川に合流していた可能性が高く、川に連結していたと考える。この溝は、道

路状遺構としたG81みられるように、溝の肩の保護や底に溜まった砂の除去等溝の保守とも思える行

為が行われており、当時の人々にとって重要なものであったことが窺われる。この溝跡の取水につい

ては、現在の地形や小俣川周辺の試掘結果から考えると、溝跡の河床とはかなり比高差があるため、

旧長良川を水源とした場合はかなり上流から水を引き込んでいたことになる。または、東側の丘陵か

ら流れる支流を利用していた可能性も考えられる。溝の機能として農業用水という説が上げられてい

るが、先に述べたように今回の調査ではその痕跡はみられなかった。現段階では農業も含めた生活用

水（取水.排水）としての機能を考えたい25)。9世紀後葉になると重竹遺跡B地点ではわずかに遺構が
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みられるのみである。この時期にも弥勅寺束遺跡の郡簡は機能しているが、集落の検出例はない。M

時期の白査窯跡は周辺の丘陵に存在する(第1部第2章第2節参照)。9世紀中葉～10世紀の遺構は今

Hの調査では確認できなかったが、重竹遺跡B地点の調査では竪穴住居跡1軒と土坑が検出されてい

る。ただし、この時期の大規模な集落は県内でもほとんどみられないようである。

inN紀前半にはF区に掘立柱建物跡や土坑がつくられるが、遺物の散布状況や重竹遺跡B地点の遺

構をみても、この時期の集落が発展していたとは言い難い。しかしこの段階から出土土器に時期的な

断絶がなくなるため、開発の初期段階と推測する。12世紀の終わり(1188年）には、重竹遺跡A地点

に隣接する場所に下有知御厨が建立された26)。この時期の白査系陶器の出土量が急激に増えており、

生産量や流通量を考慮に入れる必要はあるだろうが、御厨の建立と何らかの関連性を考えたい。また

土器埋納遺構F24が設置されたのも同じ時期である。第2節では、この時期以降にF・G区の周辺で

一辺70m前後の土地|ﾒｭ画が行われた可能性を指摘したが、この区画の一角に重竹遺跡B地点の掘立柱

建物群が位置し、その他の区画に小規模な居住域や鍛冶関連遺構など生業を行う地区が設置されると

いう景観が想起される。今回の調査では、青白磁や白磁四耳壷といった中国磁器が出土したことや、

中世前期の土師器皿が一定量みられることから、一帯の支配者と考えられるB地点の建物群の居住者

が一般の人々よりも格の高い人物であったと思われる。この段階で中位段丘上でも溝や土坑が設置さ

れるが、建物はない。

14世紀に入るとH区南・I区北調査区やE区にも建物跡がみられ、逆にF区周辺の遺構は土坑を除

いて減少する。遺物量は減少傾向にあるが、H区南・I区北調査区は当時期の｢1査系陶器の出土量を

他地区と比較すると群を抜いている。15世紀前半には、上位段丘上に区画とその中に配される掘立柱

建物跡や大型土坑が出現する。この区画を元に15世紀後半の土塁や建物群が造成される。低位段lT上

では重竹遺跡B地点やG区、E区に建物跡や大型土坑がほぼ集約されるが、G区の遺物出土量は群を

抜いているといって良い。しかしこれに伴う溝による区画はそれほど大規模ではなく、どのような性

格の集落であるか今後検討していく必要があるだろう。15世紀末～16世紀の始めにかけては一つの大

きな画期といえる。G区周辺やE区の集落は大窯1期の段階で姿を油し、一辺約100mの区i町施設をも

つ居住域を中心に区画を伴う居住域が中位段丘上に集約される。ただし低位段丘上→中位段丘上の移

行は、中位段丘上から出土した土器の出土量だけをみればそれほど大きな変動はなく、G区に住んで

いた人々が直接中位段丘上に移動したのではないかもしれない。また遺物の出土量で比較すると、15

世紀後半～16世紀前半段階では，．E区の居住域は少なく、A区．B区の土塁近辺．G区では多い。

特に居住域の中心ではないと考えられる場所の調査を行ったのもかかわらず、多量の出土がみられた

Bﾒ:の土塁近辺･GlXは別格といえる。16世紀後半には士塁の盛り直しや道路状遺構B113の廃絶、街

道側溝の付け替えなどが行われ、17世紀後半まで中位段丘上の居住域が存続したようである。重竹遺

跡A地点の鍛冶屋敷は､B地点の南側への集約が始まり中位段丘上にも建物がつくられる15世紀から、

中位段丘上の多くが遺構群が廃絶する17世紀まで存続している。偶然の一致かもしれないが、当時の

支配屑や社会背景の影響を同じように受けていた可能性を考えたい。その後、曽代用水の設置ととも

大部分が水川化し、街道周辺に集落が集まり現代に近い景観になったと考える。
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早一 上西田遺跡のまとめ

最後のまとめにかえて、周辺の旧地籍図をもとに復元した地割から読みとれる上西田遺跡の特徴に

ついて若干述べておく。上西田遺跡は、上西田と下西田という二つの字にまたがった遺跡である。Ill

村の志摩村に属しており、生櫛村との境に位置する。図342が旧地籍図から復元した地割である。土地

の利用状況はほとんどが畑地であり、集落は宮裏（志摩村)、柿ノ木･蔵屋敷（生櫛村）といった字に

集まっている。このあたりは地形が高く、現在でも集落がある。単純に考えると、志摩村集落からみ

て「西」に位置する「田」にあたることが西田の字名の由来かもしれない。上西田・下西lIIには北東

から南西にかけて蛇行するように長地型の地割が連なっている場所がある(薄いトーンの部分)。位i肯

的にIll長良川の流路の一つと考えられ、現状でも地形が低い。おそらく、水出が造成される前には、

ほとんど流れのない湿地状の地形になっていたのであろう。試掘確認調査によって確認したⅧ層は、

ほぼこの範州のみにみられ、そのことを裏付けている。また、Vll層対応とした畑の可能性があるﾊﾎは、

すべてこの範囲からはずれた東側に集まっていることになる。

第2部第4章では、水田があった時期の地割りが洪水によって埋没した後も残っていた可能性を指

摘した。地割の復元に用いた元図の歪みや縮尺の問題があるため、正確とはいえない点を考慮する必

要はあるが、今凹検出した畦畔の位置に対応する筆界がいくつかみられる(取水路2等)。旧地籍図が

作成されるまでに何度となく洪水の被害にあったはずであり、このことは度重なる被害の後も、土地

の区画が堅持されてきた結果といえよう。周辺では現在でも、畑の境界や土葬における埋葬位缶を示

すために川原石を使用する風習がある。砂地であるため、埋もれても見つかりやすく動きにくい川ﾙK

石が選択されたとすれば、今回検出した畦畔の立石も同様な理由で用いられた可能性がある。今Hの

調査成果は、当時の水川や畑跡の景観を復元するだけでなく、人々の土地に対する強い執着心を顕在

化している点で非常に興味深いといえる。

1

2）

}）

4）

5）

6）

7）

この土器は、間延びしたIll形文を口縁部の内外1(11と胴部に施文するもので、栃原岩陰遺跡に代表される早期の押瑚リ

文末期にあたる相木式段階のものと推定される｡県内では揖斐郡藤橋村の小の原遺跡のS3類がほぼ同じ内容の土

器と考えられる。宇野治幸他1991『小の腺遺跡・戸入障子暮遺跡』岐阜県教育委貝会。

関市教育委員会1979「重竹遺跡一その1－｣。この調査で縄:文時代中期の竪穴住居跡が検出されているが、lﾘlｲi惟

なプランは検出面では確認できなかったようで、土坑壁面から検出した焼土によって発兄されている。また、さら

に下届から木炭片が出土しており、さらに占い遺構の存在が予想されている。

内堀偏雄他2002「美濃地域における中冊集落の様相」「東海の中世集落を考える’第9回東海考,'l学フォーラム

尾張大会資料集。中Ill-前期のモデルとしてB地点の屋敷地についてふれられている。

地籍図は岐阜地方法務局関出張所に保管されているものを複写して使用した。

地籍凶の収集・合成・トレースは㈱1ll支阜テクノス（現中部テクノス岐阜支社）に委託して作成した。そのままの状

態であると実際の地似|と棚婦を生じるため､昭和23年撮影の米軍の空中写真や現況地図を用いて可能な限り歪みを

補正している。

後藤光仲1996「第九草,',代の交通と生産」「関市史通史編」自然原始古代中世。残っていない理111とし

て長良川の氾濫が上げられている。

岐阜県教育委貝会1982『歴史の道調在報侍書郡上街道』によれば、「現在の下有知保育|京|のあたりから一五六

号線をそれて、左手に低い出んぼの地帯を見ながら一段と高い河岸段丘の縁を通って行く」とある。しかし、今N

ｲ丁った図化や米軍の空中写真からはここに記された道の位置を特定できず、また、段丘崖端部に近いD区の詞在Ⅸ

内から道路らしき遺構を確認することはできなかった。少なくとも調杏区の付近では、現在の国道156号線と近世

の郡上街道とが重なっていた可能性を考えている。
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8）掲載遺物については、各遺物に造詣の深い研究者の諸氏に実見していただき、ご教示を得ている。未掲載遺物につ

いては、石製品・鍛冶関連遺物を除いて、報告者の判断によるものがほとんどである。

9）重竹遺跡B地点の報告書では、出土遺物としてA類が5点、B類が15点掲載されている。今回の調査と|面l様な傾向

といえるのかもしれない。

10）吉川英敏1984TB地点Ⅱ古代の遺構と遺物」『重竹遺跡一その3－j関市教育委員会P123o

11)吉田英敏1081前掲。P129に「第2期で増加し、第3期では実に半数ちか〈をしめるようになる」とされてい

る。

i2)m正人2001[4．製塩土器について」r針田遺跡・束坪之内遺跡・田中浦遺跡』側)岐阜県文化財保護センター。

13)県内では、城之内遺跡、柿田遺跡から出土しているのみである。

14)藤津良祐氏は、鎌倉市内の遺跡における入子の出土量に着目し、武家屋敷地からの出土が目立つことや、鎌倉以外

の出土例が極めて少ないことから「VM耳壷･瓶子･水性などの施粕陶器以上に遺跡の性格を反映する可能性が高い」

としている。藤津良祐2003「占瀬戸陶器一入子再考一」『季刊考古学』第85号。

15）小野木学2004「中世美濃須衛窯に関する基礎整理」『美濃の考古学」第7号美濃の考古学刊行会。

16)小野木氏は、県内の報告書に掲載されている111茶碗から西濃・'1皮阜・中濃・飛騨の5地域について均質手・荒肌手

の分布状況を調べ、その流通過程とその背景の推測を試みている。その中の中濃地域について、今|口|の調査で得ら

れた結果と一致する状況が推定されている。小野木学2003｢岐阜県における山茶碗分布と流通」『美濃の考古学」

第6号美濃の考古学刊行会。

17）歪んだ個体の計測は、最大値を基本としている。口縁の残存が半分以下のものは、復元可能なものについてその数

値をグラフに掲載した。

18)伊野近富1995r1．土師器Ⅲ」『概説'I'世の土器・陶磁器」真陽社。

19）千畳敷遺跡（恩IⅡ裕之2000「第5章第2節7期の遺物について」「千畳敷Ⅱ11(IIh岐阜市教育文化振輿財団）でも、

4段階の法量があることが示されているが、最も小さい口径I群（6.5～8.Ocm)に、ⅢIV類(IVceIVe類を

除く）に該当するG類の土師器III!.がないことが示されている。

20）上記の千畳敷遺跡や鷺Ill仙道遺跡（高木晃2002「第5章第3節鷺Ill仙道遺跡の出土遺物について」「鷺Ill仙道遺

跡」肋Ill支阜市教育文化振興財団）でも口径18cm以上の大型品を除けば、今回の法量散布と1面l様な結果が出ている。

ただしIVce・IVe類に該当する分類と111．IV類に該当する分類の法量散布の違いについて指摘はない。計測ﾉﾉ法

の違いもあるが、遺跡の特性なのかどうかを今後検討する必要がある。

21)不明遺構B114出十1の土師器は、多量のレキと連房製砧とともに一括して出土しているものが多い。遺構内の出土

遺物はそれよりも古い遺物も多いが、一括性を考えても良いと思われる。

22）口縁部計測法と同じ原理で底部も測定を行った。

23）藤津良祐1991「瀬戸古窯Ill菖群Ⅱ－占瀬戸後期様式の編年一」『瀬戸市歴史民俗資料館研究紀要X」瀬戸市歴史民

俗資料館、藤津良祐1995「瀬戸古窯ﾅll群IⅡ一古瀬戸前期様式の編年一」『伽瀬戸市埋蔵文化財センター研究紀要

第3号」㈱瀬戸市埋蔵文化財センターなどを参考にした。

24）汐見一夫2001¥2Tf製品の流通」「図解・日本の中世遺跡」東京大学出版会。

25）この溝跡について、運河ではないかという説を宇野隆男・渡遥博人両氏よりご指摘を受けた。もし運河とすれば、

物流の拠点として集落が機能し発展していたという考え方もできる｡ただし本文中に述べた比高差や溝の規模の問

題があり、今後の検討課題としたい。

26）後藤光伸「第十二章荘園と郷」「関市史l通史編自然脈姑古代'I'世関市教育委員会。
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第1節調査に至る経緯・第2節調査の経過と方法1

第1章調査の経緯

第1節調査に至る経緯

洞雲戸遺跡は、関市下有知地内の神光寺の裏山に位置する遺跡である。圧l土交通省Ill支阜国道工事事

務所による東海環状''1動車道（関～美濃加茂）建設事業に伴い、平成11年9月8IIに岐阜県教育委典

会・伽岐阜県文化財保護センター・関市教育委貝会の合同で山頂からIll麓にかけて踏査を行った。そ

の結果、山頂部付近で巨岩の露出、及びその周辺で人頭大の川原石を2～3個発見した他、すぐ東方

Ill麓でも巨岩の下部に小さな岩陰があることを確認した。これらは祭祁に関連した遺構の可能性が考

えられたため、平成14年7)J2日～5Rに15m鰯の調査を行った。Ill麓部の岩陰周辺部においては遺構、

遺物とも皆無であったが、Ill頂部の人頭大の川原石が散乱していた筒所では、川ﾙﾘ(石の下部で遺構，

基を検出したので、記録をとって掘削した。この遺構からは、青白磁の合子、白磁の小壷、短刀等、

経塚を思わせる遺物が多く、周辺部にも遺構が広がる可能性が考えられたため、Ill頂部の約300m'の範

囲で低木のみを伐採し10月7II～18日に継続調査を行った。

第2節調査の経過と方法

当遺跡の調査は、調査地内の区割りを行わずに調査に入った。掘肖I)はすべて人力で行い、表土を除

去したI層基底面にて遺構検川を行った。遺構が多く検出されたIll頂部と両側斜面においては、岩盤

に掘り込みが多かったので、最終的に岩盤上面まで掘削して確認した。山頂東部においては、窪んだ

箇所、岩盤が切れた箇所隻等を中心に掘削した。その結果、掘り込みがいずれも浅く不定形で、内部か

ら川原石や遺物の出土もなく、遺構とは考えられなかったため、西側斜面を中心に調査を行った。遺

構実測は、すべての遺構について、任意の座標を決めて実測を行った。そして、調査終了後、地形測

量am皮阜テクノスに委託）を行うとともに、それらの座標の位置を記録し、遺構配置図を作成した。

〈調査の経過＞

7月2H山頂の川ﾙi〔石周辺部及び巨岩南部の調査。倒木により表Ifllに浮いていた川原石を除

去し、精査したところ、SX1を検出した。記録をとり、半割すると、青I'l磁の合子、

短刀が出土した。

7月3R山麓部の調査。岩陰の前に1本、やや北部に2本のトレンチを入れたが、遺構、遺

物ともに皆無であった。

7月4H当センターの試掘検討委員会で､、SX1及び､Ill頂部周辺部の状況を確認し、今後につ

いて検討した。その結果、山頂平坦部を中心として雑木を伐採し、遺構のｲi無を確

認することに決まった。

7月5日SX1を完掘し、記録をとった。

（伐採の許ﾛI等の事情で、一時中断）

10月7日山頂平土日部の雑木を伐採し、地表面の枯れ枝等を帯で掃く。西側斜面において、数

十個の川原石を検出した。東側部分では、表面にみえる川原石は一点もなかった。



第1章調査の経緯2

山頂より西側斜面にかけての表土（腐葉土）を取り除いた。

SX2、SX3、石列及び人為的に造成された平坦地を検出した。

削平して平土日にしたと｣思われる面で、SP1～SP5を検出した。

SX2、SX3を半割した。SX2の底部より炭化物が多量に出土した。

SX4、SX7を検出した。SX2を完掘した。石の下でつぶれた状態で青白磁の合子

が出土した。

SX05を検出した。山頂部のSX7を半割した。炭化物とともに多くの遺物が出土し

た。SX3、SX4、SP1～SP5を完掘した。SX3からは、小刀が出土した。

平坦地の盛土を除去したところ、下部でSX6を検出した。SX5、SX7を完掘した。

SX6からは小刀が、SX5から和鏡が出土した。

SX6を完掘し、西側斜面を岩盤まで掘り下げた。（この時点でSP6、SP7を検出

10月8日

10月9日

10月10日

10月11日

10月15H

10月16n

10月17U

10月18L1

1ナ〉｝
しJ､二○ノ

Ill頂付近の地形測量を行うとともに、遺構の位置を記録にとった。10月30日

平成14年度試掘確認調査の体制は以下の通りである。

理事長服部卓郎｜調 査 部 長

専務理事兼事務局長成戸宏二｜調査部次長

常務理事兼経営部長福田安昭｜調査担当者

経 営 部 次 長兼経営課長福田照行

武藤

片桐

坂東

古屋

昭
彦
肇
彦

貞
隆
寿

0km

図1遺跡の位置(S=1/50000、国土地理院発行1/50000地形図を使用）
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第2 章 遺跡の環境

第1節遺跡周辺の環境

当遺跡は、関市下有知地内を走る関･美濃線（県道281号線）東にある神光寺及び''|山神社の裏山に

あたる高さ120m程の小高い丘の上にある｡西部は南流する長良川によって三段の河岸段丘が形成され

ており、この付近一帯に重竹遺跡が広がっている。この遺跡からは、縄文～近世にわたる数多くの遺

構・遺物がみつかっている。東部は郡上郡付近から続く山地が南に向かうにつれて高度を下げ、丘陵

化してくる地域である。ここには、砂行遺跡をはじめとして、深橋前遺跡、南青柳遺跡、糧ノ水洞遺

跡、末洞遺跡等、古墳時代～古代にかけての遺跡が集中している。

当遺跡は、丁度両者の境目に位置する。この丘陵上部のほとんどはチャートの岩盤よりなっており、

特に山頂部には巨岩の露出がみられ、何か祭*的な場を想像させる。この巨岩の南にあたる斜面には

占墳が数基ある。

第2節神光寺について

当遺跡の南東Ill麓には神光寺があるが、この寺は中世において白山信仰の重要な拠点であったと考

えられている。寺の成立時期については定かではないが、平安時代後半であろうと推定される。

この寺には、平安時代の後期に作られたと考えられている十一面観吉像がある。『華厳経』『法華経』

などには、観音菩薩が様々に身を変じて衆生を救済するさまが記されているが、十一面観脊は、その

変化観吾の代表的なもので、日本では天平時代以降に信仰されたものである。そして、この観吉は、

em信仰においては、白山権現の本地仏にあたるものである。また、鎌倉時代の地蔵尊像、大日如来

像、泰澄大師像や、室町時代の'1山塁陀羅図がある。特に白山塁茶羅図は、rim信仰そのものを本地

垂迩の考えに基づいて図化したものであり、白山信仰との大きなかかわりが伺い知れる。

由緒言には、「養老三年(719)に泰澄大師が洲原神社（美濃市）に次いで神光寺を創建し、次に願

成寺（岐阜市大洞）を創建した」とある。「養老三年(719)に泰澄大師が」というのは、事実とは考

えがたいが、白山信仰を広めた泰澄が創建したと由緒書にあることは、注目に値する。またこの地区

では、白山信仰が発展してくる中で、重要な拠点として下山七社が編成されてくるのだが、神光寺は、

美濃市にある洲原神社とともに七社の一つと考えられている。このように、神光寺は、この地区にお

いて、向山信仰の一大中心地になっていたのであろう。

この寺の宗派であるが、平安時代末期において、向山美濃馬場の向山寺、平泉寺、長瀧寺がいずれ

も延暦寺末となっていることから、それにつながる神光寺も天台宗系の密教寺院であった可能性が考

えられる。ただ、これらのことについて確実な史料は残存しておらず、いずれも推定の域を出ない。

なお、その後一時衰退した神光寺は、慶長元年（1596）高野山南谷増福院の真栄によって再興され

て、高野Ill派の真言宗寺院となり、現在に至っている。



4第3章遺構

構第3章 造

第1節基本層序

基本層序は、次の通りである。

I層黒褐色士(7.5YR3/2)

表土。ほとんどは腐葉土である。粘性、しまりはなく岩盤と同種の小喋を含む。

II層褐色士(7.5YR4/4)

地Ill士。岩盤上を覆っている土である。当遺跡のI1l頂部付近の場合、その多くの部分で岩盤が表出

しており、この土は岩盤が窪んだり、隙間が広くあいた箇所に多く堆積していた。

Ⅲ層岩盤

チャートの岩盤で、遺構の多くはこの岩盤への掘り込みである。
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6第3章遺構

第2節遺構の概要

検出した遺構は、中世を主体とする。遺構の種類の内訳は祭祁遺構7基、掘立柱建物跡1棟、ピッ

ト3基、石列1基、溝1条である。祭祁遺構のうちSX2以外は、例外なく岩盤を割って掘り込まれた

ものであり、掘立柱建物というのは1間×1間の小規模なものであった。また、石列を含む区域は、

岩盤を削り、階段状に造成した形跡がみられた。

なお、遺構の種別は次のとおりの原則を用いる。

SX(祭祁遺構）……………径0.5mをこえる穴で、祭iffiに関連していると考えられるもの

SH(掘立柱建物跡）………ピットが対をなして並ぶもの

SP(ピット）………………平面がほぼ円か楕円を呈する径0.5m以下の小穴

SA(石列）…………………人為的に組まれた石の列

SD(溝）……………………細長い形状をもつもの

また、当遺跡の調査においては、区割りがしてないので、便宜上、Ill頂平坦部をA地区、Ill頂部よ

り削平地まで､の西斜iMをB地|ﾒを、削平地も含めて西部をC地区とし、このC地区の削平地を上部から

削平地①、削平地②と呼称して稲を進める。なお、東部については、尾根筋に沿って岩盤の切れた箇

所、窪んだ箇所等、4箇所の掘削をした。しかし、いずれの箇所も岩盤に人為的に掘り込んだ形跡が

ないこと、浅く不定形のう．ランをなすこと、西斜面の遺構にみられたように川原石や遺物が出土しな

いことなどから、遺構ではないと判断し、西部を中心に調査を行った。

第3節検出した遺構

1．祭祁遺構(SX)

SX1(図4)位置A地区の巨岩の北に位置する。

検出状況踏査した当初に、この地点で苔むした川原石2個をみつけている。今年度調査に入った時

点では、この2個の川原石の間に太さ2(lcm程度の楠の根が露出した状態で倒れていた。つまり、この

2個の石は倒木によって掘り起こされ、はね飛ばされた状態であった。これら2個の浮いた石と倒木

を取り除いた後、川原石と角磯で組まれた遺構を検川した。

平面形態は、直径0.8mのほぼ円形で､、深さ約0.3mを測る。I､部は岩盤に掘り込まれたものであり、

⑦の川原石の周州では刀子片が2点､底部では白磁の小壷が横位で出土した｡①のSX1上部石組みの

ブロック状角牒の中央下に、喫に接し腐葉土上に設置されたかのような状況で小刀が出土した。酸化

による腐食があまり進んでおらず、完全な形を保っていた。土坑中央上部では青白磁合子の蓋部分、

約0.2m下部で身の部分と白磁碗片が出土した。また、SX1の周辺部、及び遺構北斜面では、陶器片が

多く出土した。

この遺構の構造であるが、底部は岩盤を掘り込み、そこに埋納物を納め、上部には石組みとともに

盛土がされたと考えられる。その後、この盛士がやや流れた状態で木が成育し、やがて、木が倒れた

ことによって、根とともに遺構は掘り返され、遺物は散逸したと考えられる。
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出土遺物青白磁平型合子（5．6)、’'1磁壷型合子（4）、白磁碗片（2）、白査系陶器壷片（3）、

白逢系陶器碗片(1)小刀(9)、刀子（7．8）。

所属時期青rl磁平型合子から考えると12世紀末～13世紀初頭である。

SX7(図4)位置A地区のSX1と巨岩の間に位置する。

検出状況表土を除去した時点で、う°ランの検出を行った。う．ラン内の中央部やや束よりに炭化物を

多く含む黒色土の層が広がり、遺構の中央部には、直径約0.2mのアラカシ属の木が生えていた。

遺構は岩盤がほぼ円形に掘り込まれたものであり、直径約1.2m、深さ約0.45mを測る。検川プラン

の中央には、炭化物を多く含む土の層があるが、これは遺構上部がほぼ平らになった後、火を焚いた

痕と考えられるが、この遺構を意識して行った宗教行事かどうかは不明である。内部には角喋も含め

て、多くの円喋が入っていたが、これらは内部に埋納されたものが土圧で圧縮されるか、引き抜かれ

るかした後、上部にあったものが落下したものと考えられる。実際に経筒底部と考えられる遺物が、

中央部の角喋下から底部のみが抜け落ちたような状態で出土している。岩盤への掘削は、SX1より丁

寧で細かく削り、ほぼ円形であった。この遺構は、経筒外容器片及び経筒片が出土していることなど

から、経塚と考えられる。尚、山頂部には、SX7とSX1は並んでいるように見受けられるが、対に

して作られたとも考えられる。

出土遺物白磁碗片（26.30)、経筒外容器片（35.36)、経筒片29点（32～34)、常滑髪片4、口蓋系

陶器片22点（27～29．31．37．38)。遺物出土点数は、59点で最も多くの遺物が出土した。

所属時期白磁碗片から考えると12枇紀末～13世紀初頭である。

SX2(図5)位置C地区の削平地①の北部に位置する。

検出状況上部は届平なI'J操が数個積まれたような状況で地表FIIに川ていた。その燦の重なり具合か

らみると、上部にあった石積みが、中央部遺物の抜き取りか埋納物の土圧による陥没などの理由によ

り、内部に落ち込んだものと考えられる。

平面形態は楕円形で、東西約1.6m、南北約1.2m、深さ約0.5mを測る。I1lの北斜面でII屑の厚い箇

所に掘り込んだもので､底部でも岩盤には達していなかった。SX1～SX7で､岩盤にまで掘り進んで

いない遺構は、この遺構のみであった。底面付近には、炭化物のかたまった層があり、木炭状になっ

た角材も出土した。特に土坑の束内面は土が焼けており、側面に表出した篠も被熱していた。青白磁

壷形合子は、底部に近い筒所で､上から落ち込んだと考えられる円牒に押しつぶされる形で出土した。

また、白蓬系陶器片は、青白磁壷形合子より上層（②層）から、まとまって出土した。

出土遺物青口磁壷形合子（11．12)、白査系陶器片8点（10．13)。

所属時期青白磁壷型合子から考えると12世紀末～13世紀初頭である。

SX3(図5)位置C地区の削平地②の北側斜而に位置する。

検出状況地表面に、多くの円喋角喫が積まれたような状態で露出していた。この遺構もSX2と同

様で、上部の篠が下部へ落ち込んだものと考えられる。

平I訂形態は、ほぼ円形で耐、南北約1.4m、東西1.2m、深さ0.7mを測る。岩盤に掘り込んだもので、
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円喋、角喋が多く残存していた。中央部で斜めに落ち込んだ石は、縦0.6m、横0.4m、厚み0.1mの扇

平で隅丸方形の墓標状のものであったが、表裏両面で文字、線刻等は確認できなかった。④層では、

炭化材が出土(*1)したが､SX2のように層をなして堆積しているわけではなかった。また、底部側面に

近い箇所で小刀と白磁碗片が川土した。小刀は底部に近い④層の縁辺部から、棟を上にし錐子がやや

上向き加減になった状態で出土した。

出土遺物白磁碗片(14)、小刀(15)、小石。

所属時期白磁碗片から考えると12世紀末～13世紀初頭である。

(*1)炭化材の分析によると、SX1がマツOf央の木はアラカシ亜属)、SX2～4がアラカシ亜属というよ

うに、いずれも常緑樹である。常磐木として意識的に使われた可能性も考えられる（第5章第3節参照)。

SX4(図6)位置B地区の西向き斜面に位置する。

検出状況表土を除去した時点では、この遺構のプランは明確にわからなかった。ただ、この部分に

おいて岩盤が切れていたため、再度精査してう．ランを確認した。

平面形態は、1.2m×0.9mの隅丸方形に近い形で岩盤に掘り込まれており、深さ0.3mを測る。内部

中央には而平なIﾘ蝶があり、その底部周辺から青白磁合子蓋の破片が出土した。この青白磁合子蓋の

内Iniには、漆の付着が認められた。

この士坑を見る限り、上部の石組急み等はみられないが、調査当初北西部の3m程度下方に、大きい

のでは0.45m×0.35m、厚み0.07mのもの等、円喋の集中|ﾒ:があり、SX4付近から落ちてきた可能性

が考えられる。

出土遺物吉n磁合子蓋片(17)、白餐系陶器片4点（16．18．19)。

所属時期青白磁合子蓋片から考えると12世紀末～13世紀初頭である。

SX5図6)位置B地区の北斜面上部に位置する。

検出状況表土を除去した時点では、この遺構のプランは分からず、岩盤の切れ目により遺構の範閉

が想定できた。内部には円喋が2個あったが、他に比べ最も急な斜面に作られたせいか、上部遺構の

ほとんどは流れてしまっており、付近にもほとんど円喋は認められず、上部に石組みがあったかどう

かは不明である。

岩盤に掘り込まれており、平面形態は0.9m×0．8mの隅丸方形で、深さ0.3mを測る。この遺構の南

部縁辺からは、和鏡が出土した。裏面を上にして伏せられた状況であった。地表面に近い箇所であっ

たが、周縁部の欠損は少なく、保存状態はほぼ良好であった。ただ、上部遺構が崩壊し、和鏡の直上

近くまで土が流れていた関係から、埋納の状況については明らかにできなかった。

出土遺物和鏡（21)、白査系陶器ﾊ．（20)。

所属時期和鏡から考えると12世紀末～13世紀である。

SX6(図6)位置C地区の削平地①の盛土下中央部に位置する。

検出状況削平地①の盛土を除去し、岩盤部分まで掘り下げた時点でプランが確認できた。完全に岩

盤に掘り込まれた土坑で、他のものと違い上面、及び埋土中には円探が1個もなく、上層には15cm前
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10YR5/4にぶい黄褐色土、粘質、
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／
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帯びた粉末状の土、しまり悪い

10YR4/6褐色土、粘質、湿り気を帯びた粉末状の土、
や - や I 士 n 卜 1
、、しづ、ノ手し

10YR4/6褐色上、粘質、土坑の畦にこびりついた状況

で墨やや硬い、しまりよし

①16

①
②

腐葉士と黒褐色10YR2/2の土が混じったもの

10YR3/3暗褐色土、粘質、小レキの混入少なく乾燥した土、
しまり悪い

10YR4/4褐色上、粘質、小レキが少なくさらさらした某盤

層土に近い土、遺物が混入、ややしまりよし

②

③

③

④

0 1m

’

図6SX4・SX5・SX6遺構図(S=1/20)
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後の角喋が数個入り込んでいるのみであった。後になり、SHIが作られた時に削平され、円喋も除去

されたものと考えられる。

平面形態は1.2m×1．Omの楕円形で、深さは0.6mを測る。中位の側壁では、小刀が刃先を上にし、

錐子が上向きの状態で出土した。また、図示していないが、中央部で和鏡片が②層の下層部より出土

した。保存状態はよくなくて、細片がほとんどであるが､紐の部分とわずかに文様のみえる破片はあっ

た。鏡の全体に広がる文様は不明ながら、和鏡(21)に見られる草花の一部分と考えられる文様はみ

られた。周縁部が残存しておらず、詳細は不明であるが、径は21より大きく約100mm程度ではないかと

推定される。また、③層より経筒外容器片、白磁皿片が出土した。ここの埋土は、SX7に似て粒の小

さい砂質の褐色土で、底部の側壁に近い部分には粘性の強い褐色土がこびりついていた。また、遺構

の北部周辺aの部分、C地区遺構配置図参照）には岩盤を約5cm削り低くした箇所があるが、SX6

に伴うものかどうかは不明である。

この遺構も他の遺構と同様に、岩盤を掘削して、小刀、和鏡、経筒外容器、その他埋納物等を納め

た後、上部には石組みをしたものと推定できる。そして、後の時代に上部が自然に崩落するか、人為

的に崩されるかした後、建物を建てるために再度岩盤面を削平し、新たに盛土を敷いて、建物を建て

たと考えられる。

出土遺物小刀（25)、和鏡片、白磁皿片（22)、白磁碗片（23)、経筒片（24)。

所属時期白磁Ⅲ片から考えると12111:紀末～13世紀初頭である。

2．掘立柱建物跡(SH)

SHI(図7)位置C地区の削平地①に位置する。

検出状況当初、この削平された面には、B地区の上部から滑落したと思われるI'J蝶が十数個あった。

それらをすべて取り除き、盛土上面で精査したところ、SP1～SP4の4基の柱穴を検出した。いずれ

も明確にわかるものであったが、すぐ下が岩盤のため、深さは0.1m程度であった。

この建物は、この面を削平し、盛土をした後に建てられたものと考えられる。ただ、盛土西端に設

置された石列と軸がそろわず、その両者の関係は明らかではない。l間×Iffil(1.7m×1.4m)で、

洞のような小さなものと思われるが詳細は不明である。長軸の方位はN30Wである。図示していない

がSP1の埋土上部より銭貨が川土した。鉄銭で周縁部にやや厚みがあるものの、ほぼ半分が欠損して

いた。その他、盛土中より鉄釘、小石が出土した。

このSHI周辺部及び、C地区で出土した14個の小石についてであるが、SX3の埋土から1個、そ

れ以外はいずれも盛土の上面か内部より出土したものである。川原石であるから、人の手によって他

から持ちこまれたことは明らかである。表面に文字が書かれていた形跡はなく、意図的に埋められて

いた可能性も薄い。むしろ、このIll頂部に詣でた時に信仰に関連したものとして持ってきたものであ

ろうと考えられる。時期は、不明としか言いようがないが、盛土中から多くが出土したことから、SH

lと同時期である可能性はある。

出土遺物銭貨、鉄釘（47)、小石（盛土巾)。

所属時期出土遺物からは判定できず、不明である。
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図7C区遺構配置と検出した遺構(S=1/40)
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3．ビット(SP)

SP5位置C地区の削平地②の石列寄りに位置する。

検出状況・出土遺物石列に隣接して、一段低い箇所で検出した。岩盤への掘り込みではなく、石列

下の盛土に掘り込まれたものである。径約0.05mで、杭のようなものの痕と考えられる。SHIとの関

係で考えると、SP1とSP4の中央部といえなくはない。

出土遺物はなく、所属時期は不明である。

SPG位置C地区の削平地②に位置する。

検出状況･出土遺物径約0.2mの円形のピットで、岩盤h部の盛土をすべて取り去った時点で確認で

きた。この遺構は、盛土上面から掘り込まれた可能性が高い。岩盤からは約0.25mの深さであった。

出土遺物はなく、所属時期は不明である。

SP7位置C地区の削平地②に位置する。

検出状況･出土遺物0.24m×0.2mの楕円形のピットで、SP6と同様で、岩盤上部の盛土をすべて取

り去った時点で確認できた。遺構は岩盤に約0.18m掘り込まれていた。このSX7とSX6は対である

と考えられ、この2遺構を結ぶ線は石列の軸と同じくする。

出土遺物はなく、所属時期は不明である。

4．石列(SA)

SA1(図7)位置C地区の削平地①の西端に位置する。

検出状況・出土遺物表土を除去した時点で検出できた。盛土がくずれないように石列が作られてい

ると考えられる。使用されているすべての石が横長の角喋であった。それぞれの石の周りには掘形が

あることから、まず溝状に掘り、それぞれの石を設置して周りを固めたものと考えられる。

出土遺物はなく、所属時期は不明である。

5．溝(SD)

SD1(図7)位置C地区の削平地の東端に位置する。

検出状況・出土遺物削平地①の盛土を精査した時点で検出できた。SHIの柱穴SP3で切られてい

る。この溝は、深さ0.05m～0.1m程度のものである。

出土遺物はなく、所属時期は不明である。
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表1SX(祭祁遺構）一覧表

’

表2SP一覧 表

’

地区

A

Ill頂

部

B

C

遺構名

SX1

SX
ワ
』

SX4

SX5

SX2

SX,3

SX6

掘り込み
状況

岩盤へ

掘り込
み

'I)盤へ

掘り込
み

岩礁へ、

掘り込
み

岩盤へ

掘り込

み

Ⅱ層へ

掘り込
み

岩盤へ、

掘り込
み、

岩盤へ

掘り込

み

測二
【壬、

三

_串

長軸
(ml

().85

1．35

1.14

().93

1.62

Ｑ
⑪

１
１

弓
●
Ｉ

l.lfi

短軸
(m)

().75

1－2

0－88

0．8
の
△

1.16

1.23

1.04

深さ
／、

Imノ

().32

().4
１
１

(） }3

028

().52

0.71

0．64

石組み

上部で唖円

撰が散乱。

下部に石組

み。

I食部に石fⅡ

みなし。内

部に石組み

残る。

内部に亜円

喋1個残

ｎ

ブ
タ

内部に亜|リ

磯2個残
､ﾌﾞ

oo

上部でｲi組

みの確認が

~できる。

上部で､ｲi細

みの確認が

できる。

石組 み な

し‘

出土遺物

肯！'｣磁合-f・白磁合

子・白磁碗片・白餐系

陶器片・小刀・〃子2

白磁片2，経筒外容器

ﾊﾞ、経筒片29、常滑謹

片4、白査系陶器片22

青''1磁合子藷片（内ffi

に漆が付着？）、''1査系

陶器鉢片4，白琵系附

器{範片

fn鏡、白登系陶器接、

白査系陶器碗片

吉白磁壷形合子、｜『I壷

系陶器片8

小刀、白磁片、（小ｲf

小刀、白磁ハ2，経筒

片、和鏡片

時期

17～
ユー

13C

12-

13C

12-

13C

一
Ｃ

ワ
白
旬
ｊ

『
Ｉ
且
１
０
１

1？～
▲ｰ

13C

12～

13C

12～

13C

備 考

Ill頂部。‐上部に亜|ﾘ峡が散

乱する。周辺部UMl-.ifiiか

ら陶器片が多く出土する。

Ill頂部。上部に焼いた痕跡

と思われる炭化物の肘がみ

られた。

掘り込みは浅く、遺構の残

存状況はよくなかった。

掘り込みは浅く、遺構の残

存状況はよくないが、I-.)('/

部で和鏡が出土した。

掘り込みの側川に焼けた狼

がある。底部に炭化物のⅣ↑

力ざ認められる

上部のイI刑lみが、遺構内部

に落ち込んだ状況であっ

た。遺物は少ないが、いち

ばんイiの多い遺構である。

後に’二部が人為的に削平さ

れたと考えられ、上部に

あったと,思われる石組みは

みられなかった。

地区名

（

削平地①

(両側斜Ifll

上部廃土上）

削平地(2

(西in斜面

ｲi列下）

遺構名

SP]

SP2

SP3

SP4

SP5

SP6

SP7

棚り込み状況

盛土上I!lからU¥i
への掘り込み

盛土上耐から汁盤

/、少し伽り込む

盛土上irnから[II
/、の伽Iり込み

盛土上面からIIIf'
への棚r11入み

杭の抜き取り痕

か？

盛士LIfllから？器

盤へ、掘り込み

嘘土上而から？｣尚

盤へ棚り込み

法量

長軸
／、

Imノ

0．24

0.28

0．26

().24

0．05

0．2

(1.24

為
判
、

知
ｉ

0．24

0．26

0．24

0－22

().()5

o'

().2

さ
〕

深
伽

0.12

0.12

(1.1

II.1

(）
りり

ム』

0.2:1

0．18

出土遺物

銭貨1（時期

不明）

なし

ナ浜1
"ふし，

なし

なし

式肇l
季し

なし

備 考

SB1底部がすぐに岩盤にあたり浅い。

SB1内部に角喋が入り込んでいて、キ1

盤へ少し掘り込む

SB1溝SD1を切っている。蝿士

が砂質士である。

SB1ピットの南部が斜面の崩然に

より削られる。

ｨ｢列西の一段下で検出した。プランは

明瞭である。

盛士を除去した時点で検出できた。

盛土を除去した時点で検出できた。
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遺物は接合後の破片数で133点出土した。その内訳は白査系陶器(美濃須衛産)88点、白査系陶器(束

濃産）5点、中国磁器15点、土師器2点、鉄製姑7点、銅製品2点、石器14点である。

陶磁器のなかでは、白査系陶器（美濃須衛産）が圧倒的に多いという特徴がある。美濃須衛産は胎

土が砂質であり、含有物は石英（灰色燦）よりも長石（白色篠）の方が多い。また、胎士中には空隙

が多くみられる個体もある。東濃産のいわゆる均質手のものとは容易に区別でき、尾張産のいわゆる

荒肌手のものとは若干区別が難しい個体もあるが､概ね砂質の具合で肉眼による区別が可能であった。

髪は口縁部形態や外面の様相が常滑のものと酷似するが、胎土が全く異なるので識別は容易である。

このように、1遺跡において、美濃須衛産の中世陶器が卓越して出土する事例の報告はあまりなく、

今後は十分に留意すべきである。

以下に、遺構毎に遺物の概要を説明する。なお、中国磁器、常滑、白査系陶器などは、重竹遺跡の

参考文献と同じなので割愛する。

SX1(1～9)

白査系陶器(1-3)1は束濃産の碗であり、底部内面全体が大きく窪み、高台が底部外面周縁に

貼り付けられていることから、北部系8型式の大谷洞14号窯式に分類した。3は美濃須衛産の丸底の

壷、ないしは経筒蓋の可能性があり、外面の調整は粗い。

中国磁器（2．4～6）2は白磁碗である。大宰府分類のV類かVⅢ類に比定される。4は白磁壷形

合子身である。底部は上げ底で体部は肩部で屈曲し、II縁部周辺は整形最終時に強く横ナデされる。

休部外面には先端が丸い棒状工具により縦方向の沈線が施されている。なお、体部内面にわずかに煤

が付着しているが、その用途は不明である。5は青白磁平形合子蓋であり、6の青白磁平形合子身と

重なり合い、総高は3.3cmである。5の天井部はやや膨らみをもち、体部最大径は口縁部上方にくる。

蓋表面全面に28の小菊状の花があり、花びらはいずれも8枚である。なお、口頚部外面に縦方向の沈

線が入る。6は底部は上げ底で体部下方は斜めに立ち上がり、上方はほぼ垂直である。受部はシャー

プなつくりで、受部面は窪む。体部外面には縦方向の沈線が入る。5，6ともに、縁端部が部分的に

細かく打ち欠かれているが、これは焼成直後の蓋と身の剥離の痕跡と考えられる。

金属製品（7～9）7．8は刀子である。7は本体そのものはしっかりしているので、小刀の一部

分の可能性がある。8は腐蝕が激しくもろい状態であった。9は小刀である。腐蝕がさほど進んでお

らず、残存状況が最もよく、茎の部分に柄の一部と思われる木片が付着している。

SX2(10～13)

白査系陶器（10.13）10は美濃須衛産の鉢であり、口縁端部が水平に面取りされている。残存部位

において、顕著な使用痕は認められない。13は美濃須衛産の髪である。おそらく経筒外容器に転用さ

れており、10の鉢は外容器の蓋であったと考えられる。

中国磁器(11-12)11は青白磁壷形合子蓋であり、12の青白磁壷形合子身と重なり合い、総高は4.8

cmである。11は天井部外面が丸みを帯び、受部との境に段を有する。受部は粘土紐を貼り付けており、
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外的iが内傾する。天井部外面には芯をもつ菊花を表した花形文が施されている。12は底部が輪高台状

に削り出され、休部は丸みをもって立ち上がり、口縁部は尖る。口縁部外面は強い回転ナデが施され

るため、緩やかに窪んでいる。体部外面には菊花を表した花形文が施されている。

SX3(14-15)

14は中国磁器の白磁碗である。大宰府分類白磁碗IV類に比定される。15は小刀である。棟の部分が

やや厚くなっており、目釘穴も残存している。

SX4(16～19)

16は東濃産の白査系陶器の碗である。体部がやや浅い。17は中国磁器の青向磁平形合子蓋であり、

当遺跡出土の他の合子蓋よりも直径が大きい。、頚部外面中程に明確な稜を有し、天井部外ih¥に唐草

文らしき文様をもつ。なお、内面に漆が付着している（第5章第2節参照)。18.19は美濃須衛産の口

蓋系陶器の鉢であり、18は体部の立ち上がりが急で、内面が摩滅している。19は口縁部が外反気味で、

内面が摩滅していない。

SX5(20．21)

2()は美濃須衛産の白雀系陶器の経筒蓋である。口縁端部がほぼ水平に面取りされている。21は「波

貝双烏鏡」といわれる和鏡である。径82mm、縁高3mm、縁幅3mmであった。文様(*2)は、外区から内lメミ

にかけて水波文を表し、紐を挟んで対称位置に、帆立貝と小烏の文様を2個ずつ配置するというよう

に、非常に珍しい文様構成である。このように貝を意匠とする平安末～鎌倉期の鏡はきわめて稀で、

出土鏡としては他に例がない。平安後期～鎌倉期の鏡としては小ぶりである。鏡胎も特徴的で、帆広

の周縁が低く外傾気味に立ち上がるもので、花形座の低い紐に、鋳造時に鉦孔となる軸を設定した痕

跡が残っている。こうした鏡胎の特徴をもつものは、鎌倉時代初期あたりの年紀をもつ経塚からよく

出土する。

（＊2）鏡の文様等については、その多くを京都国立博物館の久保智康氏のご教示によった。

SX6(22～25)

22は中I玉l磁器の白磁Ⅲである。休部内面中程に明瞭な段をもつ。23は中国磁器の白磁碗である。大

宰府分類のIV類に比定される。2.1は美濃須衛産の白査系陶器の経筒もしくは経筒外容器である。口縁

部外面に「十」字状の刻書がある。25は小刀である。15に比べ茎の部分が長く、錐子の部分が少し欠

損している。目釘穴は残存している。

SX7(26～38)

中田磁器（26．30）26は白磁碗である。太宰分類向磁碗V類かVⅢ類に比定される。「1縁端部に輪花

を有する。30は白磁碗であり、11縁端部の粕は拭い取られ、体部内面に1条の沈線を有する。また、

紬には貫入がある。

白査系陶器（27～29-31～38）27．28は美濃須衛産の経筒蓋であり、I｣縁端部が丸みを帯びている。

29は美濃須衛産の碗であり、休部が全体的に厚く、直径も小さいことから、経筒の蓋の可能性もある。

31は美濃須衛産の鉢であり、n縁端部が外反し、休部内面は摩滅している。32～34は美濃須衛産の経

筒であり、同一個体である。底部外面には胆l転糸切り痕が残り、休部はほぼ直線的に立ち上がる。口

縁部はやや内傾し、端部は丸みをもつ。体部外面には2条の沈線が上下に施され、へラによる刻書が

3ヶ所以上にあるが、その半1)読は不明である。他の美濃須衛産陶器よりも焼成が甘く、体部内面に粘
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土紐の積み上げ痕が残る。35．36は美濃須衛産の経筒外容器の可能性が高い。35は体部外面に2条の

沈線が施され、36は平底である。37．38は美濃須衛産の髪である。37は口縁端部が明確につまみ~上げ

られており、端部外面には縁帯をもつ。常滑編年の4型式(1190～1220)の髪の形態と類似している。

包含層出土遺物（39～47）

白査系陶器（39．42～45）39は碗である。北部系6型式の白土原1号窯式～北部系7型式の明和1

号窯式に属する。42は美濃須衛産の経筒外容器蓋であり、天井部外面に2条の沈線が上下に施されて

いる。また、頂部にはつまみが付く可能性が高い。43．45は美濃須衛産の鉢であり、43は内面が摩滅

しているが、45は摩滅していない。44は美濃須衛産の壷である。

中国磁器（40．41）40は青白磁平形合子蓋である。41は青磁碗である。大宰府分類龍泉窯系青磁碗

1－2類に比定される。体部内面に草花文が施され、和には貫入がある。

土師器（46）46はロクロ土師器で、柱状高台の皿である。底部外面に回転糸切り痕が残り、脚柱部

は中実である。

金属製品（47）47は釘である。鉄製の角釘で、表面が腐蝕しており頭部は欠損している。

表3和鏡観察表（重量以外の単位はmm)

表4刀子、小刀観察表（重量以外の単位はmm)

’

表5その他金属製品観察表（重量以外の単位はmm)

表6小石観察表

掲載
番号

21

遺物名

和鏡1

和鏡2

出土遺構

SX5

SX6

径(cm)

8.2

(約10.0

紐径
／、
ICmノ

().7

0.9

が
祁
却
、
ｌ
ノ

ゼ
価
、

紐
に
().3

0．4

鏡胎厚
(cm)

0.1

0.1

縁高
(cm)

0．3

縁幅
(cm)
().3

酎
鋤

重
ｉ

29－74

名称

波貝双烏鏡

備考

小破)1，

挿図
番-号

9

写真図
版番号

88

88

掲載
番号

7

8

9

15

25

遺物名

〃子-1

刀子2

'1,刀1

'1,刀2

小刀3

出土遺構

SX1

SX1

SX1

SX3

SXfi

全長(cm)

(5．9）

(6

28

26．5

25－0

身長
(cm)

24．5

21．7

18－6

厚
、
、

身
に

().5

(0．3）

0.7

0.7

0.5

身'隅
(cm)

Ｄ
Ｊ

り
ム

の”
、 ｰ ﾛ ｰ ﾉ

リQ
2－Qノ

2．7

2．8

茎部長
(cm)

3．8

4．8

64

某部幅
iI111i

1
弓
Ｉ

1.7

1.7

茎部I'/
(cm,

0.7

0．5

0．5

重量(g)

2.0

(i.O

190.0

89．0

89.(）

備 考

折れた破片か？

小破％

茎に木片付着

H釘穴が残存

||釘穴が残存

挿図
番号

8

8

8

8

9

写真図
版番号

87

87

8
弓
Ｉ

87

87

掲載
番号

47

遺物名

銭貨

I'l釘

出土遺構

SP1

削平地①

埋土上高

盛土上部

全長
(cm)

2 5

8．9

厚み
(cm)

0.1

0.5

:重量
(g)

1．29

7 u 7
0．J0

備 考

腐蝕がはげしく、文字の判読不能

盛土上部で､、SDl付近より出土した。

挿図
番号

9

写言真図
版番-号

87

Ⅱ

Nc

1

2

）

4

5

6
弓
Ｉ

8

9

(I

11

12

13

II

出土区

(遺物番号）

C14

C14

C144

C145

C14fi

C147

C1 4 8

C149

C(150)

C151

C152

C1 5 3

C(154)

C(155)

場所

SX3

削平地①

削平地②

削平地②
nil平地(2)

削､ド地(2)

CII平地②

削平地②
削平地②

削平地②

削平地②
、
Ｉ
ｒ
Ｉ

l平地②

削平地②

I

平地②

②層

盛土内

盛士上面

盛北上.1(11
盛土とl-.lfli

盛土内

盛土内

盛土内

盛土内

盛土内

盛土内

鴨士内

盛土内

盛土内

法量(mm)
長径

44．5

35．9

40．3
心
○ 6．9

4Q7

43－9

40．6

42」

36．5

45
ワ
Ｉ

24－2

8.

36．9

18.5

短径
Ｆ
ヘ
リ

Ｆ
○

句
く
Ｊ

30.2

33．1

31－9

28．6

25．2

25．8

32．2

18．1

38．8

リリ
白色ヨ 4

32．4

1.7

、
り
白

厚み
24．3

23．1

16.

19.7

18.(i

12.8

30．9

18.0

18.0

22．1
ワ
ム

リ
ム

１
１
人

７
０

７
０

Ｔ
Ｉ
Ｌ

13.7

15.1

重量
(g)

53.(）

33．0

30.0

34.0

33.0

19.0

53.0

43.0

24．0

46.0

8.(1

49．0

16.0

35.(）

備 考

厚みがあり、楕円形をなす。

厚みがあり、ほぼ楕円球状をなす。

府平で、格｢ﾘ形をなす。

耐平で、三角形のおにぎり形をなす

3面が平滑になっている。

他と比べて丸みのないI'l篠。

球形に近い形状をしている。

川j平で、ほぼ円形をなす。

厚みがややあり小､卜II状の形をなす。
厚みがあり小判状の形をなす。

他と比べて1/4程度の小さな円撰。
r一一一一一J一■一F一一~己一一F寺■′､，u

而平で隅丸方形に近い形状をしている。
小さめで、細長い。

耐平で､小判状の形をなす。
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表7土器観察表

旧上騒｜出王潰橋脱帽w_刷一

’ ’

可

’
I

ll
ll

12 1．6

’
|’

|’
’

’ |’
’

|’ ll
ll’ (27．6）

|’
’

－

’

’

1

’

’
|’

’

’

掲縦

爵号

1

2

4

戸
加

6

10

11

l:I

14

16

17

18

19

0

r)ﾘ

'ﾉ.《

4

b

7

28

29

10

31

32

1

35

U

Dr

1j

'{8

(9

40

4］

42

淵

44

15

46

SXl

SXl

SX1

SXl

RX1

SXl

SX2

SX2

SX2

SX2

SX3

SX4

HX4

SX4

SX4

gX§

HX（

QXI

号X（

S

S

SX7

SX7

SX

SX

SX7

3X7

S＞

SX

SX7

SX7

SX7

含屑

包 含 屑

包含Iけ

包介層

ﾛ‘含I判

〔J街屑

Ⅱ,含I間

包含 胴

北斜1m

平田部

断割内

下部イ｢a

F

遺構1部

表'．.~ﾄー

買構上部

表 t l

貿構1部
表土1,‐

園構上部
炎土下

遺構~L部

表t下

I．.、l(木

刀下

墜構|･部
表土~ﾄー

_Mi(木

刀下）

遺構内

SX5周辺

SX5)[1辺

SX4I｢13辺

SX1

北斜血

SX511制i

SXlI‘'1辺

''1資系陶器

''1同陶磁器

I鰻1錘系陶
ｴLKⅡ

石呼

中lFI陶磁器

Illl{1陶磁器

中国陶磁器

口蓋系陶器

Ll1lEl陶磁器

中l玉I陶磁器

l‘l盗系陶器

''1田陶磁器

白盗系陶器

卜1111陶磁器

''1謙系陶器

I‘l盃系陶器

白盗系陶器

IlI｢fl陶磁器

卜'国陶磁器

I'1盗糸陶器

'''1副陶磁器

l‘1蓋系陶鼎

''1笠系陶然

｢1琵系陶然

'11岡陶磁器

I'|議系陶器

｢]盃系陶器

''1雀系陶器

白盗系陶器

l』l溌系陶器

『l蓋糸陶
凡｢F

門I下

r]漆系陶器

口盗系陶器

、盗系陶器

''''1陶磁器

中陵|陶磁器

''1錐系陶器

[‘1議糸陶排

}'|盗系陶器

''1蓋系陶器

t帥器

伽

''1磁碗

帝か

''1磁壷ﾅト

合子

青白磁､{Z

形合子

肯''1磁平

形合子

鉢

青[11磁壷

形合子

青rJ磁壷

形合f

瀞

I今|磁碗

碗

青''1磁､F
形合イー

鉢

鉢

経筒

'1砿Ⅲ1

白購航】

繰筒or統

筒外容器

''1磁碗

維筒

経筒

碗

''1磁碗

鉢

経筒

粍筒

経筒

維筒外

器

存

経筒外谷
叫
州

髪

饗

碗

jj･rI磁乎・

形今f

F4i罵磁碗

経筒外谷

器

鉢

－1ざ

，唖［

鉢

枇状,胃j台
Ⅱ'1

身

蓋

身

蓋

身

篭

莞

蓋

糠

緒

蓋

|人I外面IllI転ナデ貼付高台(籾
殻痕)、luI転糸切娘

内外面回転ナデ、底部静'卜.ナ

内外面'''1転ナデ底部[mI転削り

内外血'''1挺ナテ

|人l外面11|極ナデ、底部露胎

内外Kl池I|転ナテ

吋外血Iul転ナラ

内外1A'''1椎ナデ、輪高台状
尚11り,IHl

|人l外伽I｢'|転ナラ

P,l外向順l転ナデ

内外I前|Ⅱl唯ナテ

内外I#liIl1l椎ナデ、外面トー部1m

細ljりり

内IAjm転ナデ

|ﾉ1外lml｢'1転ナテ

内外●lmIlIl転ナテ

1外旧I凹転ナーテ

iﾉ､I外millIl転ナデ、外lfli下部回

惟削I

,ﾉ1外血'''1転ナデ

内外IFli胆1極ナデ

1外l前1,1挺ナデ、外lAiに凹転
糸切娘

内外ImM嘘ナデ、外面~ﾄｰ部1m

極rlll

~平IIT
1ノ全期

内外I伽''1|極ナテ

内外1AⅡuI種ナテ

内外血同転ナテ

1外1，回転ナデ

内外｢帥llll戦ナデ

内外lmll1l転ﾅﾃ

内外l/Iil['|転ナデ､外面､u縁

部下から休部にかけていI転削
ノ

内外血'11|転ナデ、外ロ

I、li1l極削）

ｿ､I外lmlIll転ﾅー テ､外面体部卜･

部から底部にかけて'''1転削
り、貼付高台、時計lulりに'''1
転尚11り

,ﾉ､I外lh11lIl権ナデ、InI転糸切痕

卜旧jl｢j転ナテ

Wl11l1I転ナテ

1伽|'｣l転ナテ

冊I

I望｣磁軸(lOY8灰白

外面に付けられた沈線の間陥

はランダムで内面に波線に対
応した出っ張りがある。白磁
紬(lOYR6/3）

28の小菊状の花があり、花び
らはいずれも8枚である。青
白磁袖(水色）

青|可磁軸(水色

天井部外面には芯をもつ菊花

を表した花形文､青I』1磁紬(水
角）

体部外面には菊花を表した荘

形文、音白磁粕(水色）

}‘1磁紬(7.5YR7/l灰白）

天井部外面に唐草文、・青白磁
袖(ﾉk伝

''1磁紬(2，5YR6/4にぶい黄

白磁紬(2.5Y6/2灰黄

口縁部外1mに’十」宇状の刻

書

"体部内面に一条の沈線をイI
ケる．rl磁粕(5Y7/2灰{'1

本部内面に一条の沈線を羽~す
る、［1磁軸(5YR6/2灰オIﾉー
ｱ1

体部外哨iには2条の沈線が1-2

下に施される

､ラによる刻書あり

ラによる刻書あrj

休部外面に2条の沈線

肯白磁粕(水色

体部内面に草花文．青白磁軸

(5YR4/3灰オリーブ

天井部外曲に2条の沈線

5YR6/3に-3

v,黄

2.5Y7/2灰黄

2.5YR5/3黄褐

lOYR7/3に』

い黄楕

5Y8/l灰I‘】

2．5Y8/11火白

]OYR6/3に』

い黄栂

YR7/1灰白

2．5Yl《7/2ﾉ火11

7.5YR4/4褐

5YR7/)灰、

5YR6/3に』
畔
臥い

5YR7/2灰黄

2．5YR5/2暗j火
韓
国

5YR8/2灰、

5YR6/21火黄

］OYR6/3に』

い黄･燈

YR7/2灰黄

7．5Y4/4褐

2．5Y8/3淡黄

1()YR7/3に咳』

い黄樋

YR3/2灰''1

5YR6/2灰黄

2－5YR6/3に』

黄

）5YR7/4瀧笛

l0YR5/4にぶ

い黄褐

5YR6/8帽

YR6/4にぶ

黄椿

5YR6/3にv』
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黄楕

5Y7/4浅黄

うYR5/2暗灰

YR6/4にぶ

黄楕

YR6/4にぶ

黄椅

YR5/4にぶ

黄褐

YR6/4に」
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〃/2灰黄

l〈6/3に』

棺

rR7/2灰黄

rR5/l黄灰

l‘1,()）

14．(1
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】 6

1．6

26-0

1．7

f1．ｺ
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第5章自然科学分析

第1節放射性炭素年代測定

山形秀樹（パレオ・ラボ）

1．はじめに

洞雲戸遺跡より検出された炭化材の加速器質量分析法(AMS法)による放射性炭素年代測定を実施

した。

2．試料と方法

試料は、SX3から出土した炭化材（アカガシ唖属)1点である。試料は、酸・アルカリ・酸洗浄を

施して不純物を除去し、石墨（グラファイト）に調整した後、加速器質量分析計(AMS)にて測定し

た。測定された14C濃度について同位体分別効果の補正を行なった後、補正したur濃度を用いて14r

年代を算出した。

3．結果

表8に、試料の同位体分別効果の補正値(基準値-25.0%0)、同位体分別効果による測定誤差を補正

した14(3年代、14C年代を暦年代に較正した年代を示す。

14C年代値(yrBP)の算;iiは、14Qの半減期としてLibbyの半減期5，568年を使用した。また、

付記したHQ年代誤差(±lぴ)は、計数値の標準偏差ぴに基づいて算出し、標準偏差(Onesigma)に

相当する年代である。これは、試料の"C年代が、そのur年代誤差範川内に入る確率が68%であるこ

とを意味する。

表8放射性炭素年代測定および暦年代較正の結果

’
なお、暦年代較正の詳細は、以下の通りである。

暦年代較正

暦年代較正とは、大気'!の14C濃度が一定で半減期が5,568年として算出された14r年代に対し、過

去の宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の14C濃度の変動、および半減期の違い("Cの半減期

5,730+40年）を較正し、より正確な年代を求めるために、14C年代を暦年代に変換することである。

具体的には、年代既知の樹木年輪の詳細な測定値を用い、さらに珊瑚のU-Th年代と14r年代の比較、

および海成堆積物中の縞状の堆積構造を用いて14C年代と暦年代の関係を調べたデータにより、較正

測定番号

(測定法）

PLD-1827

AMS

試料データ

炭化材(アカガシ琉属）

02HTJSX3

jl3CpDB

(%0）

、
／
』 6．3

"C年代

(yrBP±lぴ）

1005士:',()

"C年代を暦年代に較正した年代

暦年代較正値

calAD1020

1ぴ暦年代純I洲

蕊識識蕊蕊冨舞蕊蕊溌蕊§繋溌
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曲線を作成し、これを用いて14C年代を暦年代に較正した年代を算出する。14C年代を暦年代に較正し

た年代の算出にCALIB4.3(CALIB3.0のバージョンアップ版）を使用した。なお、暦年代較正値

は14r年代値に対応する較正曲線上の暦年代値であり、lぴ暦年代範囲はプログラム中の確率法を使用

して算出された"C年代誤差に相当する暦年代範囲である。カッコ内の百分率のil点はその1ぴ暦年代範

州の確からしさを示す確率であり、10%未満についてはその表示を省略した。lぴ暦年代範囲のうち、

その確からしさの確率が最も高い年代範囲については、表中に影付け部分で示した。

4．考察

試料は、同位体分別効果の補正および暦年代較正を行なった。暦年代較正した1ぴ暦年代範囲のう

ち、その確からしさの確率が最も高い年代範囲に注目すると、SX3から出土した炭化材(アカガシ亜

属）の年代はcalAD995-lO35年が、より確かな年代値の範囲として示された。

引用文献

中村俊夫(2000)放射性炭素年代測定法の基礎。日本先史時代のur年代、p.3-20．

Stuiver,M.andReimer,P.J.(1993)Extended"CDatabaseandRevisedCALIB3.0"CAge

CalibrationProgram,Radiocarbon,35,p.215-230.

Stuiver,M.,Reimer,P．J.,Bard,E.,Beck,J.W.,Burr,G.S.,Hughen,K.A.,Kromer,B.,

McCormac,F.G.,v.d.Plicht,J.,andSpurk,M.(1998)INTCAL98RadiocarbonAgeCalibra-

tion,24,000-0calBP,Radiocarbon,40,p.1041-1083,
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第2節合子(SX4出土）内側付着漆質物の顕微赤外分光分析

藤根久（パレオ・ラボ）

1．はじめに

洞雲戸遺跡の調査では、12批紀末～13世紀初頭の経塚と思われる遺構から合子が出土した。この合

子の内側には、茶褐色の漆質物が残存していたmn)。ここでは、この漆質物について顕微赤外分光

分析を行い、漆の可能性について検討した。

2．試料と方法

試料は、手術用メスなどを用いて1mm角程度の試料片を薄く採取した。採取した試料片は、厚さ1

mm程度に裁断した臭化カリウムKBr結晶板に挟んで、油圧う．レス器を用いて約7トンで加圧整形

した。測定は、フーリエ変換型顕微亦外分光光度計（日本分光㈱製ET/IR-410、IRT-30-16)を用い

て透過法により赤外吸収スペクトルを測定した。

3．結果

EI12に、試料(太線）と生漆の亦外吸収スペクトルを合わせて示した。なお、縦軸は透過率(%T

Transmittance)、横軸が波数(Wavenumber(cmM;カイザー）である。

試料の吸収スペクトルに示した数字は、赤外吸収の位置を示す。

4．考察

漆を同定する場合、漆の成分すなわち赤外吸収位置がより多くの位置において一致することが同定

生漆の赤外吸収位置がほぼ一致してのポイントとなる。合子内面に付着していた漆質物は、

から漆と同定される。

いたこと

測懲

蕊

熟』亀ヂゲ毒■鐘型

1()m､/dW
10mm/div

！
．
‐

６
１

21

図11出土した合子のマイクロスコープ写真

1．合子の外側2．合子の内側付着物
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第3節出土炭化材樹種

植田弥生（パレオ・ラボ）

1．はじめに

ここでは、12世紀末から13世紀初頭の経塚SX1．2．3．4から出土した炭化材の樹種同定結果を

報告する。

経塚の炭化材がどのような経緯で炭化し埋積したかは不明であるが、今後この経緯を解Iﾘjする基礎

資料として、樹種を明らかにしておく必要がある。

2．試料と方法

炭化材の横断面（木口）を手で割り実体顕微鏡で予察し、次に材の3方向（横断面・接線断面・放

射断面）の断曲を作成し、走査電子顕微鏡で拡大した材組織の観察をもとに同定した。走査電子顕微

鏡用の試料は、3断面を5mm角以下の大きさに整え、直径1cmの真諭製試料台に両面テープ・で固定し、

試料を充分乾燥させた後、金蒸着を施し、走査電子顕微鏡(II本電子㈱製JSM-T100型）で観察と写

真撮影を行った。

3．結果

｜面l定結果の一覧を、表9に示した。SX1の微破片は、マツ属複維椅束亜属であった。SX2．3．4

から採取された炭化材は、すべてアカガシ亜属であり、比較的大きな材破片であった。

マツ偶複維管束亜属は針葉樹で､、アカガシ亜属は広葉樹であるが、共に常緑樹である点は共通して

いる。神事や仏事には栄木として常緑樹種を供えることが多い。炭化材はそのような意図的に選択さ

れた樹種であったかどうかは、経塚における炭化材樹種調査がなされた事例はほとんど知られていな

いので半IJらない。

材組織記載

マツ属複維管束疏属Pinussubgen.Diploxylonマツ科図131a-lc(SX1)

垂直と水平の樹脂道がある針葉樹材である。分野壁孔は窓状、放射仮道管があり内確は肥厚してい

る。マツ属複維管束亜属のアカマヅまたはクロマツである。

コナラ属アカガシ亜属Quercussubgen.Cyclobalanopsisブナ科図132a-2c(SX2)

集合放射組織を挟み、小型～中型の巾独管孔が放射方向に配列する放射孔材である。道管の雌孔は

小さく交互状、穿孔は単穿孔である。放射組織は巾列と細胞'幅が広く大型の集合広放射組織があり、

道管との壁孔は孔口が大きく開いた柵状・交互状である。
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表9出土炭化材 樹 種

経塚遺構 樹種

SX1 マツ属複維管束亜属

SX2 アカガシ亜属

8X3 アカガシ亜属

SX4 アカガシ亜属

備考（最大破片の断面形状など）

微破片石組内小壷出土地点付近

直径6.Gem破片など大きな炭化材多数

6.0×3.0cm破片など年代測定PLD-1827

2.0×2.5cmなと

放射方向×接線方向

リ

I

I
盤I

一~~弓

laマツ属複雑維管束亜属（横断面)lbマツ属複雑維管束亜属（接線断面)1cマツ属複雑維管束亜属（放射断面）
SX01barIl.0rm SX01bar:0.1mmSX01bar".0.1mm

■■■■■■■■■■■■B

2aアカガシ亜属（横断面2bアカガシ亜属（接線断面）
SX02bar:1.OmmSX02bar:0.in:m

図13洞雲戸遺跡経塚出土炭化材樹種

2cアカガシ亜属（放射断面）

SX02bar:0.1mm
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第6章まとめ

関市下有知の東部には、中世において白Ill信仰の拠点であった神光寺と「I山神社がある。ここのI'l

山神社は、小高いIllの中腹にあり、山頂に奥院をもつと伝えられている。この奥院は、向山を遠く拝

む場所として作られたと考えられるが、残念ながらIll頂から白Illは見えない。ただ、Ill頂に立ち北を

望めば、松鞍Illが美しく見える。この松鞍山の頂には、神光寺の由緒害と同様に「養老3年(719)m

泰澄によって創建」と伝えられる社が鎮座する。

洞雲戸遺跡は、神光寺裏IllのIll頂部を中心として西斜面に展開する。遺跡の時期は、大きくわけて

2時期が考えられる。それは、SX1～SX7が営まれた時期(I期）とSHI及び石列、SP5～SP7

が営まれた時期(II期）である。まず、祭祁関連の遺構7基が作られ、やがて、それらが崩壊、ある

いは破壊された後、西斜面において一部削平して整地してSHI、及びSP5～SP7が造られたと考

える。

I期は、SX1～SX7の遺物からすると12C末～13C前半と考えられる。7基の祭祁遺構があるが、

SX6とSX7は、維筒片や経筒外容器片等が川土しており、教典そのものはみつかっていないが経塚

といってよいであろう。SX1～SX5は、まとまった遺物が出土しておらず、それ単独においては祭

Ili^遺構としかいえない。しかし、SX1～SX7はIll頂から神光寺側の西斜面にかけて連続して作られ

ていること、いずれも岩盤への掘り込みで石室を作っていること(SX2を除<)、出土遺物が、青白

磁令子、’'1磁片、小刀、和鏡、経筒、経筒外容器の破片というように、経塚を思わせる遺物のいずれ

かがが出土していることなど、総合的に考えると、いずれも経塚であると思われる。

それぞれの遺構の残存状況は違うが、SX4、SX5は掘り込みが浅く、最も急斜面に造られたこと

から最初に崩壊したと考えられる。SX1、SX7は、崩壊あるいは経筒等の抜き取りなどによって上

部遺構が破壊されたものの、下部においては遺物が多く出土した。SX2、SX3は、表土を取り除い

た時点で川原石の集積が明瞭に確認できことから、破壊の程度は最も小さかったと思われる。いずれ

も中央部に向けて石が落ち込んだような様相を呈しており、内部に埋納したものが土圧によって陥没

したこともあったとは思うが、それより中央部にあった物が埋納してさほどたたない時期に抜き取ら

れた可能性が強いと考えられる。

これらの遺構の作られた時期は、神光寺が創建されて間もなくの頃だと思われるが、両者の関係に

ついては、それを示す文献等もなく不明である。ただ、西部下有知地区には、古代から中世にかけて

集落が広がっていたと考えられ、人々はその集落の周縁部にあたる小高いIllを聖地として定めたと考

えられる。もともとこの地は、山頂部には信仰の対象になるような巨岩があり、南斜面にはr'l墳が数

基あるなど、古くから聖地として見られていた地だけに、その後もずっとこの地域の聖地として生き

続けていたように思える。

11期については、時期が明確にわかる出土遺物がなく不明な点が多いが、神光寺は慶長元年(1596)

に高野山南谷増福院の真栄が再興するまでのしばらくは衰えていたこと、調査した山頂部付近で近祇

の遺物が1点も出土していないこと、さらにSll1を含む周辺遺構は、、山神社の奥院との関連が想

定できることなどから、白山信仰が広がりをみせた14～15C頃と考えられる。11期の遺構は、西斜面
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を中心として展開しているが、それらは地表面、あるいは岩盤まで削平して盛土をして造成したもの

である。つまり削平地①は、SX6の上部を除去し、岩盤上面を削って平坦地とし、その後、土を入れ

て整地してSHIが建てられたと考えられる。このSHIとSP6、SP7の関係は、軸がそろってい

ないため判然としないが、SP6、SP7は、石列とは軸も揃うことから考えると、下から奥院への参道

に立てられた鳥居などの柱穴の可能性もある。

これらの遺構とともに、SX1～SX7の上部が崩壊、あるいは削平された後の重要なものとして、山

頂部のSX7上部の炭化物層がある。これは、火を焚いた跡と考えられ、宗教的な行為の跡のようであ

るが、他の遺構との関連性は明らかにできなかった。

Ⅱ期は、神光寺、あるいはI'l山神社方1mからの参道、及び奥院が整備された時期で、白Ill信仰との

かかわりが強かった時期ではないかと考えられる。
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図版1

重竹遺跡調査前全景

重竹遺跡周辺米軍撮影写真（昭和23年当時）（上が北）
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