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香川県教育委員会では,昭和62年 12月 に開通 した四国横断自動車道 (善通寺～豊浜)

の建設に伴い,路線内の24遺跡の発掘調査を実施し,順次調査報告書の刊行を行ってま

い りました。また昭和63年度からは,四国横断自動車道 (高松～善通寺)の建設に伴 う

発掘調査 と調査報告書の作製・刊行を財団法人香川県埋蔵文化財調査センターに委託

して実施 してまい りましたが,香川県の歴史を明らかにする多 くの新 しい資料を得まし

た。

今回「四国横断自動車道建設に伴 う埋蔵文化財発掘調査報告 第12冊」として刊行い

たしますのは,丸亀市郡家町に所在する郡家一里屋遺跡についてであります。

郡家一里屋遺跡の調査では,古墳時代から近世にいたるまでの多 くの遺構 0遺物を検

出いたしましたが,平安時代前半の溝跡からは50点余の京都産緑釉陶器や猿投産灰釉陶

器をはじめ,同時期の多量の上器が出土し,当時の上器様相の一端を知る資料を得るこ

とができました。

本報告書が香川県の歴史研究の資料として広 く活用されますとともに,埋蔵文化財に

対する理解と関心が深められる一助となれば幸いです。

最後になりましたが,発掘調査から出土品の整理・報告書の刊行にいたるまでの間 ,

日本道路公団 。関係諸機関並びに地元関係各位に多大な御協力,御指導をいただきまし

た。ここに深 く感謝の意を表 しますとともに,今後ともよろしく御支援賜 りますようお

願い申し上げます。

平成 5年 11月

香川県教育委員会

教 育 長  松 繁 壽 義



例  言

1。 本報告書は,高松自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第十二冊であり,香川県丸

亀市君「家町八幡下2695外に所在する郡家一里屋遺跡 (ぐんげいちりやいせき)の報告を収録し

た 。

2.発掘調査は,日 本道路公団の委託を受けて,香川県教育委員会が調査主体とな り,財団法人

香川県埋蔵文化財調査センターが調査担当者として実施した。

3。 発掘調査は,昭和63年 3月 に予備調査を実施し,本調査を昭和63年度,平成元年度にかけて

実施した。発掘調査の担当者は以下の通 りである。

本調査 (昭和63年度)  岩橋 孝,大林修三,木下晴一,和田素子,田淵裕司′

吉田良三

(平成元年度)  岡 敦憲,藤川善規,真鍋嘉宏,和田素子,高橋佳緒里 ,

片山恭子

4.調査にあたって,下記の関係諸機関の協力を得た。記して謝意を表したい。(順不同,敬称

略)

香川県土木部横断道対策室,善通寺土木事務所横断道対策課,丸亀市土木部高速自動車道

担当,四国横断自動車道建設丸亀市郡家地区対策協議会,各地元自治会

5。 本報告書の作成は,財団法人香川県埋蔵文化財調査センターが実施した。

本報告書の編集執筆は和田素子が担当した。

6。 報告書の作成にあたっては,下記の方々の御教示を得た。記して謝意を表したい。(順不同 ,

敬称略)

愛知県陶磁資料館 浅井員由′仲村泰裕 堺市教育委員会 白神典之 奈良国立文化財研究

所 巽淳一郎 財団法人京都市埋蔵文化財研究所 平尾政幸 田原本町教育委員会 藤田三

良β

7.本報告書で用いる方位の北は国土座標第Ⅳ系の北であり,標高はT.Pを基準にしている。

8。 本書に用いている遺構記号は次の通 りである。



SB

SK

SX

掘立柱建物

土坑

性格不明遺構

溝状遺構

柱穴

SH  竪穴住居

SR  自然河川

SD

SP
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(2)Ⅱ 区 S K23出 土遺物

(3)Ⅱ 区 S K38出 土遺物

(1)Ⅱ 区 S K53出 土遺物

(2)I ttS K54出 土遺物(1)

(1)Ⅱ 区 S K54出 土遺物(2)

(2)Ⅱ 区S K62出 土遺物

Ⅱ区S K63出 土遺物(1)

Ⅱ区 S K63出 土遺物(a

(1)Ⅱ 区S K65,69出土遺物

(2)I ttS K70出 土遺物

(3)Ⅱ 区 S K77出 土遺物

Ⅱ区S K80出 土遺物(1)

(1)Ⅱ 区 S K80出 土遺物(2)

(2)Ⅱ 区S K81出 土遺物

(3)Ⅱ 区 S K82出 土遺物

Ⅲ区 S K92出 土遺物(1)

Ⅱ区S K92出 土遺物(2)

(1)Ⅱ 区 S K93出 土遺物

(2)Ⅱ 区S K109出 土遺物

(3)Ⅲ 区 S E01出 土遺物

I ttS D26出土遺物

Ⅱ区S D33出 土遺物

Ⅱ区包含層出土遺物(1)

Ⅱ区包含層出土遺物(a

樹種 0種子顕微鏡写真に)

Ⅷ



図版119樹種 0種子顕微鏡写真(2)

図版120土壌中火山灰抽出分析顕微鏡写真
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弥生 時代  中期 溝 1 弥生土器 (壺 または甕

高杯脚台 )
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パ ー )

弥生 時代  後期 溝        1
自然河川    1

弥生土器 (壺 ,甕,鉢 )

古墳 時代  後期

竪穴住 居

掘立柱建物

溝

5

7

須恵器 (杯 身,杯 蓋 等 )

古代 ～ 中世 掘立柱建物   7
土 坑      22
性格不 明遺構  34

溝      70
水 田畦 畔状遺構  1
自然河川    1

須恵器 (杯 ,蓋 , 壺,甕
等 )土 師器 (杯,甕 ,

土釜等 )緑 釉陶器  灰

釉陶器

近 世 掘立柱 建物   2
土 坑      104
井 戸      1
溝       10
自然河 川    1

陶磁器類,土 師質土器 ,

瓦質土器,瓦
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遺構番号対応表(1)

報 告 書 遺 構 番 号 調 査 時 遺 構 番 号

６
世
紀
後
半
か
ら
７
世
紀
初
頭

I tt S H01 I区
否.品 ,1

I tt S B 07 I区釉易品ぉ4

I tt S B 08 I区
仁易品ぺ6

Ⅱ 区 S B01 Ⅱ区5品 ,1

Ⅱ 区 S B02 Ｂ

＞

Ｓ

０３％区

Ⅱ 区 S B03 Ⅱ区隔 &,2
Ⅱ 区 S P01 Ｐ

つ
Ｓ

ｌ０”区

Ⅱ 区 S P02 Ｐ

０６

Ｓ

２‐
北
Ｐ

⑦
＜

区

Ⅱ 区 S P03 Ⅱ区⑦北 SP H5
[区 S D33 I区

飩異品,7

Ⅱ 区 S D01 Ⅱ区⑥ S D03

Ⅱ 区 S D02 Ⅱ区⑥ S D04

Ⅱ 区 S D03 Ⅱ区⑥ S D05

Ⅱ区 S D13 Ⅱ区⑩ S D15

Ⅱ 区 S D15 Ｄ

＞

Ｓ

‐７騨区

Ⅱ 区 S D24 Ⅳ 区 OS D01

古

代

I tt S B 01 I区 ① S B09

I tt S B02 I ttq蓬 島:,

I tt S B 03 I区
に多1品 ,1

I tt S B 04 I区
釉易品s2

I tt S B 05 I区
仁易品,7

I tt S B 06 Ⅱ区鑢 品ぺ5

I tt S B 09 I区
釉易乱,1

I tt S P 01 I区 ② S P63

I tt S P 02 I区 ③ S P81

I tt S P 03 I区 ③ S P151

I tt S P 04 I区 ④ S P198

I tt S K01 I区 ② S K03

I tt S K02 I区 ② S K02

I tt S K03 I区 ② S K01

I tt S K04 I区 ④ S K23

I tt S K05 I区 ⑤ S K02

I tt S K06 I区 ⑤ S K01

Ⅱ 区 S K01 Ⅱ区⑦ S K25

Ⅱ 区 S K02 Ⅱ区 ⑦ 北 S K24

報 告 書 遺 構 番 号 調 査 時 遺 構 番 号

古

代

Ⅱ区 S K03 Ⅱ区⑩ S K19
Ⅱ区 S K04 Ⅱ区⑩ S K20
Ⅱ区 S K05 Ｋ

Ｋ

Ｓ

Ｓ
⑩
⑩

区
区

Ⅱ区 S K06 Ⅱ区⑩ S K23
Ⅱ区 S K07 Ⅱ区 ⑩ S K22
Ⅱ区 S K08 Ⅱ区⑦南 S K33

Ⅱ区 S K09 I区 ○ 北 S K01

Ⅱ区 S K10 I区 ○ 北 S K02

Ⅱ 区 SKH I区 ○ 北 S K03

Ⅱ 区 S K12 I区 ○ 北 S K04

Ⅱ 区 S K13 Ⅳ区O S K01
Ⅱ区 S K14 Ⅳ区O S K02
Ⅱ区 S K15 Ⅳ区O S K03
Ⅱ区 S K16 Ⅱ区③ S K32

I tt S X 01 I区 ④ S X21

I tt S X 02 I区 ④ S X23

I tt S X 03 I区 ④ S X54

I tt S X 04 I区 ④ S X22

I tt S X 05 I区 ⑤ S K03

I tt S X 06 I区 ④ S X20

I tt S X 07 I区 ③ S X16

I tt S X 08 I区 ③ S X18

I tt S X 09 I区 ③ S X13

I tt S X 10 I区 ② S X09

IttS X H
:臣 88美 !l

I tt S X 12 I区 ② S X07

I tt S X 13 I区 ② S X10

Ⅱ区 S X01 Ⅱ区⑦北 S X08

Ⅱ区 S X02 Ⅱ区⑦北 SX'07

Ⅱ区 S X03 Ⅱ区 ⑦ 北 S X19

Ⅱ区 S X04 Ⅱ区 ⑦ 北 S X20

Ⅱ 区 S X05 Ⅱ区⑦北 S X21

Ⅱ区 S X06 Ⅱ区 ⑦ 北 S X15

Ⅱ区 S X07 Ⅱ区⑦北 S X14

Ⅱ区 S X08 Ⅱ区⑦北 S X16

Ⅱ区 S X09 Ⅱ区⑦北 S X13

Ⅱ区 S X10 Ⅱ区⑦北 S X17

Ⅱ 区 SXH Ⅱ区⑦北 S X22

Ⅱ区 S X12 Ⅱ区⑦南 S X32

Ⅱ区 S X13 Ⅱ区⑩ S X01

Ⅱ区 S X14 Ⅱ区③ S X29

Ⅱ区 S X15 Ⅱ区③ S X30

馴



遺構番号対応表(2)

報 告 書 遺 構 番 号 調 査 時 遺 構 番 号

古

代

Ⅱ区 S X16 Ⅱ区③ S X31

Ⅱ 区 S X17 Ⅱ区③ S X28

Ⅱ区 S X18 Ⅳ 区 OS X01
Ⅱ区 S X19 Ⅳ 区O S X02

Ⅱ区 S X20 Ⅳ 区 OS X03

V tt S X 01 V区 ① S X01

I tt S D01 I区 ① S D81

I tt S D 02 I区 ① S D80

I tt S D 03 I区 ① S D79

I tt S D 04 I区 ① S D78

I tt S D05
:臣 8:B;;3

I tt S D 06 I区 ① (な し )

I tt S D 07
ＳＤＳＤ巾

８臣

I tt S D08 Ｄ

Ｄ

‐２

Ｓ

Ｓ

溝

①
③
К

区
区

I tt S D 09 I区 ① S D68

I tt S D 10 I区 ① S D69

IttS D H I区 ① S D70

I tt S D 12 I区 ① S D74

I tt S D 13 Ｄ
Ｄ
Ｄ

①
②
③

区
区
区

I tt S D 14
新

Ｄ

Ｄ

，
‐

Ｓ

Ｓ

‐４

馨

I tt S D 15 Ｄ

Ｄ

Ｄ

０２

馨
区
区
区

I tt S D 16 Ｄ

Ｄ

２７Ｍ
区
区

I tt S D 17 I区 ③ S D30

I tt S D 18 I区咆桑晶,7

I tt S D 19
:臣 88B:l

I tt S D 20
:臣 88B::

【区 S D21 I区 ③ S D26

I tt S D22 I区 ③ S D19

I tt S D23 I区 ③ S D23

I tt S D 24 I区 ③ S D20

:臣 8B::
Ｄ
Ｄ

③
③

区
区

【区 S D27 I区 ② S D16

I tt S D 28 I区 ② S D15

I tt S D 29 I区 ② S D17

報告書遺構 番号 調 査 時 遺 構 番 号

古

代

I tt S D 30 I区 ② S D13

I tt S D 31 I区 ② S D12

I tt S D 32 I区 ② S D06

I tt S D 34 I区
又尋1品 ,9

I tt S D 35 I区
潜 品ゝ』4

I tt S D 36
I臣饒

Ｄ

Ｄ

０３

I tt S D 37
:臣 88B8:

I tt S D 38
:臣 88B81

I tt S D 39 I区 ④ S D51

I tt S D 40 Ｄ

Ｄ

Ｓ

Ｓ
④
⑤

区
区

I tt S D 41 I区 ④ S D42

I ttRP::b) Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

④
⑤
⑤

区
区
区

I tt S D 43 Ｄ

Ｄ

Ｓ

Ｓ
④
④

臣

I tt S D 44 I区 ⑤ SDH
I tt S D 45 I区 ① S D67

I tt S D 46 I区 ④ S D45

I tt S D 47 Ｄ

Ｄ

Ｓ

Ｓ
②
⑤

区
区

I tt S D 48 I区 ⑤ S D12

Ⅱ区 S D04 Ⅱ区⑥ S D06

Ⅱ区 S D05 Ⅱ区⑩ S D08B

Ⅱ区 S D06 Ｄ

Ｄ

Ｓ

Ｓ
⑩
①

区
区

Ⅱ
Ⅱ

Ⅱ区 S D07 Ⅱ区⑩ S D09

Ⅱ区 S D08 Ｄ

Ｄ

Ｓ

Ｓ
⑩
⑪

区
区

Ⅱ
Ⅱ

Ⅱ区 S D09 Ⅱ区52R,lA
Ⅱ区 S D10 Ｄ

Ｄ

Ｓ

Ｓ
⑩
⑪

区
区

Ⅱ 区 SDH Ⅱ区 ⑩ S D13

Ⅱ区 S D12 Ⅱ区 ⑩ S D14

Ⅱ区 S D14 Ⅱ区⑩ S D16

Ⅱ区 S D16 Ｄ
Ｄ

⑦
Ｏ

臣

Ⅱ区 S D17 Ⅱ区 ⑦ 北 S D22

Ⅱ区 S D18 Ⅱ区 ⑦ 南 S D29

Ⅱ区 S D19 Ⅱ区 ⑦ 南 S D30

Ⅱ区 S D20 Ｄ

Ｄ

Ｓ

Ｓ
③
Ｏ

臣Ⅱ
Ⅳ

Ⅱ区 S D21 Ｒ

Ｒ

Ｓ

Ｓ
８臣Ⅱ

Ⅳ

皿



遺構番号対応表(3)

報 告 書 遺 構 番 号 調 査 時 遺 構 番 号

古

　

　

代

I tt S D 23 Ⅲ区OS D03
V tt S D 01 V区 ① S D01

V tt S D 02 V区 ① S D02

V tt S D 03 V区 ① S D03

V tt S D 04 V ttO S D04

V tt S D 05 V区 ① S D05

V tt S D 06 V区 ① S D06

Ⅲ
　
　
区

Ⅲ 区 S D01 Ｄ
Ｄ

Ｏ
Ｏ

臣Ⅱ
Ｖ

Ⅲ 区 S R01 尋臣88B8:
Ⅲ 区 S R02 Ⅱ区 OS R01
Ⅲ 区 S R03 半臣8:RR 8:

Ⅲ 区 S R04 Ⅱ区O S D04

Ⅳ

区

Ⅳ区 S R01 Ⅳ 区 S R04

Ⅳ 区 S R02 Ⅳ 区 S R03

Ⅳ 区 S R03 Ⅳ 区 S R01

Ⅳ 区 S R04 Ⅳ 区 S R02

Ⅳ 区 S D01 Ⅳ 区 S D06

Ⅳ 区 S D02 Ⅳ 区 S D07

Ⅳ 区 S D03 Ⅳ 区 S D02

Ⅳ 区 S D04 Ⅳ 区 S D03

Ⅳ 区 S D05 Ⅳ 区 S D01

Ⅳ 区 S D06 Ⅳ 区 S D04

Ⅳ 区 S D07 Ⅳ 区 S D05

Ⅳ 区 S D08 Ⅳ 区 S D08

Ⅳ 区 S E01 Ⅳ 区 S E01

Ⅳ 区 S B01 Ⅳ 区 S B01

近

　

世

Ⅱ 区 S B04 区
R屋ち&sl

Ⅱ 区 S B05 Ⅲ区O S B01

Ⅱ 区 S B06 Ⅲ 区○ (な し )

Ⅱ 区 S P04 Ⅱ区⑥ S P29

Ⅱ 区 S P05 Ⅱ区⑥ S P17

Ⅱ 区 S P06 Ⅱ区⑥ S P16

Ⅱ 区 S P07 Ⅱ区⑥ SPH
Ⅱ 区 S P08 Ⅱ区⑪ S K05

Ⅱ区 S P09 Ⅱ区⑪ S P10

Ⅱ 区 S P10 Ⅲ 区 OS P78
Ⅱ 区 SPH Ⅲ 区O S K05

Ⅱ 区 S P12 Ⅲ 区 O S P25

Ⅱ 区 S K17 Ⅱ区⑥ S K10

Ⅱ 区 S K18 Ⅱ区⑥ S K09

Ⅱ 区 S K19 Ⅱ区⑥ S K08

報 告 書 遺 構 番 号 調 査 時 遺 構 番 号

近

世

Ⅱ区 S K20 Ⅱ区 ⑥ S K12

Ⅱ 区 S D22
:臣 8喜 S B8:

Ⅱ 区 S K21 Ⅱ区⑥ S P32

Ⅱ 区 S K22 Ⅱ区⑥ (な し)

Ⅱ区 S K23 Ⅱ区⑥ S K07

Π tt S K 24 Ⅱ区⑥ S K06

Ⅱ区 S K25 Ⅱ区⑥ S K18

Ⅱ区 S K26 Π区⑥ S K02

n tt S K 27 Ⅱ区⑥ S K03

Ⅱ区 S K28 Ⅱ区⑥ S K04

Ⅱ区 S K29 Ⅱ区⑥ S K05

Ⅱ区 S K30 Ⅱ区⑥ S P25

Ⅱ区 S K31 Ⅱ区⑥ S K13

Π tt S K 32 Ⅱ区⑥ S K14

Ⅱ区 S K33 Ⅱ区⑥ S K15

Ⅱ区 S K34 Ⅱ区⑥ S K16

Ⅱ区 S K35 Ⅱ区 ⑥ S K17

Ⅱ区 S K36 Ⅱ区 ⑨ S K31

Ⅱ区 S K37 Ⅱ区⑨ S K28

Ⅱ区 S K38 Ⅱ区⑨ S K29

Ⅱ 区 S K39 Ⅱ区⑨ S K30

Ⅱ区 S K40 Ⅱ区⑨ S K26

Ⅱ区 S K41 Ⅱ区 ⑨ S K27

Ⅱ 区 S K42 Ⅱ区 ⑪ SKH

Ⅱ区 S K43 Ⅱ区⑪ S K12

Ⅱ区 S K44 Ⅱ区 ① S K10

Ⅱ区 S K45 Ⅱ区 ⑪ S K13

Ⅱ 区 S K46 Ⅱ区⑪ S K03

Ⅱ区 S K47 Ⅱ区⑪ S K02

Ⅱ 区 S K48 Ⅱ区① S K09

Ⅱ 区 S K49 Ⅱ区⑪ S K08

Ⅱ区 S K50 Ⅱ区⑪ S K07

Ⅱ区 S K51 Ⅱ区⑪ S K01

Ⅱ区 S K52 Ⅱ区⑪ S K06

Ⅱ 区 S K53 I区 ○ 南 S K05

Ⅱ区 S K54 Ⅲ 区 O S K64
Ⅱ区 S K55 Ⅲ区O S K63
Ⅱ 区 S K56 Ⅲ区OS K62
Ⅱ区 S K57 Ⅲ区OS K61
Ⅱ区 S K58 Ⅲ 区 OS K60
Ⅱ区 S K59 Ⅲ 区 O S K58
Ⅱ区 S K60 Ⅲ区O S K57

XX



遺構番号対応表14)

報 告 書 遺 構 番 号 調 査 時 遺 構 番 号

近

世

Ⅱ区 S K61 Ⅲ 区 O S K59

Ⅱ 区 S K62 Ⅲ区O S K55

Ⅱ区 S K63 Ⅲ区O S K54

Ⅱ区 S K64 Ⅲ区O S K56

Ⅱ区 S K65 Ⅲ 区 O S K51

Ⅱ区 S K66 Ⅲ区O S K50

Ⅱ区 S K67 Ⅲ 区 O S K49

Ⅱ区 S K68 Ⅲ区O S K33

Ⅱ 区 S K69 Ⅲ区O S K47

Ⅱ区 S K70 Ⅲ区O S K39

Ⅱ 区 S K71 Ⅲ区O S K38

Ⅱ区 S K72 Ⅲ区O S K46

Ⅱ区 S K73 Ⅲ区O S K45

Ⅱ区 S K74 Ⅲ区O S K53

Ⅱ区 S K75 Ⅲ区O S K48

Ⅱ区 S K76 Ⅲ区O S K43

Ⅱ区 S K77 Ⅲ区O S K40

Ⅱ区 S K78 Ⅲ 区 O S K36

Ⅱ区 S K79 Ⅲ 区 O S K37

Ⅱ区 S K80 Ⅲ 区OS K68

Ⅱ 区 S K81 Ⅲ区O S K35
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第 1章 調査の経過

第 1節 調査に至る経過

四国横断自動車道高松～善通寺の建設は,同善通寺～豊浜間に引き続き,昭和57年 1月 8日 に

整備計画が決定され,昭和59年 11月 30日 に建設大臣から日本道路公団総裁に対して施工命令が下

された。

香川県教育委員会では,こ の間路線内の埋蔵文化財包蔵地の確認を目的に国庫補助事業として

分布調査0を実施し,これをもとに調査対象面積を39万」余 りと判断した。路線内に所在する埋

蔵文化財包蔵地の取 り扱いについては,日 本道路公団と文化庁の協議により,基本的には記録保

存で対応することが決定した。

香川県教育委員会では,こ れを受けて香川県の担当課である土木部横断道対策室及び日本道路

公団高松建設局高松工事事務所と昭和62年度から調査体制等について協議を開始した。

協議の結果 ,昭和63年度当初から2ヵ 年の予定で本調査を実施すること,整理報告は発掘調査

の終了後に実施すること等が決定した。これを受けて県教育委員会では調査体制の充実を図るこ

とを目的に,昭和62年 11月 に財団法人香川県埋蔵文化財調査センターを設置すると同時に,専門

職員の増員等の措置を実施した。

これと並行 して,横断道路線内の埋蔵文化財包蔵地の具体的な内容を把握するため,日 本道路

公団と協議の上′予備調査を実施することになり,用地買収の進捗が著しかった丸亀市郡家地区

を対象として,昭和63年 3月 に県教育委員会が実施した。予備調査の着手に当たっては,地元の

四国横断自動車道建設丸亀市郡家地区対策協議会,丸亀市土木部高速自動車道担当′香川県善通

寺土木事務所横断道対策課の多大な協力を得た。

予備調査の結果,郡家地区で集落跡を中心とする6遺跡の内容を把握することができ,同地区

の本調査面積を85,150置 に確定した。

調査体制の整備に伴い,昭和63年度からの本調査は,香川県教育委員会が日本道路公団高松建

設局から委託を受け,財団法人香川県埋蔵文化財調査センターが調査担当者として実施した。

昭和63年 4月 18日 から郡家一里屋遺跡外 2遺跡を,残 り3遺跡は 6月 15日 から本調査を実施し

た。

今回報告する郡家一里屋遺跡は,郡家地区 6遺跡のほぼ中央に位置し,調査対象面積は20,517

置である。         ―
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第 l図 四国横断自動車道埋蔵文化財包蔵地 (善通寺～高松)
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第 2節 調査の経過

郡家二里屋遺跡は丸亀市郡家町八幡下に所在する。

調査地は,県道丸亀 0三好線の西側約250」の部分と,西を県道丸亀 0三好線,東を市道古々池

・下原線に挟まれた部分で,調査対象総面積は20,517」 である。

調査区の設定は,昭和63年度には未退去家屋・未買収地が残ること,現地割が条里型地割や旧

地形を反映していると考えられることから,国土地理院国土座標には準拠せず現地割に沿って 5

つの大区を設定し,更にその中で現地割を基準にした約1,000」ずつの小区を設定して, 1小区

ごとに調査を行なった。また平成元年度は昭和63年度と同様,現地割を基準に約1,000」 ごとに、

I区〇～Ⅳ区〇とし,昭和63年度調査地に囲まれた I区⑤,Ⅱ 区①のみ昭和63年度に準じて区割

りを設定した。なお,本報告書では昭和63年度に行なった大区による区割 りに基づいた。

調査区は県道丸亀・三好線から西の約250Jの部分をV区,県道三好 0丸亀線と市道古々池・

下原線に挟まれた部分は西からI～ Ⅳ区に設定した。現地形から I区 OⅡ 区 OV区は微高地上に

位置し,皿 区からⅣ区にかけては自然河川が想定された。調査は昭和63年度は14,067」を 1年間

を通して,平成元年度は前年度調査を行なうことができなからた未退去家屋部分と未買収部分

6,450」を延べ約半年,合計 2カ年度にまたがって行なった。調査方法は 10Ⅱ ・ V区は直営方

式で行い,Ⅳ 区は工事請負方式で行なった。

調査は,直営調査を昭和63年度は昭和63年 4月 18日 ～平成元年 3月 31日 まで,併行してⅣ区を

工事請負調査で昭和63年 1月 5日 ～平成元年 3月 31日 まで,平成元年度は平成元年 7月 12日 ～平

成元年12月 27日 までと平成 2年 2月 26日 ～平成 2年 3月 31日 まで行なわれた。

Ⅳ区は,昭和63年 6月 27日 から29日 にかけて行なわれた試掘調査によって,溝状遺構,ピ ット

旧河道などが検出され,その結果に基づき約3,800」の調査区が確定された。調査区はⅣ区西部

(2,964」)と Ⅳ区東部 (826」)にわかれる。

本調査区は,東側に隣接する郡家大林上遺跡の工事請負事業において,当初の設計上量が諸般

の事情で大幅に減る見通しとなり,追加発注の形で調査を行なったものである。調査を開始した

のが年度の終わりに近い 1月 5日 で,当初は郡家大林上遺跡と同時並行の調査となった。調査の

方法として,最初に本調査区が第 6図の10cm等高線図の帯状の微凹地が示すように旧河道部分に

あたるため,Ⅳ 区西部においては調査区中央部に東西に トレンチを設定し,遺構の再確認,遺構

面の認定,遺物の包含の状況などを把握し,効率的な調査の進行を目指した。なお,こ の トレン

チ調査の際,10,11層 と呼ぶ堆積層の上面と下面に人為によると考えられる微細な凹凸が多数認

められ,水田址の可能性が考えられた。そのため,平面的な調査に先立って帝京大学山梨文化財

研究所にプラントオパール分析を委託し,水田土壌層の確定に努めた。また,6月 に行なった試

掘調査の際に遺構が確認されず調査の必要無しと判断されたⅣ区西部と東部の間の地区について
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もトレンチ調査を行なったが,遺構は検出されなかった。

発掘調査の経過については調査 日誌抄で代用させることとする。また遺構番号も大区ごとに振

り直した。

調査体制

昭和63年度

香川県教育委員会事務局 文化行政課

総括 課長   廣瀬 和孝

課長補佐 高木  尚

副主幹  野網朝二郎(6。 1～ )

総務 係長   官谷 昌之(～ 5。 31)

係長   官内 憲生(6。 1～ )

主事   横田 秀幸(6。 1～ )

主事   水本久美子

埋蔵 係長   大山 真充

文化財主任技師 安藤 清和

技  師 國木 健司

財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

主事    三宅 浩司

調査技術員 田淵 裕司

調査技術員 吉田 良三

財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

総括 所長

次長

総務 主査

参事

調査 係長

技師

技師

技師

技師

技師

技師

技師

田丸 秀明

小原 克己

加藤 正司

見勢  護

真鍋 昌宏

岩橋  孝

大林 修三

木下 晴一

和田 素子

三宅 浩司(～ 5。 31)

三谷 浩司(6。 1～ )

見勢  護

平成元年度

香川県教育委員会事務局 文化行政課

総括 課長   太田 彰一

課長補佐 高木  尚

副主幹  野網朝二郎

総務 係長   宮内 憲生

主事   横田 秀幸

主事   水本久美子

埋蔵 係長   大山 真充

文化財技師   岩橋  孝

技師   國木 健司

総括 所長 十川  泉

次長    安藤 道雄

総務 係長 (事務)カロ藤 正司

主査 (土木)山 地  修

主事

主事

参事

調査 係長    真鍋 昌宏

主任技師  岡  敦憲

藤川 善規

真鍋 嘉宏

和田 素子

調査技術員 高橋佳緒里

調査技術員 片山 恭子
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発掘調査に従事した方々

饗庭 澄夫  秋山 岩吉  浅尾 静代

石村  守  一藁 尚義  出下 好子

大西佐恵子  大西  武  大西  文

香川 和代  香川 貞美  梶野 正一

川畑 正雄  J跡寸シフリ  木戸 国市

佐藤 紀江  塩田 浩一  渋谷 永記

関   宏  瀬川 皐月  千田 恵子

塚原とし子  佃 甚太郎  中浦  薫

則包アツミ  林 佐智子  引田 逸雄

堀家千代子  堀家 静子  松本 明義

三木 肖三  三谷ツヤ子  三村  旺

森岡ミチ子  山ロハルミ  山尾 俊則

山下 博子  山地カズエ  山地フジ子

横井  等  横田キヨミ  横田チヨエ

平成 3年度

香川県教育委員会事務局 文化行政課

総括 課長   中村  仁

主幹   菅原 良弘

課長補佐 小原 克己(6.1～)

副主幹  野網朝二郎(～ 5。 31)

総務 係長   宮内 憲生

主事   横田 秀幸(～ 5。 31)

主事   櫻木 新士(6。 1～ )

主事   石川恵三子

埋蔵 係長   藤好 史郎

文化財主任技師 岩橋  孝

主任技師 北山健一郎

平成 4年度

香川県教育委員会事務局 文化行政課

総括 課長   中村  仁

主幹   菅原 良弘

課長補佐 小原 克己

荒井カズミ  池田 敬子  池田やよい

浦野 房子  大倉 栄子  大西  智

大林チエ子  岡崎 愛子  小野 春代

金沢 ミヨ子  川北 綾子  川西 貞三

小林クニ子  小林已代子  佐藤 春夫

正 嘉代子  杉崎 春子  杉原  喬

高木 一江  託間 敏子  竹内 文雄

中村八重子  奈良 保男  野保 和義

廣瀬サエ子  深井 豊子  福家スエミ

松原 忠俊  真鍋 森雪  真室 静枝

宮武 吉栄  森井 和夫  森岡 富明

山崎美智子  山下千代子  山下 初代

山地八重子  山地ツル子  由佐 久子

横田  恒  横田八重子

財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

総括 所長

次長

松本 豊胤

安藤 道雄

総務 係長 (事務)カロ藤 正司(～ 5。 31)

係長 (事務)土 井 茂樹 (6。 1～)

係長 (土木)今 田  修 (6。 1～)

主査 (土木)山 地  修(～ 5。 31)

主任主事  斎藤 政好

調査 係長

技師

総括 所長

次長

真鍋 昌宏

和田 素子

松本 豊胤

市原 敏則

財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

総務 係長 (事務)土 井 茂樹
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総務 係長   宮内 憲生 (～ 5。 31)     係長 (土木)今 田  修

係長   源田 和幸 (6。 1～)     主任主事  斎藤 政好

主事   櫻木 新士        調査 係長    廣瀬 常雄

主事   石川恵三子          技師    和田 素子

埋蔵 係長   藤好 史郎

文化財主任技師 國木 健司

主任技師 北山健一郎

整理に従事 した方々

西桶 右子 ,岡崎江伊子,自玖 昇子,佐藤 明美,大原江里子,林  揚子

調査 日誌抄 (昭和63年度・直営調査)

4/17 現場事務所の完成。          8/3 Ⅱ区西北部(⑥)表土除去開始。近世以

4/26 1区東北部(②)表土除去開始。         降の遺構が多い。

5/6 1区 S B02(総柱建物)検出。     8/9 Ⅱ区西南部(⑩)表土除去開始。

6/13 1 ttS D13東 北部分礫集中部′実測作  9/9 Ⅱ区西南部(⑩)S B02検 出。3× 3,総

業 (～ 16)。                 柱建物で抜き取 り痕がある。

6/17 1区西南部(③)表土除去開始。        I区 西南部(③),Ⅱ 区西北部(⑥)航測。

6/20 1区西南部(③)で南北方向で幅12mの  9/24 1区東南部(④)表土除去開始。

中世包含層にTrを設定,掘削開始。  9/26 Ⅱ区西北部(⑥)S E01(石組井戸),重

S D07か ら緑釉陶器片が出土         機と人力による断ち割りを開始

(これ以降,緑釉陶器片が出土)    9/29 Ⅱ区西南部(⑩)S D09か ら,有舌尖頭

7/4～ I区西南部(③)中世包含層から緑釉陶     器,ほぼ完形で出土。

器片が多く出土。           10/3 1区 西北部(⑦北)表土除去開始。

7/19 1区西南部(③)中世包含層下で多条の 10/6 台風24号に備え,テ ントの補強などを

溝を検出。溝群にTrを設定,掘削開     行なう。

始。                 10/14 Ⅱ区西南部(⑩)航測。

7/20 1区西南部(③)I区東北部へ続くSD 10/27 Ⅲ区西南部(⑨)表土除去開始。近世以

13掘削開始。緑釉陶器片が多く出土。      降の遺構が多いようである。

7/28 1区東北部(②)航測。         11/1 Ⅱ区西北部(⑦北)S B03検 出。3× 4で

7/29 1区東北部(②)S B04柱根が遺存しい     束柱を持つ。郡家一里屋遺跡では最大

るピットの断ち割り。            面積の建物であった。

8/2 1区東北部(②)下層遺構,土層堆積状  11/2 1区東南部(④)航測。

況の確認。遺構 。遺物は全くみらもれ  11/8 V区 表土除去。

なった。                11/16 Ⅱ区西北部(⑦北)航測。S B03柱痕が
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遺存しているピット三穴の断ち割りを     宝 (北宋銭)出土。ここからは西南部

開始。                    同様緑釉陶器片が出土する。

11/22 Ⅱ区西南部(⑩)に建てた新プレハブヘ  1/24 Ⅱ区東北部(③),土層堆積状況が他の

の引越作業。                 区画とはかなり異なるため試掘Trに

11/25 V区 人力による調査開始。          よる土層の確認。翌日より表土除去開

12/6 Ⅱ区東北部(③)試掘Trを再掘。        始。

12/7 1区西北部(①)表土除去9 1区西南部  1/30 1区西北部(①)遺構掘削開始。(1区西

(③)か ら接続する中世包含層が検出さ     区西南部から接続する溝群の掘削。)

れる。                2/2 V区  航測 (集石部分)

12/10 1区西北部(⑦南)表土除去。      2/8 V区  航測 (完掘)

12/15 1区西北部(①)I区西南部(③)か ら続  3/1l I区西北部(①)航測。

く中世包含層にTrを設定 0掘削開始: 3/25 Ⅱ区西北部(⑦南),東北部(③)航測

1/17 1区西北部(①)中世包含層より皇栄通  3/31 プレハブ撤退。

調査日誌抄 (昭和63年度 0工請調査)

12/12～ トレンチ調査開始 (27日 まで断続的に     合流する。

調査を行なう)            2中 旬 雨で作業のできない日が多い。

12/21 立命館大学講師・高橋学氏,遺跡を見  3/6 山梨文化財研究所の所員2名 ,プラン

学。火山灰層の存在を確認する。        トオパール・花粉 0火山灰分析試験料

1/5～Ⅳ区東部から表土除去開始。郡家大林     採集。

上遺跡の調査と並行になるため,大林  3/11 航測。厳しい調査工程であるが,一応

が主体 となって調査にあたる。         順調に進行。

木下は両調査区を行き来する。     3/15 山梨文化財研究所よリプラントオパー

1/21 Ⅳ区東部,遺構検出。遺構は希薄であ     ル分析の速報届く。

る。Ⅳ区西部の表土除去終了。     3/16 水田畦畔状の遺構確認。延長の確認に

1/28 Ⅳ区西部,前年 6月 のトレンチ再掘中,     全力をあげる。

下層から木製遺物を検出。       3/18 航沢J。

2/8 木製造物の取り上げ作業を行なう。   3/22 -部地区の航測および埋め戻しを残し

脆弱なため,う まくいかない。        調査終了する。残務,資財撤収に奔走

2/14～郡家大林上遺跡の調査が一段落。吉田     する。

調査日誌抄 (平成元年度 0直営調査)

7/3 郡家原現場事務所から郡家一里屋現場     南部旧自然河川部分表土除去開始。

事務所へ引越。                Ⅱ区 (I区〇北)害Jり 付けによる平面

7/12 Ⅱ区 (I区〇北),Ⅲ 区 (Ⅱ 区〇)       実測。
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7/27 下層遺構確認のため,ト レンチ掘削。   12/19 Ⅱ区東南部(Ⅲ 区〇),Ⅲ 区北部(V区〇)

(～31)                  航測。

9/27 Ⅱ区 (I区〇北)・ Ⅲ区 (Ⅱ 区〇)      Ⅱ区(I区〇南)一部拡張。包含層除去。

南部航測。              1/5 郡家原現場事務所への引越準備。

9/30 Ⅲ区北部(V区〇)表土除去開始。       (～ 6)

10/3 Ⅲ区東南部(Ⅲ 区○)表土除去開始。   2/26 君『家原現場事務所から郡家一里屋現場

近世遺構が多い模様。             事務所への引越。

10/9 Ⅱ区東北部(Ⅳ 区〇)表土除去開始。       I区 (⑤)表土除去開始。

10/26 Ⅱ区東北部(Ⅳ 区〇)割 り付けによる上  3/5 Ⅱ区 (⑪)表土除去開始。近世遺構が

層遺構平面実測。               多い模様。

11/9 Ⅱ区 (1区〇南)表土除去開始。    3/19 作業員の就労 終了。

11/30 Ⅱ区(I区〇南), I区東北部(Ⅳ 区〇) 3/20 1区 (⑤)OⅡ 区 (⑪)航測。

航測。                3/22 現場事務所 撤収作業開始。

注)1「国道バイパス及び四国横断自動車道建設予定地内埋蔵文化財詳細分布 0試掘調査概報」

昭和63年 3月 31日  香川県教育委員会

第 3表 整理工程表

3月

基礎整理 (接 合)

入れ

実測 実測図修正

近世陶磁器実 修正

石器実

遺構実 濱1図 レイアウ

石膏

近世陶磁器
注記
石膏入れ

遺物実測図
レイアウト 遺物 遺構 トレース

図面台帳

写真台帳働一鶴一瞬．9月

遺構、遺物
トレース

写真台

遺構

帳作成

台帳パソコン

影
成

効一・ス瑯謝 遺構写真レイ アウ ト

遺物写真
整理

遺物一覧表
作成

報告書
レイアウト

周辺地図 トレ

物
真

一

遺
写
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第 2章 立地と環境

節 地理的環境第 1

郡家一里屋遺跡は土器川と金倉川に

挟まれた丸亀平野のほぼ中央部に位置

する。概ね沖積平野又は緩扇状地上に

位置する。

丸亀平野は細かく分ければ金倉川 ,

弘田川により形成された善通寺平野 ,

大束川によって形成された坂出平野 ,

北から南に緩やかに傾斜する丸亀平野の 3つに分けることができる。この中でも丸亀平野は地形

の凹凸が少なく,県内でも方格地割がよく残る地域である。ただし沖積平野部分でも微細な地形

の起伏に対応して方格地割の整然としたものから方格地割とはいえないような不規則な部分まで

ある。今回,調査目的の一つに条里関連遺構を検出することがあげられるが,郡家一里屋遺跡で

も条里地割の復元を目的の一つとした。

第 2節 歴史的環境

旧石器時代

香川県では五色台,金山でサヌカイトを産出することで知られ,五色台山頂にはナイフ形石器

や尖頭器などの製品とともに多数の未製品が散布することで知られる国分台遺跡がある。また瀬

戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査では与島,岩黒島,櫃石島,羽佐島などの島嶼部でナイフ

形石器を主体とした旧石器が出上している。また四国横断自動車道建設に伴う発掘調査では三条

第 2図 郡家―里屋遺跡位置図
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黒島遺跡で旧石器時代のユニットが検出されるとともに石器の接合資料が出土し,石器制作の復

元に貴重な資料を得ることができた。

縄文時代

丸亀平野では善通寺市の永井遺跡があげられる。永井遺跡では集落の中心は検出されなかった

ものの,自 然流路より木器や堅果類′獣骨とともに縄文時代後期中頃を中心とする土器が多量に

出土し,永井遺跡の食生活や植生を知る手がか りを得るとともに,縄文時代後期中頃の良好な資

料を得ることができた。その他,縄文時代晩期とする突帯文土器が出土した遺跡には稲木遺跡A

地区,龍川四条遺跡A地区,B地区,下川津遺跡,川津下樋遺跡などがあげられる。

弥生時代

弥生時代前期の遺跡としては三井遺跡,中の池遺跡,乾遺跡,稲木遺跡A地区,五条遺跡,甲

山北遺跡がある。これらの前期の遺跡はほとんどが沖積平野に展開し,その中でもより安定した

居住地として自然堤防上を選び,低地で水田を営んだのであろう。これらの集落はいずれも中期

中頃以降までは連続せず,廃絶している。これらの遺跡はいずれも低湿地の水田のため生産性は

低く,生活も安定しないものであったであろう。

中期は旧練兵場跡遺跡,矢 ;塚遺跡,西碑殿遺跡等があげられるが,旧練兵場跡遺跡のような

拠点的な大集落がみられる一方,全般に平野部の遺跡は減 り,山麓や低丘陵上に多くの遺跡が営

まれるようになる。これらは水の危険に晒される湿地より,狭 くても安定性のある土地に遺跡が

移った結果であろう。またこの時期には青の山山頂遺跡,飯野山山頂遺跡などの高地に,中期後

半の土器が採取される遺跡がみられる。

後期は再び沖積地扇状地に集落が営まれるようになる。遺跡数は増加し,集落の規模も大きく

なり生産力の増加と人口の増加が窺える。後期の遺跡としては一の谷遺跡,彼の宗遺跡,稲木遺

跡,九頭神遺跡などがあげられる。これらは鉄器の普及による土木技術の発達と潅漑技術の向

上,耕地面積の増加の結果と考えられよう。

古墳時代

古墳時代には丸亀平野では西部地域の善通寺市の大麻山とその東山麓に積石塚である野田院古

墳,磨臼山古墳,王墓山古墳など前期から後期に至る首長の系譜が途絶えることな く続いてい

る。一方丸亀市域では前期前方後円墳である吉岡神社古墳が築造されるが,西部ほど盛んに築造

されることはない。後期に入ると土器川と金倉川に挟まれた独立丘陵上に公文山古墳群,鉢伏山

古墳群など多数の円墳が築造される。

古代

律令制の行政組織では当遺跡は那珂郡にあたる。古代寺院をみると那珂郡内には田村廃寺,宝

憧寺,弘安寺が,西隣に位置する多度郡には善通寺,仲村廃寺がある。善通寺,仲村廃寺からは

法隆寺式軒平瓦である忍冬唐草文が出土している。ただしこの 2寺は併存していなかったのでは
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ないかという説 (1)も ある。宝憧寺は那珂郡付属の寺院に想定されている。

丸亀平野は方格地割がよく残る地域でもある。鵜足郡,那珂郡では三条,四条′五条,七条な

どの地名が残る地域もある。この方格地割が条里制施行時まで遡るかどうかは不明であるが,三

条番の原遺跡では条里型地割の坪界に合致する溝も数条検出されている。

(1)松原弘宣  「古代の地方豪族」 古川弘文館 1988
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第 3章 調査の成果

第 1節 地形・土層

当遺跡は,西側の緩扇状地から東側の旧自然河川にかけて立地する。東西約480mの 範囲であ

るが,その間,標高はおおよそ水田一枚ごとに徐々に北東へ向かって低 くな り,遺跡の南側では

西 (V区)と 東 (Ⅲ 区)の現地表面′遺構検出面の標高差がともに2.4mほ どある。大部分の地区

では耕作土直下で基盤土を検出しており,遺構はこの面で検出している。基盤土は I～ Ⅱ区では

おおむね黄色粘土であったが, I区東南端で礫層が出現 し始め,V区では黄色砂礫で基盤土を形

成する。Ⅲ区は現地表の地割の乱れから旧河道であることが予測されたが,こ こでもⅢ区の東端

までみられた黄色粘土はみられなくなり,砂礫土で基盤土を形成 し,I区までにみられた集落は

みられず,溝 と自然河川のみとなる。包含層には広い範囲にまたがるものは認められず,やや規

模が大きい溝など,地形が窪地気味になる部分に部分的に包含層の堆積が認められる程度であ

る。
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第 2節  6世紀末～ 7世紀初頭の遺構・遺物

(1)竪穴住居

I ttS H01(第 14015図  図版 2)

I区東部北半の北側路線際で検出した。方形のものと考えられるが,大部分が調査区外に延び

ており,南東隅のコーナーしか検出できないため,全体の規模 0形状は不明である。主軸方向は

E-18° 一N,一辺4.8m以上,深 さは残存部分で0.20m,埋土は主に暗灰色粘質上で基盤上のブ

ロックを含む。床面からは主柱穴と思われるピットー穴と壁溝を断続的に検出した。ピットは径

0。 48m,深 さ0。 20m,埋土は暗灰色粘質土,壁溝は幅0。 14m,深さ0.05mで ある。なお当遺跡唯

一の竪穴住居であることや出土遺物から特に矛盾のないことからこの時期のものとしたが,こ の

竪穴住居は該期の掘立柱建物がほぼ真北方向を指すのに対し,条里型地割と同じ方向を指すこと

から当該期の遺構とすることに若干の疑間が残る。埋土から須恵器甕 ,日 縁部(1)を は じめ須恵

器,土師器が出上しているが,いずれも小片ばかりである。

(2)掘立柱建物

Itt SB07(第 16図 図版 3)

I区南端中央付近で検出した桁行 4間 (6.4m),梁間 3間 (4.lm)の 総柱建物である。主軸方

向はW-5° 一Nではぼ真北方向に直交する。柱掘方は桁方向の柱は径0.50～ 0。 70mの隅丸方形 ,

梁方向は径0。 50～0.58mの 不整円形で,梁方向の柱列は東西列とも中央の二穴の間を浅く掘削し,

ノ

O                   10cm

第15図  I ttS H01出 土遺物

Ｆ
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“

ｂ
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ヨ

＞

―
―

L=i8.60m

BFS′ 0          2m
①暗褐灰色粘質土 (5 gll大 の地山ブロック含)

②暗茶灰色粘質土 (5 oll大 の地山プロック含)

③暗灰色粘質土 (5 oll大 の地山プロック含)

④暗灰色粘質土 (10oll大 の地山プロック合,やや明るい)

⑤暗灰色粘質土 (10oll大 の地山ブロック含)

⑥黒灰色粘土

⑦灰色粘質土 (大部分が地山の黄色粘土ブロック)

①暗灰色粘質土 (5m大の地山ブロック含)

①暗灰色粘質土 (③ よりやや明るい,5 oll大の地山ブロック含)

第14図  I ttS H01平 。断面図
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二穴を連結 している。東

柱は円形で径0.30～ 0。 40

mである。柱痕は側柱が

0。 15～ 0.20m,束柱 が

0.15mである。桁方向中

央列の束柱を一穴欠 く。

埋土は主に柱掘方が黒褐

色粘質土,柱痕は暗褐色

である。

Itt SB08(第 17図

図版 3)

I区南東端で検出した

桁行 4間 (7.9m)以上 ,

梁間 3間 (5。 3m)以上

の掘立柱建物である。南

東部分は調査 区外へ延

び,全体の規模は不明で

ある。主軸方 向はW一

2° 一Nではぼ真北方向

に直交する。柱掘方は径

0。 40～0.50mの 不整円形

または隅丸方形,柱痕跡

は径約0。 14mの 円形であ

る。この建物はS D42b
第17図  I ttS B08平 。断面図

より古い。

Ⅱ区 S B01(第 18図 図版 4013)

Ⅱ区西部北端で検出した桁行 2間 (3。 2m)以上,梁間 3間 (3.5m)の総柱建物である。主軸方

向はN-7° 一Eではぼ真北方向を指す。柱掘方は側柱で径約0.5mの 隅丸方形または不整円形 ,

束柱は径0.20mの 円形で柱痕跡はともに径0。 10mの円形である。比較的柱通 りはよく,柱間は桁

行より梁間の方がやや狭い。埋土は柱掘方で主に暗褐色粘質土,柱痕跡で灰褐色粘質上である。

この建物はS D03よ り新しい。

Ⅱ区 S B02(第 19～21図 図版 4～8)

Ⅱ区北西部で検出した桁行4間 (6。 7m),梁間 3間 (4。 8m)の総柱建物である。奈良時代の遺物

― Ш00・ 6!〓 ¬

Ｆ
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お
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L=19.30m

0           2m
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第18図  Ⅱ区S BOl平 。断面図

を含む灰色包含層を除去した段階で検出された。主軸方向はN-2° ―Wではぼ真北方向を指

す。柱掘方は側柱が隅丸方形,径は桁方向で0。 50～ 0。 70m,梁方向でおおむね0。 40～ 0。 45m′ 束

柱は円形で梁方向の南から二列めが径0.34～0.38m,三列めが0。 15～ 0。 18mで列ごとに東柱の直

径が異なり,四列めは束柱を欠く。柱痕跡は側柱・束柱とも径0。 10mの円形である。この建物す

べての側柱に抜き取 り痕が残る。埋土は柱掘方が暗褐灰色砂質土,柱痕跡が暗褐灰色砂質土・灰

褐色砂質土,抜き取 り痕で褐灰色砂質上である。隅柱のうち三穴には,柱材が遺存していた。ま

た束柱からは, 7世紀初頭の須恵器杯身(2),有舌尖頭器(3)が 出土した。

Ⅱ区 S B03(第 22図 図版 9～ 11)

Ⅱ区南部中央付近で検出した桁行 3間 (5。 4m),梁間 3間 (4。 Om)の総柱建物である。主軸方

向はE-7° 一Nで ,ほぼ真北方向と直交する。柱掘方は径約0.50～0.60mの 円形・不整円形・

隅丸方形で,束柱はわずかに小さいものの側柱 0束柱とも規模に差はほとんどみられない。側柱

のすべてに抜き取 り痕を残すが,断面によれば柱穴のうちの大部分は,抜き取 り痕の下部には柱

痕が残存していたようである。柱痕跡は径0。 10m前後の円形である。埋土は柱掘方が暗灰色砂質

土,柱痕跡が暗灰色粘質土,抜 き取 り痕が灰色砂質上である。

(3)l」 ッ ト

Ⅱ区 S P01(第 23024図 ・図版72)

Ⅱ区北西部,S D17に近接して検出したピットである。楕円形で長軸0.68m,短軸0。 60m,深

さ0。 42mである。ピット西側の内側に接して,須恵器杯身が出土した。

4は須恵器杯身。立ち上がりは短く内傾する。 7世紀初頭6

Ⅱ区 S P02(第 23024図  図版11012072)
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①灰色砂質土 (4 oll大 の

地山ブロック含)

②灰色砂質土 (3 all大 の

地山ブロック含む①より

やや暗い)

③暗灰色砂質土 (10oll大

の地山ブロック少ない)

④暗灰色粘質土 (8 oll大

の地山ブロック含)

⑤暗灰色粘質土 (8 cnl大

の地山ブロック多い)

⑥暗灰色粘質土 (5 oll大

の地山ブロック少し③～

⑤よりやや明るい)

⑦褐灰色砂質土

③暗灰色砂質土 (2 oll大

の地山ブロック含)

⑨灰色砂質土 (8 oll大

地山ブロック含)

Al■三二」8.50m

痕数
槙

①②

⑥

⑩暗灰色砂質土 (8 oll大 の地山プロック多い)

⑪灰色砂質土 (3 oll大 の地山ブロック含)

⑫暗灰色砂質土 (4 oll大 の地山ブロック少ない)

第22図  Ⅱ区S B03平 。断面図

0          2m
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Ⅱ区北西部,S D17に 近接して検出したピットである。円形で直径0。 66m,深 さ0.23mである。

ピット底部から須恵器杯蓋が出上した。S P01に東接しており,関連遺構である可能性もある。

このビットには,断面観察により柱痕がみられた。

5は須恵器蓋。天丼部と口縁部にわずかに稜を残し,口 縁端部は丸く収める。

Ⅱ区 S P03(第 24図 図版12072)

Ⅱ区Jヒ西部,S D17に 近接して検出したピットである。楕円形で長軸0。 70m,短軸0.50m,深 さ

0.07mの 浅いピットである。ピットの埋土からは須恵器杯身が出上した。このピットは S P01,

S P02に近接する。

6は須恵器杯身。立ち上がりは短く内傾し,体部上半を回転ナデ′底部をヘラ削りする。

(4)土坑

Ⅱ区 S K13

Ⅱ区北東端付近で検出した長軸1.55m,短軸1.30m,深さ0。 34m,断面橋鉢状の不整円形の土

L=18.10m

③

Ⅱ区 S P02

1 ttS POl,02平 ・断面図

①暗茶灰色砂質土 抜き取 り穴埋土

②灰褐色砂質土

③灰黄褐色砂質土

④暗灰色砂質土

⑤暗灰色砂質土

(④ より明るい)柱痕部

⑥暗茶灰色砂質土

(① よりやや暗い)

⑦灰黒色粘質土

L=18.10m

Itt SP01

第23図

区

区

区

s Po1 4
S P02 5
S P03 6

第24図  Ⅱ区 S P01,02,

9     9Cm

-42-
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坑である。埋土は濁明灰黄色粘質上の単一層である。S D24と 重複しているが,前後関係は明瞭

に認 め られ な い こ と ,S D24が S K13よ り西 には続 か な い こ とか ら S D24と S K13は一 体 とな っ

て機能していたと考えられ,規模は小さいものの,出水の役割を果たしていたと考えられる。

(5)性格不明遺構

Ⅲ区 S X01～ 10

Ⅱ区中央北端付近で検出した不定形の遺構である。いずれもS D15付近にあり,規模はばらつ

きがあるが,深 さはいずれも0。 lm前後と浅い。

(6)溝

Itt SD33(第 27図 )

I区東部北端付近,S H01の南側で検出された溝である。検出長は短 く,検出部分ではほぼ真

東西方向を指すが,わずかに弧を描く。幅0。 30m,深 さ0.05～0.10mである。

7は須恵器杯身。器高は低く,立ち上がりは短い。 7世紀初頭。

Ⅱ区 S D01(図版13)

Ⅱ区西部北半で検出された溝である。幅0.65m,深さ0.07～ 0。 08mで ,埋土は灰褐色粘質上の

単一層である。ほぼ真北方向を指し,S B01よ り古い。

Ⅱ区 S D02003(第 27図 図版13)

Ⅱ区西部北半で検出された溝である。方向のずれから検出時には別の溝として検出したが,同

じ溝の可能性もある。幅0。 85m,深 さ0.06mで ,西半ではほぼS D01と 平行するが,東半では南

側へ屈曲する。遺存状態が悪く屈曲点より東ではほとんど検出できなかった。埋土は灰褐色粘質

上の単一層である。この溝は方向性や出土遺物からS D18へ続く可能性がある。

8～ 10は須恵器。8は無蓋高杯の杯部で,体部はやや直線的に立ち上がり,外面に凹線を伴う。

9010は蓋。 9はやや扁平な形態で,天丼部から口縁部にかけてなだらかにし,日 縁端部も丸く

仕上げる。10は 9よ り深めで口縁端部はやや細 く仕上げる。

Ⅱ区 SD15(第 25・ 27図 図版14072)
L=i8.20m

層1層異馨1曽重F早[I[層貫23讐[ヒ讐】i[量[彗馨I彙青[ま
る が 円形 に 廻 る と考 え られ る。 この溝 は S X030090 10よ り新 しい 。     ①褐灰色砂質土

11012は 土師器甕。11は ,体部外面を縦方向のノくケロ′口縁部内面に横   ②暗褐灰色砂質土

0         0.5m
方向のハケロを施す。体部内面は板なで。12は ,把手部分。内外面に指頭   ~

第25図

痕を残す。13014は須恵器。13は杯身。口縁部のみであるが,立ち上がり   I tts D15断 面図

は内傾し,口 縁端部は丸く仕上げる。14は高杯,脚部。中位に沈線を一条施す。

Ⅱ区 S D18(第 26・ 27図 図版13072)

Ⅲ区中央西北寄 りで検出した東西方向の溝である。幅1.00m,深 さ0.20m,埋土は暗灰褐色粘

-43-



質上で下半はやや黄色がかる。

続 く可能性がある。

15～ 17は須恵器。15は杯身。器高は低く,立ち上がりは短

く内傾する。16は杯蓋。口縁部と頂部の境は丸みを帯び,日

縁端部は丸 く収める。17は甕,口縁部。口縁端部を外面に肥

厚させ,内面は上方へ引き伸ばす。

この溝は方向性からS D03へ   L=18.10m
S               N

①暗灰褐色粘質土

②暗灰褐色粘質土 (① より黄色がかる)

0         0.5m

第26図  Ⅱ区 S D18断面図

Ⅱ区 S D24(第 27図 図版15072)

Ⅱ区北東端付近で検出した溝である。幅0.35m,深さ0。 17mである。この溝の東端調査区際で

で土師器甕が出上した。この溝はS K13か ら西では検出されず,S K13と 一体となって機能して

いた可能性が高い。

18は土師器甕,体部。外面に刷毛目を入れ,内面に指なで痕を残す。内面に粘土紐の継目が観

察できる。

Cm ヽ〒
≡≡≡≡≡

〒
耳≡≡≡≡

]フ
13

IttSD33 7
1ttSD02 8。 9

1区 SD03 10
1ttSD15 11～ 14

1ttSD18 15～ 17

1ttSD24 18

第27図  I,Ⅱ 区溝出土遺物
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第 3節 古代の遺構・遺物

(1)掘立柱建物

Itt SB01(第 28～30図 図版17073)

I区北西端で検出した桁行 1間 (1.6m)以上,梁間 2間 (3.4m)の掘立柱建物である。主軸方

向はE-44° 一Nである。柱掘方は径約0.30m前後の円形,柱痕は径0.10mで深さは0。 15～ 0。 20

mである。柱掘方の埋土は基盤上のブロックを含む黒褐色・暗褐色粘質土′柱痕の埋土は淡褐色

粘質上である。この建物の北東隅のビットの北約 lmの位置でピットを検出した。ピットの内部

には須恵器壷と,壷の上面で底部を上向きにして壷に被せた須恵器杯を検出した。このピットは

直径0.50m,深 さ0.06mの 円形で暗褐色粘質上の埋土をもつ。壷はピットの北端に埋められてお

り,壷が埋められた部分だけが深い。このビットは北東隅ピットのおおよそ北北東方向に位置す

る。建物のピットの位置関係に規則性は見いだせないが0,こ のピットはS B01の 地鎮のためで

①淡褐色粘質土 (柱痕)

◎  ②黄灰色粘質土

③黄灰褐色粘質土

④淡茶褐色粘質土

⑤暗褐色粘質土 (地山混)

0           2m

第28図  I ttS B01平 。断面図

L:19.60m

①暗褐色粘質土
①灰褐色粘質土

0              0.5m

第29図  I ttS BOl地 鎮ピット断面図

19                          ZU

0                  1o

第30図  I ttS B01地 鎮 ピッ ト出土遺物
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ある可能性がある。

19～21は須恵器。19は蓋。扁平な形態で回縁部は下方へわずかに折 り曲げる。20は杯。平らな

底部で斜上方に立ち上がる。21は壷。肩に丸みを持ち,長頸壷になるもの。これらの上器は, 9

世紀前半と考えられる。

Itt SB02(第31図 図版18)

I区北端中央付近で検出した桁行 3間 (5。 2m)以上,梁間 2間 (4.3m)の総柱建物である。北

側は調査区外へ延び,全体の規模は不明であるが,北端でわずかに検出した中央列の柱が他の束

柱に比して大きいことからこの柱列が北側柱列となり,2間×3間の建物である可能性が高い。

主軸方向は桁方向でN-32° 一Wではぼ条里型地割の方向に沿 う。柱掘方は側柱で一辺約 0。 75

m′ 深さ0。 35～ 0。 45mの 隅丸方形,束柱で径約0。 40mの 円形,柱痕は側柱で径約0。 15m′ 深さ

ニ ノ

ヘ

ヽ 二 ___三 み
翌 生 ___ノ

ミ

ヽ 二 七′8~~~            ③ Ш01・ 61=¬

‥

―
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０

Ｅ

９

．
ｏ
一
＝

コ

Ｏ

Ｏ

　

Ｉ

Ｉ

Ｅ
９

ぶ

一
＝

コ

0          2m

①明灰色粘質土 (マ ンガン斑文,地山土混)(柱痕)

②黄褐色粘質土 (明灰色粘質土混)

③明灰色粘質土 (黄褐色粘質土混)

④黄褐色粘質土 (黒褐色粘質土プロック混)

⑤灰色粘質土 (地山わずかに混)

⑥黒褐色粘質土

第31図  I ttS B02平 。断面図
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0。 46～ 0。 60m,東柱で径0.09m,深 さ0.35mである。埋土は柱掘方が黄褐色粘質± 0明灰色粘質

上で黄褐色 0黒褐色土 (と もに基盤土)をブロック状に含み′柱痕は明灰色粘質土である。東隣

に位置するS D29は この建物雨落溝である可能性がある。

Itt SB03(第 32図 図版19)

I区北東部で検出した桁行 2間 (4.5m),梁間 2間 (3.Om)の 掘立柱建物である。主軸方向は

N-13° 一Wである。柱掘方は円形で径0.30～0.40m,柱痕は径0。 10～ 0。 14mで ,深さはともに

0。 14～ 0。 22mである。梁方向に比べ桁方向は柱通 りが悪 く,柱間も一定しない。 この建物は

S D32よ り古い。

①灰色粘質土 (マ ンガン斑文)

②灰色粘質土 (③層土混)

③黄褐色粘質土

④黄褐色粘質土 (①層土混)

⑤灰色粘質土 (① より色調暗い)

0           2m

第32図  I ttS B03平 ・断面図

Ｆ
＝
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Ь
ｏ
ヨ

ト

ー

Ｔ

論
L〓 19.00m
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Itt SB04(第33034図 図版19)

I区東部中央付近で検出した桁行 3間 (4。 9m),梁間 2間 (3.7m)の 総柱建物である。主軸方

向はW-19° 一Nである。柱掘方は側柱が径 0。 30～ 0。 46mの 円形～不整円形,束柱で径約 0。 20m

の円形,柱痕は側柱で径約0。 10m′ 束柱で径0,08mである。側柱に比べて束柱はかな り規模が小

さい。この建物はS D15よ り古い。北側柱列,西側から二穴目に柱材が遺存 していた。

L=19.00m

―
①

L=19,00m

畢

金

Ｗ

４
Ｅ
８

．０
一
＝

コ

①灰褐色粘質土 (柱痕)

①
′
黒色粘質土 (①混)

②暗灰色粘質土

(黄褐色土プロック混)

③黄褐色粘質土 (暗灰色上混)

④
′
灰褐色粘質土

⑤黄褐色粘質土

⑥暗灰色粘質土

⑦灰色粘土

③暗灰色粘質土

(黄褐色土プロックわずかに混)

⑨青灰色粘質土プロッタ

(暗灰色土ブロック混)

o           2m

第33図  1区 S B04平・断面 図

0   ~

①

⑤

③ 言譴紅
=]聾

山
5m

~   A′

A

B三
博刃0シ   _B′

第34図  I ttS B04柱 穴断面図
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Itt SB05(第 35図 図版20)

I区南部中央付近で検出し

た桁行 2間 (4。 15m),梁間

2間 (4.Om)の 掘立柱建物

である。主軸方向はE-23°

―Nである。柱掘方は円形で

径 0。 30～ 0。 40m,深さ0.04～

0。 24mである。ほぼ条里型地

割に沿 う,小規模の建物であ

る。西側柱列のうち中央の柱

を一穴欠 く。

Itt SB06(第36図 図版

20)

I区南端中央付近で検出し

た桁行 3間 (4.05m),梁 間 2

間(2.9m)の総柱建物である。

主軸方向はE-21° 一Nで ,ほ

ぼ条里型地

割に沿 う。

柱間はばら

つきが多

く,特に東

柱の柱通 り

が悪い。柱

掘方は側柱

が隅丸方

形～不整円

形で径 0。 30

m前後,深

さ0。 26～

0。 38m,束

柱は円形で

径0.14m,

L=19.50m  ―一―  
一

―
今      r

Ш09・ 61=¬

0          2m

第35図  I ttS B05平 ・断面図

①暗灰色粘質土

(黄色土混)(柱痕)

①
′
灰褐色粘質土

(柱痕)

②①十黄色粘質土

③暗褐色粘質土

(黄色土混)

④黄色粘質土

⑤淡黄色粘質土

(暗褐色土混)

⑥暗褐色粘質土

⑦黄色粘質土

(暗褐色土混)

③暗灰色粘質土

0           2m
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第36図  I ttS B06平 ・断面図
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深さ0。 16～ 0。 18m

である。埋土や周

囲の遺構検出状況

から3間 ×2間の

建物を想定 した

が , 南 側 柱 列 は 三

穴を欠き,想定通

りであるかは疑問

が残る。

Itt SB09(第

37図 )

I区中央付近南

端で検出した桁行

3間 (6.0～ 6.15

m),梁間 1間

Ｆ
＝
お

ｂ
ｏ
ヨ

L=19.50m

Ш09・ 61=¬

Ｅ

８

．
ｏ
ｒ
＝

コ

9 _ 2P

第37図  I ttS B09平 。断面図

(3。 7m)の掘立柱建物である。主軸方向はE-26° 一Nで ,ほぼ条里型地割に沿 う。柱間は梁間

は3。 7mでやや広い。柱掘方は円形で径0.20～ 0。 45mと 規模にややばらつきがある。北側柱列の

うち一穴を欠 く。

(2)lゴ ッ ト

Itt SP01(第38図)

I区北西部,S D29に接して検出したピットである。円形で直径 0。 2m以上である。

22は ピット内から出土 した須恵器杯の口縁である。斜め外方に立ち上が り,焼成はやや悪 く白

灰色を呈する。 SD12e13で大量に出土した須恵器杯と同様のものであろう。9世紀後半 と考え

られる。

Itt SP02(第38図 )

I区南西端付近 ,S D17及び中世包含層の西端に近接 して検出したピットである。円形で直径

0。 31m,深 さ0。 09mで ある。

23は ピット内から出土した須恵器杯の底部である。底部と体部の境に幅の狭い高台がつ く。

Itt SP03(第38図 )

I区南西部 ,S D25に 近接して検出したピットである。円形で直径0.55m,深さ0。 23mである。

24は ピット内から出土した土師器土釜AOである。頸部から体部はくの字に屈曲し,胴部に鍔

がつ く。
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■J

9         1qcm

卜出土遺物

Itt SP04(第 38図 )

I区南東部,S B07に近接して検出したピットである。楕円形で直径0.30m,深さ0。 14mで埋

土は灰褐色粘質上である。

25は ピット内から出土した土師器土釜Aである。鍔部分しか遺存しないが,口 縁と体部の境が

くの字に屈曲するものである。体部内面に横方向のハケロを施す。

′
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(3)土坑

Itt SK01(第39052図  図版73)

I区北半中央部で検出された隅丸方形の上坑である。長

辺1.36m,短辺 1。 22m,深 さ0。 29mで断面は浅い皿状であ

る。埋土は暗灰色砂質上の単一層 (淡黒灰色ブロック混)

で下から約 1/3は基盤上のブロックを含む。主軸方向は

ほぼ条里型地割に沿いS D13よ り新しい。

26は土師器椀 ,27は土師器蛤壷である。蛤

壷は内面奥壁は平滑で,内外面に指頭痕を残

し,頂部は窪ませない。

Itt SK02(第40052図  図版73)

I区北半中央部で検出された隅丸長方形の

上坑である。長辺1.44m′ 短辺1.20m,深さ

0。 33mである。主軸方向はほぼ条里型地割に

沿 う。 S D28よ り新 しく,S K01に近接する。

遺物は大部分が上層で出上した。

L=i9,10m
W

①暗灰色砂質土層
(石 より下位に黄色粘質プロックが混じる。
淡黒灰色プロックは全体に混じる)

0        0.5m

―
第39図  I ttS K01断面図

L=19.10m
W

①暗灰色砂質土層

(黄色粘質土プロック′淡黒灰色ブロックが多く混じる)

②明黄色粘質土層 (灰色,淡黒灰色ブロックが,ゃゃ混じる)

(地山よりは,砂っぽい)

0         0.5m

第40図  I ttS K02断 面図

L=19.iOm

①淡灰色砂質土層
(黄色粘質土プロックが多 く混 じる)

0        0.5m

-第41図  I ttS K03断面図

28～29は土師器甕′把手である。28は三角形状の把手

で,全体に指頭痕を残す。29は把手の幅が狭 く,やや厚め

である。甑の把手と思われる。

Itt SK03(第41図 )

I区中央部北半で検出された不整円形の上坑である。長

I区 ピッ
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径1.35m′ 短径1.05m,深さ0。 15～0.22mで ,断面はやや

凹凸がある。埋土は淡灰色砂質土 (基盤土のブロックが多

く混る)の単一層である。出土遺物は皆無であらた。

Itt SK04(第42図 )

I区東部南半で検出された不整円形の上坑である。径

0。 70m,深 さ0.25m,埋土は明灰色砂質土で,土坑の底部

付近は焼± 0炭化物で占められる。 S D40～ 43に近接し,

主軸方向もほぼS D40～ 43に沿 う。

Itt SK05(第43052図  図版21)

I区東部南半で検出された隅丸方形の土坑である。長辺

0。 90m,短辺0.80m,深さ0.23mで断面は箱型に近い。埋

上下半に焼± 0炭化物を多く含む。主軸方向は条里型地割

に近いが,やや北偏する。土坑内からは須恵器甕が出土し

た。

30は須恵器甕。内面に青海波文を残し,口 縁外面端部を

肥厚させる。

Itt SK06(第44図 図版21)

I区東部南半で検出された長楕円形の上坑である。長径

1.00m,短径0。 80m,深 さ0.13mで 断面は逆台形である。

S K05に隣接し,主軸方向はほぼ条里型地割に沿う。S K05

同様,埋土下半に焼土・炭化物を多く含む。

Ⅱ区 S K01(第 45052図 )

Ⅱ区東半部Jヒ端で検出した土坑である。隅丸長方形で長

軸 1。 15m,短軸0。 70m,深 さ0。 21mで断面は逆台形である。

埋土は三層に分けられるがおおね淡灰色砂質土である。主

軸方向はほ条里型地割に沿う。

31は土師質土器三足付甕,脚部である。脚部は断面方形

で,指押さえ痕が残る。

①黄灰色シルト

②明灰褐色シルト

③②に似るが②よりFe多い

④スミ十焼土+灰褐色砂質土+黄褐色粘土

0        0.5m

-第43図  I ttS K05断面図

L=19.10m
W―

b

①明灰色シルト (⑥含)

②明灰褐色シル ト (よ くしまる)

③明黄灰色シル ト

④黄灰色シル ト (③に似る)

⑤黄褐色粘質土 (⑥含)

⑥スミ+焼土+灰褐色砂質土+黄褐色粘土

o        O.5m

-
第44図  I ttS K06断面図

③

①淡灰色砂質土

(3 oll大 の地山プロック多)

②淡灰色砂質土

(3 oll大 の地山ブロック少)

③淡灰色砂質土

(3 clll大 の地山ブロック少 ;② よりやや暗い)

L=19,40m

S①

④焼土と①の混合

⑤焼土と炭と①の混合

0        0.5m

-
第42図  I ttS K04断面図

L=i9.20m

E W

.20m」 〓‐８

一
Ｓ
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Ⅱ区 S K02(第46図 )

Ⅱ区中央付近やや北寄 りで検出した上坑で

ある。隅丸方形で 1辺1.45m,深さ0。 44m,

断面は不整逆台形である。埋土は五層に分層

できるが,おおむね灰褐色砂質上である。主

軸方向はほぼ条里型地割に沿 う。
§[[:;[118ま ;優E藝;1張管島臭徴早声危暮

:ツ ク状
④灰褐色砂質土 (① より褐色強)

⑤灰色粘質土

L=17.90m
S

Ⅱ区 S K03～07(第47～49図)        第46図

Ⅱ区西南部で検出した土坑群である。形状は隅丸長方形

または不定形′規模は径 1。 15m～2.45m,S K05で は径

1.25m～ 1.6mの上坑が三基接するような形状である。深

さは0.05～0.10mと いずれも浅 く,断面は浅い皿状または

凹凸が激 しいもので,埋土はいずれもおおむね灰褐色粘質

上である。これらの上坑群はいずれも明瞭な遺構ではなく

浅い溜 り状のものと思われる。

0         0.5m

Ⅱ区 S K02断面図    ~

L=18.60m

S         
①

0        0.5m
①褐灰色砂質土  ~
第47図  Ⅱ区 S K03断面図

N

][:‡ 言i18ま ;輩窯ま ①に似る,地山の 3 clll大 のプロックを多く含)一」
S K05

④灰色砂質土 (② よりやや明るい)一一 S K04
o        O.5m

第48図  Ⅱ区S K04,05断面図

一
L=18.60m

①灰色砂質土 (地山の 5 oll大 程度のブロック含)

第49図  Ⅱ区 S K07断面図

0        0.5m

-

Ⅱ区 S K08

Ⅱ区中央部やや西寄 りで検出した土坑である。隅丸長方形で,長軸1.75m,短軸 1。 25m′ 深さ

0。 27m,断面は皿状で埋土は明灰色粘質土 (基盤土を斑状に含)である。主軸方向はほぼ条里型

地割に沿 う。

Ⅱ区 S K09

Ⅱ区東部南半で検出された長楕円形の上坑である。長軸 0。 95m,短軸0.65m′ 深さ0。 12mで断

面は不整逆台形である。埋土は暗灰茶褐色粘質上の単一層である。

Ⅱ区 S K10
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Ⅱ区東部南半で検出された長楕円形の上坑である:長軸1.85m′ 短軸1.05m′ 深さ0.21mで あ

る。埋土は暗灰茶褐色粘質上の単一層である。

Ⅱ区 SK‖

Ⅱ区東部南半で検出された長楕円形の上坑である。長軸0。 75m,短軸0。 55m,深 さ0。 15mで断

面は皿状を呈す。埋土は濁暗灰茶黄褐色粘質上の単一層である。

Ⅱ区 S K12(第 50図)

3[5]]]「]f[[11lill[i[[;[ NIく
(li互三三三E≡萱≡≡≡≡ブ

=S

①暗灰茶褐色粘質± 0 0.5m
層 0濁暗灰茶褐色粘質土である。

Ⅱ区 S K14

Ⅱ区北東端付近 ,S K13の北側で検出したほぼ円形の上坑である。包含層の上部から検出し

た。径 1。 26m,深 さ0。 27mである。

Ⅱ区 S K15

Ⅱ区北東端付近 ,S X18の北側で検出した不整円形の土坑である。包含層の上部から検出し

た。径0.66m,深 さ0.36mである。

Ⅱ区 S K16(第 51052図 )

Ⅱ区東部北端付近で検出した隅丸方形の土坑である一

辺1.lm,深 さ0.35m,断面は逆台形で北側は二段掘 り

である。

32は須恵器高杯,脚部である。外面に二条の沈線を施

し,内面杯部との接合部付近に絞 り目を残す。

②濁黄灰褐色粘質土  

―
第50図  Ⅱ区 S K12断面図

L=17.50m

s                 N

①暗褐灰色砂質土
②暗褐灰色砂質土
③暗灰色砂質土
(粘性強い,4 oll大の地山ブロック含)

第51図  Ⅱ区 S K16断面図L―――ゴJm

・

     26 フ (3島
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(4)性格不明遺構

Itt SX01(第 53図 図版23)

I区東部中央付近で検出した。長楕円形で西端近くから細 く溝状に条里型地割の方向に沿って

南北に延びるが,両者の前後関係はみられない。長径4。 40m,短径2.25m,深さ0.07mで溝状部

分のみ0.08mである。底部は凹凸が多 く,埋土は黒灰色粘質上の単一層である。

①黒褐色粘質土

②黄色粘土 (地山)

第53図  I ttS X01断 面図

Itt SX02(第 55図 図版23)

I区東部南半で検出した。長楕円形に近い不定形で,平面形は溝状を呈し,S D39～ 43と ほぼ

同一の方向性をもつが,遺構の埋土と基盤上の境が不明瞭である。短径1。 25m,長径5.50m,深

さ0.02～0.03mで底部は凹凸が多い。

33は ,須恵器杯である。高台はほぼ底部と体部の境につ,く 。

Itt SX03(図版23)

I区東部南半で検出した。S X02同 様溝状を呈し,埋土と基盤上の境が不明瞭である。底部は

凹凸があり,幅1.45m,深 さ0.05mで S D39～43と 同一の方向性をもつ。

Itt SX04(図版23)

I区東部南半で検出した。長径4.75m,短径3.15m′ 深さ0.13mで ある。埋土は黒褐色粘質土

の単一層で,底部は凹凸が激しい。西からS D46が流れこみ′溜 り状になる。S D46は現水路の

西側では検出できなかった。S D46と の前後関係は不明確で,しかも,こ の溝はS X04以東では

検出されなかったためS D46に関連する遺構である可能性もある。なお,S D46は現水田境の延

長線上にある。

Itt SX05(第54図 )

I区東部南半で検出した。不定形で細長く,断面観察によれば,二基の上坑が連なる形態を示

す。長軸3.35m,短 軸0。 75m,深 さは浅い部分で0.03m,北倶Jの深い部分は0。 14m′ 南側では0。 26

5m

①明黄灰色粘質土

②灰褐色粘質土 (Mn含)

③灰褐色シルト

第54図  I ttS X05断 面図

0        0.5m

―

L=19.20m
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mである。埋土は主に灰褐色シル トで,上面に薄く灰褐色粘質土,明黄灰色粘質土が堆積する。

Itt SX06

1区東部南半で検出した。L字型で東西方向1。 35m′ 南北方向1.50m,幅 0。 45m,深さ0.01m

で非常に浅い。埋土は黒褐色粘質上である。

1区  S X07(第 55図 )

I区西南端付近で検出した。長楕円形と思われ,検出している範囲では長径0.85m,短径0。 40

m,深 さ0.02mである。S D07と の前後関係は不明確である。

34は須恵器杯である。外方へ傾 く高台が付き,高台の内側で接地する。

Itt SX08

1区南西部で検出した。長楕円形で南端付近では幅が広がる。長軸6.95m,短軸1.50m,深さ

0。 29mで ,主軸方向は周囲の溝群と同じである。S D18よ り新しい。

Itt SX09(第55図 )

I区中央付近西南寄 りで検出した。長楕円形で長径1.60m′ 短径1.00m,深さ0。 15～ 0。 20m前

後で主軸方向は周囲の溝群と同じである。この溝はS D13022よ り新しい。

35は須恵器甕。口縁はほぼ直立し,口縁端部をわずかに窪ませる。自然釉がかかり器壁に気泡

が入る。

Itt SX10(第55図 )

I区中央付近やや東北寄 りで検出した。長楕円形で長径2.00m,短径0。 85m′ 深さ0.05mで ,

主軸方向はS D15等 と同じく条里型地割に沿う。

36は瓦器椀。断面三角形の高台をつける。内面のヘラ磨きは不明。

Itt SXll～ 13(第 56図 図版73)

I区中央付近やや北寄 りで検出した。いずれも不定形で,それぞれ異なる遺構としたが,いず

れもS D12の 一部である可能性が高い。S Xllは径 lm～ 2m前後,深さ0.05～ 0。 10m,S X13

は径1.40m′ 深さ0。 30mで ある。S X12は これらのSXを包括するような深さ0.02m前後の緩や

かな落ち込みである。S Xll部分からは多量の石,土器が集中して出土した。

37～ 39は土師器。37は杯。38は皿の底部。高台が外傾して付く。39は甕′口縁部。外面に板なで

痕を残すが全体に摩滅が著しい。40～ 46は須恵器。40は杯′口縁部。外上方に立ち上がり外面に

火欅がかかる。41は皿。ヘラ切 りの底部に外上方に体部が立ち上がる。43は外面底部にヘラ削り

を施す。44は杯蓋。

l             l          F :35

塵 `譴  1昌 :糞F器 _l臣 :,T翼 _
と =J■J

第55図  I区性格不明遺構出土遺物(1)
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第56図  I区性格不明遺構出土遺物(2)

やや扁平な形態で口縁端部は丸 く収める。45046は 壷,底部。45は低い高台がつ く。47は把手。

幅が狭 く,全面に指なで痕が残 り,上面には把手の長軸方向に刻みをもつ。剥離部分には体部本

体に施 した叩き痕がネガになって残る。甕か甑の把手であろう。

Ⅱ区 S Xll

Ⅱ区中央付近で検出した溝状の遺構である。長軸1.25～ 2.70m,短軸 0。 30～ 0。 50m,深 さ0.07

mである。

Ⅱ区 SX12(第57図 )

Ⅱ区西部北半で検出した不定形の遺構である。長軸 2。 90

m,短軸1.10m,深さ0.52mで底部は凹凸がある。埋土は大

部分が暗褐色粘質土で西肩の下層にわずかに明黄灰色粘質土

が混じる。

Ⅱ区 S X13

Ⅱ区西部南半で検出した遺構であるも大半はS D10に 切ら

れており,全体の規模,形状は不明であるが,おおよそ長軸

2.Om,短軸0。 40mであろう。深さは残存部分で0.30mで ある。

ある。

Ⅱ区SX14(第58図 )

Ⅱ区東部Jヒ半で検出した溝状の遺構である。長軸5。 45m,幅 0。 90m,深 さ0.40mで断面は逆台

形である。

Ⅱ区 S X15(第 59図 )

Ⅱ区東部Jヒ半で検出した不定形の遺構である。S X14に 近接する。長軸2.80m′ 短軸1。 15m′

L=18.30m
W

①暗褐色粘質土 (所々灰褐色粘質土混)

②明黄灰色粘質土

0        0.5m

第57図  Ⅱ区SX12断面図

埋土は残存部分では灰色砂質上で

-57-



ｍ」 〓‐

一
Ｓ

①灰褐色粘質土 (やや暗い)

②暗褐色粘質土

③暗灰褐色粘質土 (所 々黄色がかる)

④暗灰褐色粘質土

⑤暗灰褐色粘質土 (所々黄色がかる)

L=17.90m
W

①暗褐色粘質土

②暗褐色粘質土 (黄褐色粘質土混)

③暗褐色粘質土

(黄褐色粘質土混②より黄褐色粘質土が少ない)

①黄褐色粘質土
②暗褐色粘質土
③暗黄灰色粘質土
④暗灰褐色粘質土

(黄色粘質土混)

⑤暗灰褐色粘質土

第58図  Ⅱ区SX14断面図 第59図  Ⅱ区SX15断面図 第60図  Ⅱ区SX16断面図

深さ0。 37mで断面は括鉢状である。

Ⅱ区 S X16(第 60図 )

Ⅱ区東部Jヒ半で検出した不定形の遺構である。S X14・ 15に近接する。およそ長軸2.Om,短軸

1.35m,深さ0。 35mで断面は逆台形である。

Ⅱ区 S X17

Ⅱ区東南部で検出した不定形の遺構である。 S D20に近接する。長軸1.70m′ 短軸1.10m,深

さ0。 27mで断面は二段掘状を呈する。

Ⅱ区 S X18(図版23)

Ⅱ区北東端付近で検出した溝状に延びる遺構である。幅0。 30～0.60m,深さ0.05～ 0。 15mで埋

土は暗茶～濁暗灰茶褐色粘質上である。

Ⅱ区 S X19(図版23)

Ⅱ区北東端付近で検出した,S X18と 同様の溝状に延びる遺構である。幅0。 20～ 0。 50m,深 さ

0.08～ 0。 16mで埋土は濁暗灰黄褐色粘質上である。

Ⅲ区 S X20(図版23)

Ⅱ区北東端付近で検出した,S X19と 同様の溝状に延びる遺構である。 S X18,S X19に比べ

れば検出長は短い。幅0。 24m,深 さ0.05mで埋土は暗灰褐色～暗灰黄褐色粘質上である。埋土は

S X18～ S X20ま でおおむね類似する。

Vtt SX01(第 61062図  図版24・ 25)

V区中央付近で検出した南北方向の性格不明遺構である。不定形で幅5。 40m,深さ0.14～0.20

mで浅い皿状を呈し部分的に石を多 く含む。 S X01の 中央部分に長軸4.70m,短軸1.35mで長楕

円形の集石部分を含む。この遺構はS D01003004よ り古い。
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L=20.00m

S

6茶灰色砂質土 (② よりやや粘性があり色調もやや暗
Lヽ 2

⑪茶灰色砂質土 (⑩ よりやや暗い,礫を多く合,20cDl大以下,ク サリ礫)一―地山

第61図  V tt S X01,S D03,04断 面図

l.- s oos

①茶黄灰色砂質土

②茶灰色砂質土

③淡茶灰色砂質土

(包含層扱い)

④灰色粘質土 (礫を多く合 , 15m大 以下礫,ク サリ礫)

⑤黄茶灰色砂質土

⑥茶褐灰色砂質土

⑦茶褐灰色砂質土

③灰色砂質土

⑨茶褐灰色砂質土 (⑥ よりやや淡い)

第62図  V ttS XOl,S D04断面図

S X01

S D04

S D03
集石

①茶灰色砂質土 (やや明るい,集石)

②茶褐灰色砂質土 (S D04)

③灰茶色砂質土 (S XOi)

O            im

L=20.00m JL― U・ Uu rr  P_… ¬
①

③       キ  l       ③

o            lm

りやや褐色が強い)
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(5)溝

Itt SD01(第 65図)

I区西Jヒ端近 くで検出した東から北へ屈曲する溝である。調査区西端から約 4mよ り東では後

世の削平により遺存状態が悪い。幅0。 75m,深 さ0。 13～ 0。 32mで埋土は暗茶褐色粘質上の単一層

である。ほぼ条里型地割に沿って東から北へ屈曲する。この溝は,同様の方向性を示すS D02よ

り古く,S D030040050 07よ り新しい。埋土中から土師器椀(48)が 出土した。

Itt SD02(第 65図 )

I区西北端近 くで検出された東から北へ屈曲する溝である。S D01同 様,東部では検出できな

かった。幅0.50m,深さ0.08mで断面はU字形である。ほぼ条里型地割に沿って東から北へ屈曲

し,S D01に平行する。この溝はSD010030 040 050 07よ り新しい。

49は須恵器壷。高台のつかない底部に体部が斜め上方に立ち上がる。内面にロクロロが顕著に

残る。50は S D02-04ト レンチから出上した。土師器蛤壷。内外面に指頭痕が顕著に残 り,指押

さえにより頂部を窪ませる。51は S D02-05ト レンチから出土した須恵器高杯,脚部。脚部端部

はやや上方へ屈曲させる。

Itt SD03(第63図)                          L〓 19.60m

I区西北端近 くで検出された東西方向の溝である。幅0.35五 ′深さ0.o6m
①灰褐色粘質土

浅い皿状を呈 し,埋土 は灰褐色粘質上 の単一層 である。 ほぼ条里型地
青
Jに沿  9    015m

う溝 で S D04005に 平行す る。 S D01・ 02よ り古 い。           第63図  1区 S D03

断面図
Itt SD04(第64065図)

I区西Jヒ端近 くで検出された東西方向の溝である。幅0。 94m,

深さ0。 18mで断面はやや深い皿状を呈し,埋土は灰褐色粘質土

の単一層である。ほぼ条里型地割に沿 う溝でS D03005に 平行

し,S D01002よ り古い。この溝もS D03同 様′西側約4.5m以

東は後世の削平の為検出できなかったが,S D12の東側へ延び
第64図  I ttS D04断 面図

…
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｀
・
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馴

‐

)I:"

L=19.70m

S

Itt SD01 48
1tt SD02 49

第65図

Itt SD02-04tr 50
1区  S D02-05tr 51

1区溝出土遣物

①灰褐色粘質土

S D04 52
SD05 53～ 55

m

区

区
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るS D27,14へ連結する溝が,S D04の 一部である可能性もある。但し,両者は底のレベル差が約

0.40mも あり疑間も残る。

52は須恵器高杯。杯部と脚部の接合部である。短脚のものであろう。

1区 S D05(第 65・ 66図 )

I区西ゴヒ端近 くで検出された東西方向の溝である。幅0。 75m,深 さ0.07～

0。 14mで断面は浅い皿状を呈する。ほぼ条里型地割に沿う溝でS D03004に

平行する。 S D01002よ り古い。

L=i9.40m
す       N

9繹 土

0        0.5m

第66図  I ttS D05

断面図

53は土師器椀。小破片で全体は不明だが,平 らな底部に断面台形の高台をもつ。54055は須恵

器。54は杯身。立ち上がりは短く内傾する。55は杯蓋。外面口縁端部を強くなでてわずかに屈曲

させる。

Itt SD06

1区西Jヒ端近 くで検出された南北方向の溝である。幅0。 45m,深 さ0.03～ 0。 14mで ,ほぼ条里

型地割に沿 う溝である。S D010 020 040 05よ り古い。

Itt SD07(第67068070図 図版74)

I区西端近 くで検出した南北方向の溝である。南半部分では真北方向を指すが,ゴヒヘ延びるに

したがって方向を西に振 り,北端付近では,ほぼ条里型地割に沿う方向となる。幅約0.80m,深

さ0。 18～0,46m前後で断面はおおむね逆台形である。埋土は上層・褐灰色粘質土,下層・淡灰色

粘質土であるが,遺物から時期差はほとんどないと考えられる。この溝はS D010020 08009よ

り古い。

56～ 58は土師器。56は椀。高台内には高台接合粘土による段がつく。57は甕。磨滅が著しく調

整は不明だが直線的な体部から緩 く屈曲する口縁部をもつ。58は土釜鍔。屈曲する頸部を持つも

のであろう。磨滅しているが鍔端部はもともと上方へ折れ曲がるもので,鍔の下側に指押さえ痕

が残る。59～76は須恵器。59～ 64は杯。59は 口縁部のみで垂直に近い立ち上がりである。60は底

部はヘラ切 りで体部は直線的に延び,外面に火欅をもつ。61は皿。60の杯と同じくヘラ切 りの底

部に斜めに直線的にのびる体部をもつ。62～64は高台の付く杯。62は丸みを帯びた底に外傾気味

に高台が付く。64は低い高台が底部と体部の境に付く。65～68は蓋。いずれも平らな形態で口縁

端部をわずかに折 り曲げる程度のものもある。69070は 壷。斜めに立ち上がる頸部で口縁部は大

きく開いたのち上方へ屈曲させる。外面に自然釉が付着する。71072は壷,底部。底部と体部の

境に高台がつくが,外形では高台部と底部の境は不明瞭である。72は外面はヘラ削り,内面に指

頭痕を残し,内面に自然釉が付着する。73は鉢。頸部をくの字に屈曲させ,日 縁端部を上方へ折

り曲げる。74～76は甕。75は 口縁端部外面を肥厚させる。76は斜めに立ち上がる薄い器壁で口縁

端部を外側へ屈曲させる。77～79は緑釉陶器0である。77は軟質で幅広めの輸高台をもつ。磨滅が

著しく釉はほとんど景J落 しているが,底部まで施釉されており全面施釉であろう。78079は硬
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質。いずれも回転ナデの後横

方向のヘラ磨きを施す。78は

輪花椀。79は 口縁端部内面に

沈線を持つ。緑釉陶器はいず

れも京都産で,なかでも780

79は洛西産の可能性が高い。80は壷の底部。他の緑釉陶器に比

べ,胎上のきめが細かく,二彩の可能性がある。出土遺物は 8

世紀代から9世紀後半の上器を含む。

Itt SD08(第69071図 )

I区西部で検出された南北方向の溝である。中世包含層を除

去したのち検出された。幅は南側で0。 36m,北側で0。 90m,深

さ約0。 10m,断面は浅い皿状で,埋土は褐灰色粘質上の単一層である。他の溝と同様 ,南半では

ほぼ真北方向を指すが,北 1/3ほ どで一度流路方向を西へ屈曲させたのち′再び北へ屈曲させ

条里型地割に沿って北に延びる。この溝は,西へ屈曲するのとほぼ同地点までS D16と 並行し,

S D16は この地点で流路を東へ変える。この溝はS D16と 組む区画のための溝とも考えられる。

81・ 82は土師器。81は杯。底部はヘラ切 りし体部は斜め上方に直線的に立つ。いわゆる回転台

土師器。081は三足付土釜の口縁部。内傾気味の口縁の下に短い鍔が下傾気味につく。83～ 85は須

恵器。83は杯。ヘラ切 りの底部に斜めに直線的に立ち上がる体部をもつ。外面に火欅がかかる。

84は低い高台が付く。85は穆の口縁部か。頸部中央付近に一条の突線が巡 り,その上下に波状文

を描 く。口縁端部は沈線をなしている。

Itt SD09(第70図 )

I区西部で検出された南北方向の溝である。北約 1/2しか検出できず′南半部分は不明であ

る。中世包含層を除去したのちに検出された。幅0。 40m′ 深さ0.05m,断面は橘鉢状で,埋土は

灰色粘質土の単一層である。S D08にはぼ平行するように北約 1/3で北方向から西方向へ屈曲

させ,さ らに北へ屈曲し,条里型地割に沿う方向になる。北端近くでS D07と 重なり,前後関係

は断面観察よりS D07が古いことが確認されている。この溝はS D08の 方向から考えて,南半部

分ではS D18ま たはS D21につながる可能性もある。

Itt SD10(第71072図 )

I区西部,北約 1/4で検出された溝である。幅0。 60m,

深さ0.15mで断面は浅いボウル状,埋土は上層 。暗灰褐

色粘質土,下層 0暗灰色粘質土である。ほぼ条里型地割

に沿い,西方向からほぼ直角に北方向へ屈曲する。この

溝は,S D09と調査区の北側約 1/5ま で並行するが ,

①暗灰褐色粘質土 (Mn・ 地山ブロックまじり)

②暗灰色粘質土 (粒子細かいFe分含)

0.5m

第68図  I ttS D07断面図

①り褐灰色粘質土

0     0.5m

-
第69図  I ttS D08断面図

L=19.40m
W E

①褐灰色粘質土 (SDOつ
②淡灰色粘質土 ( ″ )
③灰色粘質土  (S D00
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第71図  I区溝出土遺物

S D09が方向を変えるのと同地点で東へ屈曲するもので,S D080

S D16と 同様 ,S D09と 組む区画のための溝 とも考えられる。ま

た,S D07も調査区の北側約 1/4ではぼ並行しており,S D07と

組む可能性も考えられる。なお,現水路から東は後世の削平により

検出できなかった。

86087は須恵器杯。86は平らな底部に斜めに直線的な体部がつく。

ョ` 」:=41 ｀
ヒ 」 ご 、

:4

Ｄ

Ｄ

Ｓ

Ｓ

区

区

8i-85
86・ 87

N生 19・ 30m
―

S

①黄灰色粘質土 (S D09)

②暗灰色粘質土 (SD10)

性―~―十~理fm

第72図  I ttS D09,10断 面図

87は低い高台をもつ もので

ある。

1区 SDll

I区西部北側約 1/6で検出された南北方向の溝である:幅 0。 32m,深 さ0.06mで断面は浅い

ボウル状,埋土は暗灰色粘質上の単一層である。検出された範囲ではほぼ条里型地害Jに沿って南

北方向を指すが,南端の部分でやや東へ屈曲しており,他の溝と同様に東から北へ屈曲する溝と

考えられる。

Itt SD12(第73～ 79図 図版28～30074～78)

I区西部北半で検出された溝である。幅1.30～1.40m,深 さ0.50～ 0。 55mで ある。埋土は上層

0灰褐色粘質土,下層は主に暗褐色粘質土で,砂がかなり混じる。ほぼ条里型地割に沿い,東か

らほぼ直角にJヒヘ屈曲する。屈曲部分からその東側にかけて,径 10～20cm前後の石が散乱した状

態で多量に検出された。しかし現水路部分から東は後世の削平を受け,石や土器を散乱した状態

で検出したのみで,溝のラインは明確にできなった。屈曲部から北では,東側の肩がなだらかで

あるのに対し西側の肩はかなりえぐれており,屈曲する際に西肩をえぐったものと考えられる。

散乱している石と考え併せ水量はかなりあったと考えられる。S D12の 東から北への屈曲点の少

し東側でS D13と 重なり合う。平面形ではS D12の 平面形がはっきりしない場所で重複すること

もありS D12と S D13の 前後関係は不明瞭であったが,断面観察によりs D13が 新しいことが判

明している。しかしS D12と S D13は接合関係にあり時期差はほとんどないと考えられる。この

溝からは,検出長が短いにも関わらず大量の土器が出土した。

88～123は土師器。88～99は杯。88は体部下半をわずかに内彎させ,上半を外反させる。日縁端
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部を内側へ丸く肥厚させる。89～98は回転台を使用したいわゆる回転台土師器で,底部にヘラ切

り痕をもち体部は外上方に直線的に立ち上がる。形態は須恵器の杯とよく似る。99は底部にヘラ

切り痕をもつが,底部と体部の境に丸みをもつ。100～ 104は皿。100は 88と 同じく,体部下半を内

彎,体部上半を外彎させ,日縁端部を内側へ肥厚させる。101～ 103は底部はヘラ切 りで体部は直

線的に立ち上がる。104は外側へ傾 く高台が付く。105～ 111は椀。いずれも底部しか残存 しない

が,107以外は底部は丸みをもたず,体部は直線的に立ち上がり,110の高台が細めである他は ,

高台は低くやや太めである。112は高杯,脚部。外面を面取 りする。1130115は土釜または土鍋。

口頸部をくの字に屈曲させ,日 縁端部を上方へ引き上げる。いずれも口縁内面は横方向のハケ
,

外面体部は縦方向のハヶを施す。117～ 119は土釜の鍔。1160117は 口縁部をくの字に屈曲する形

態のもの。118は断面長方形の鍔で口縁はそのまま立ち上がるものであろう。1200121は真蛤壷。

120は砲弾型の底部で内外面に指頭痕を顕著に残す。胎土は粗い。121は 口縁は短 く外反する。122

0123は飯蛤壷。122は 内面奥壁を平滑に仕上げ,頂部は窪ませない。124～ 222は須恵器。124は杯

身。立ち上がりは内傾し,短 く立ち上がる。125～ 155は杯。底部はヘラ切 りで体部は直線的に立

ち上がる。全体に灰白色で焼成はやや不良,火欅のかかるものが多い。法量は口径12～ 13cm,器

高 3～ 4 cmの ものが圧倒的に多く,口 径15cm,器高6.7cmの ものが 1点 ,日 径13.7cm′ 器高5.5cm

のものが 1点あるのみである。ロクロは判別のつくものはすべて右回りである。131の底部外面

には「井」の墨書がある。156～ 164は皿。杯と同様ヘラ切りの底部に体部は直線的に立ち上がる。

灰白色に近 く,焼成はやや不良ではぼ全面に火欅をもつ。157の底部外面に「大」,159の 底部外面

に「井」の墨書土器がある。165～ 183は高台の付く杯。172が高台がやや高めで内側に接地しする

他は高台は全体に低く直立する。184～ 186は椀。体部はやや丸みをもちながら立ち上がり,日縁

端部を外側へ鋭 く屈曲させる。全般に色調は灰白色で焼成は悪 く,火欅がかかるものが多い。

187～ 199は蓋。187が笠型の形態を示す他はほぼ平らな形態で,頂部から口縁部にかけての屈曲

は緩やかである。頂部付近はヘラ削りするものとしないものがある。200は高杯。200は短脚のも

のであろう。202は器種不明。ヘラ切りの底部から体部をほぼ垂直に立ち上げ口縁端部はほぼ直

角に外反させる。203は鉢。外上方に直線的に立ち上げ,日縁端部は丸く収める。ロクロロを顕著

に残す。204～211は壷。204はは直立気味の口頸部で口頸部外面にヘラ記号がある。205は丸みを

持つ底部に高台が付く。小型壷の底部。206は高台の付く底部から体部が斜めに取 りつ く。広口壷

の底部であろう。205020602080209は 丸みをもつ体部が取 りつく長頸壷の底部であろう。209

はあまり肩の張らない体部にラッパ状の口縁が付くと思われる。212～ 214は底径が大きい。212

は体部に回転ナデの下に格子叩き痕を残す。215～222は甕。218は 口縁端部付近を月巴厚させる。

219は残存部分で口縁部二個所が屈曲しており,日 縁部を多角形にしている可能性がある。221～

222は底部は平らなもので外面に平行叩き,内面には指頭痕を残す。223～ 230は黒色土器A椀。全

体に磨滅が著しく調整は不明の点が多いが,内面底部は概ね一方向または二方向のヘラ磨きで体
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sD l2 <-1--+
現用水路

L〓 19.20m
E一―

①褐灰色砂質土

②灰褐色粘質土 (上方に地山ブロック
③茶灰色砂

④暗灰色砂質土 (地山ブロック含)

⑤灰褐色砂

⑥暗褐色砂

⑦暗褐色粘質土

③暗灰色砂質土 (中粒砂を多く合)

⑨暗灰色砂質土

⑩灰色砂

①茶灰色砂礫
⑫暗灰色砂

⑬明褐灰色砂質土    ――――_S D28

蛛錮
Q鴫→ヨ珈

SD12

第74図  I tts D12,13,28,SXll断 面図

排
水
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レ
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L=19.20m
C―
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部は横方向の分割磨き認められる。底部は丸みをもち椀型の器形である。231は緑釉陶器椀。ほぼ

完形。削り出しの円盤状高台で全面にヘラ磨きを施し,底部外面にヘラ記号がある。全面施釉で

ある。京都 0洛西産。この溝は6世紀末頃以降の上器を含むものの緑釉陶器と同時期 と考えられ

る9世紀後半の土器を多量に含むもので溝もこの時期と考えられる。出土遺物の時期幅はやや広

く,良好な一括資料とはなりえないが,9世紀後半の上器様相を知る手がかりとはなりえよう。ま

た墨書土器が 3点 ,完形の緑釉陶器が出土したことも注目される。この溝の土器は後出のS D13

とほぼ同時期の上器を多く出上した。接合するものも多いが,S D13よ りは磨滅の度合いは低

い。

Itt SD13(第74,80～ 91図 図版26～ 28・ 30～ 33080～88)

I区西部で検出された南北方向の溝である。幅約 1～ 4m′ 深さ0.56～ 0。 60mの大規模な溝で

ある。中世包含層を除去したのちに検出した。現南北水路の北東側では後世削平のため遺存状態

は悪いが,その他の部分では大きく三層に分けて掘削した。他の溝と同様南半部分ではほぼ真北

方向を指すが,北へ延びるにつれて方向を西へ振 り,現南北水路と交差する付近からはぼ条里型

地割に沿 う方向になる。この溝はS D21022よ り新しく,S D16・ 20028よ り古い。断面観察で

はS D12よ り新しいが,S D12と S D13は接合関係があり,ほぼ同時期に機能していたことが判

る。この溝は南半部分ではS D07・ 08014～ 19021022と 並行し,北半部分ではS D27・ 28と 並

行する。この溝の方向性は,備前焼,甕を埋土中に含み中世包含層の上部から切 り込むS D19ま

で踏襲されると考えられる。水路が現在の方向へ変わるまでこの方向の水路が次々に付け替えら

れたと考えられる。

S D13は大きく三層に分けて掘削したので遺物の記述もそれに従って行なう。232～279は 3層

出土土器である。232～239は土師器。232は杯,口 縁部。233は椀。体部と底部の境に低い高台が

つく。235は土釜の鍔。鍔は断面方形の短いもので,口 縁は短くまっすぐまたはやや内傾気味に立

ち上がるであろう。いわゆる摂津型のもの。239は甕,把手。全面に指頭痕を残す。2360237は

竃。いずれも鍔の部分。上端近くに鍔を斜め上方に取 り付け,内外面にハケロを施す。239は飯蛤

壷。内外面に指頭痕を残し,頂部を窪ませる。240～277は須恵器。240～246は杯。ヘラ切 りの平

らな底部に斜めに体部が立ち上がり,火欅のかかるものが多い。241は他のものより垂直に近い

角度で立ち上がり,246は底部からやや内彎しながら立ち上がる。247～248は皿。杯と同じくヘラ

切 りの底部に体部は斜め上方に立ち上がり,火欅がかかる。249～255は高台の付く杯。250が丸み

をもつ底部にやや高めの高台がつく他は,やや外傾する低い高台が取 りつく。256は杯蓋。257～

261は蓋。いずれも平らな形態で頂部はヘラ削りを施す。261は 口縁部付近を大きく二段に屈曲さ

せる。262は鉢。鉄鉢型のもので回縁部は大きく内傾する。263は台付椀。やや深目の器形で体部に沈

線を一条入れる。264は壷。緩く丸みをもつ体部で内外面ともに粘土紐の痕跡が残る。ラッパ状に

開く口頸部がとりつく。265～266は壷,頸部。265は体部との接合部付近に工具の圧痕が残る。
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266は体部に丸 く穿孔し頸部を接合した様子が観察される。いずれも長頸壷になるもの。267～

269は壷′底部。268,269は外方へ踏張る高台を持つ。268は丸みのある体部を持つ長頸壷,269は

短頸壷であろう。270～273は甕。270は 口頸部外面に沈線を持つ。277は薄めの器壁で口縁端部を

外方へ引き伸ばす。274は肩部に把手が退化したような平らで円形のものが肩部につ く。278は緑

釉陶器。硬質で内外面ともヘラ磨きを施し,削 り出しの輪高台である。内面に陰刻花文をもち ,

重ね焼き痕を残す。陰刻花文の特徴から京都・洛西産と考えられる。278は灰釉陶器皿。高台は内

彎気味で体部は丸みを持ち,口 縁端部を外反させる。内面に重ね焼き痕を残す。内外面に釉を掛

ける。猿投産。

280～452は 2層出土土器である。280～338は土師器。280～316は杯。280は体部下半を内彎気味

に,上半はやや外彎気味に立ち上げる。274～311いずれも底部をヘラ切 りし,斜めに直線的に立

ち上がる体部をもつ。法量は口径12cm前後,器高3.5cm前後と口径13.5cm前後,器高4.5cm前後に

分けられる。須恵器杯と形態を同じくする,いわゆる回転台土師器である。312～316は底部から

一度垂直に立ち上がり体部へ続く。いわゆる円盤状高台,椀。317～321は椀。317～319は断面方

形の高台を持ち318は底部と体部に境をもつが,320～ 321は底部に丸みをもつ椀型の器形である。

322は土鍋。口頸部はくの字状に屈曲し,日 縁端部は上方に立ち上がる。口縁内部に横方向のハケ

目,体部外面に縦方向のハケロをもつ。323～325,330は土釜または土鍋,日 縁部。322と 同様の

特徴をもつ。327～329は土釜′鍔。口頸部をくの字に屈曲させ,鍔の先端はやや上向きにする。

326は甕,把手。全面に指頭痕を残す。331～333は竃。333は焚口より上の鍔のつく部分である。

外面および鍔の部分に縦及び斜め方向のハケロを施す。332～333は上端部の小破片である。とも

に外面に縦方向の刷毛目を施す。334は真蛤壷。胎上に砂粒を多く含み器壁が厚い。外面は縦方向

のハケロ,内面には指頭痕が残る。335～336は飯蛤壷。ともに内外面に指頭痕を残し,内面奥壁

は平滑に仕上げる。335は釣手部分から体部にかけて頂部を窪ませず丸みを持ち,336は窪ませる

ものである。337～432は須恵器。337～338は杯身。ともに立ち上がりは短く内傾する。339～359

はヘラ切 りの底部と直線的に立ち上がる体部をもつ。色調は灰白色で焼成はやや不良のものが多

い。火欅がかかるものが日立つ。法量は口径13cm前後′器高3.5cm前後と口径14cm前後,器高 4 cm

前後のものに分けられる。354は体部にやや丸みをもち,口 縁部を外反させる。360は 円盤状高

台,椀。361は底部は回転糸切 りである。362～367は皿。杯と同様ベラ切りの底部に口縁部を直線

的に外上方に立ち上げる。色調,焼成も杯と似る。368～388は高台の付く杯。371,372がやや高

めで外側へ踏張る高台を持つ他は,直立した低い高台がつく。388は細い高台が直立 して底部と

口縁部の境につく。390は椀。口縁部に指頭痕を残し口縁端部をわずかに外反させる。390～391は

杯蓋。ともに天丼部から口縁部にかけてあまり稜をもたず,国 縁端部は丸く収める。392～398は

蓋。つまみは円柱状(392),扁平(393),宝珠(394)が ある。395は頂部と縁部の境に稜をもつ。

399は高杯,杯部。400は器種不明。口縁端部に沈線をもち体部下半はヘラ削りを施す。盤か。
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401は捏鉢。体部は内彎気味に立ち上げながら,体部と口縁部の境を屈曲させ,口 縁部をやや内傾

させる。焼成はやや不良で内面に指頭痕が残る。西村産である。403は穆。体部に沈線をもち体部

下半はヘラ削りである。頸部内面に絞 り目をもつ。404は平瓶。口縁部を欠損するがほぼ完形。把

手部分が景J離する。頂部中央付近に成形時の円孔を円形の粘上で補填し,別に口縁部分を穴を開

ける様子が観察できる。402,405～ 415は壷。402は体部は長胴型で,ラ ッパ状に開く口縁をもつ

ものであろう。405は短く直立する口縁を持つ薬壷型。406～408は ラッパ状に開く口縁を持つも

の。日縁端部を外反させるもの(406,407),上方へ折 り曲げるもの(408)が ある。409は長頸壷の

頸部から月同部。頸部と胴部の接合部が観察できる。410～414は高台の付く壷の底部。415は 402と

同形態のものであろう。416～431は甕。416は 口縁部に波状文を施し,口縁端部の内側には沈線を

もつ。417は 口縁部を外側に折 り曲げて肥厚させ,頸部外面には波状文を描く。418は 口縁端部を

外方へ折 り曲げ,その直下に突線と波状文を持つ。426～430はやや薄めの器壁に口縁端部を断面

三角形状に外側へ折 り曲げ,体部外面に格子叩きをもつ。433～440黒色土器A椀。磨滅が著しく

調整は不明な点が多いが内面にヘラ磨きをもち,器形は椀型である。441～449は緑釉陶器。441～

446は軟質。441は椀の口縁部で丸みを以て立ち上がり口縁端部はやや外反する。442は 口縁部内

面に沈線をもつ。441～443は蛇の日高台,444は輪高台でいずれも削り出し高台である。いずれも

釉はほとんど景J落するが底部に施釉されており全面施釉であったと考えられる。447～448は硬質。

447削 り出しの輪高台で内面に重ね焼き痕をもつ。448は底部は回転糸切りで底部は施釉しない。

449は輪花皿。口縁部を緩く外反させる。五個所に外面からくぼませて輪花にする。緑釉陶器はい

ずれも京都産で,なかでも442～449は 口縁端部内面の特徴から洛西産の可能性が高い。450は灰

釉陶器皿。口縁部を外反させる。451～452は瓦器椀。451は 口縁端部を強く撫で,内面に横方向の

ヘラ磨き,外面に指頭痕を残す。452は断面方形の低い高台をもつ。

453～490は 1層の遺物である。453～458は土師器。453～455は杯。453,454は 回転台土師器で

ヘラ切 りの底部に体部が直線的に延びる。455は 口縁部と底部の境に丸みをもつ。456,457は土

釜。456は 口頸部がくの字に屈曲するもの。457は鍔の上に口縁部が短 く直立するものである。458

は竃の鍔か。459～484は須恵器。459,460は杯身。立ち上がりは短 く内傾する。461～466は杯。ヘ

ラ切 りの平らな底部をもつ。467～474は高台の付く杯。いずれも底部と体部の境付近に低い高台

がつく。475は蓋。扁平な形態で,頂部はヘラ削りを施す。476～ 477は高杯。476は杯部と脚部の

接合部である。478～480壷。478は 口縁部にカキロのち波状文を描き,沈線を巡らす。480は底部。

平らな底部で,外面下半にはヘラ削りを施す。481～484は甕。481は 口縁端部を外側へ折 り曲げて

肥厚させる。482は頸部に波状文をもつ。485～489は緑釉陶器。485～ 487は軟質。485は皿の口縁

部で口縁端部をわずかに外反させる。486は蛇の日高台,487は輪高台でともに削り出し高台であ

る。ともに釉はほとんど粂J落する。488～489は硬質。489は輪花椀である。外側から窪ませる。全

て京都産である。490は瓦器椀。口縁部上半をなでによりやや外反させ,外面に指頭痕を顕著に残
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す。

491～555は トレンチなど層位ごとに取 り上げられなかった出土遺物である。491～ 506は 土師

器。491～495は杯。底部をヘラ切 りし体部は斜めに直線的に延びる。回転台土師器。496,497は

平らな底部で底部から体部が鋭 く屈曲する。円盤状高台をもつ。498,499は椀。498は杯の器形に

高台を付けるもので,499は椀型の器形を示す。500,501は高台の付 く皿。502は甕。503,504は土

釜。体部に鍔をつけ,口 頸部がくの字に屈曲するもの(503)と 短い鍔の上に短い口縁部がつ くも

の(504)が ある。505は竃,口 縁部。日縁は内傾し,日縁端部に沈線をもつ。外面に斜め方向のハ

ケロを残す。506は甑,底部。外面に縦方向のハケロ,内面に指頭痕を残す。507～548は須恵器。

507,508は杯身。立ち上がり浅 く内傾する。509～516は杯。底部をヘラ切 りし,体部は斜め上方

または垂直に近 く直線的に立ち上げる。火欅がかかるものが多い。515,516はやや器形は浅めで

516は体部に粘土紐の継目が観察できる。517は皿。内面口縁端部をわずかに窪ませる。518～524

は高台の付 く杯。高台は全般に短い。525～528は蓋。526～528はいずれも扁平な形態で頂部をヘ

ラ削りする。526は皿の蓋。529～534は高杯。529は杯部。口縁部は丸みを以て立ち上げ口縁端部

付近で外反させ端部を細 く仕上げる。530～531は内面に絞 り目をもち532は脚部半ばに沈線をも

つ。534は大型のもの。535～545は壷。535は型の張らない体部に短 く外に開く頸部がつく。535は

体部に粘土紐の継目が観察できる。544は これと同形態の壷の底部であろう。536～ 539は肩の

張った体部をもう壷で,肩部に稜を持ち,539は頸部に沈線を持つ。537,538は しっか りと外に開

く高台を持つ。541は底部外面と体部外面にヘラ記号をもつ。542～543は ラッパ状に開く口縁で ,

外側へのばすものと,上方へ折 り曲げるものがある。546は鉢。口頸部を短く外反させ,先端は丸

く収める。547～ 549に甕。549は 口縁端部外面を断面三角形に折 り曲げる。550は黒色土器A椀。

内面にヘラ磨きを施す。551～ 554は緑釉陶器。硬質。551～554は全面にヘラ磨きを施し,重ね焼

きの痕跡を残す。、高台はともに削り出しである。551は内面に陰刻花文をもつ。553は輪花皿,554

は輪花椀である。554は体部半ばに稜を持ち,外面を稜に対応する位置まで削る。全て京都産で ,

なかでも551～ 552は洛西産である。555は灰釉陶器椀。日縁端部を外反させ,内面のみに施釉す

る。

556～560は S D12と S D13が重複する部分の出土遺物である。全て須恵器。556～ 558は杯。

556～557はヘラ切 りの底部に体部を直線的に立ち上げる。明灰色で焼成はやや不良,火欅がかか

る。559は壷の頸部。頸の部分を垂直に近い外上方へ立ち上げ′口縁端部を外反させる。560は壷

の底部。外側へしっかり開く高台をもつ。

561は S D13-S D14ト レンチの出土遺物。須恵器蓋で平らなつまみで頂部を窪ませる。

562は S D13-S D27ト レンチの出土遺物。須恵器蓋で扁平な形態で頂部をヘラ削りする。

563～564は S D13-S D27-S D28ト レンチの出土遺物。563は土師器土釜。短 く厚い鍔がつ

く。564は須恵器杯。底部をヘラ切りし,斜め上方に体部を立ち上げる。

-89-



・・・

¨

     118

7

｀  J■ 0

ヽ

510

｀
｀

｀
ヽ
く
こ
ξ

ti::::::::::::|:::llilii]]il'11111′

レ
・・

、
＼   |   ガι・

514

0                   iOcm

・・
1二詈詈二詈詈詈l』詈詈詈詈詈詈二l=二

==二 =二
:::::::11:・

1‐

521

¨
ネ ・ ワ5

ヽあ

522

博 tJー
=

5%

第90図  I ttS D13出 土遺物llll

-90-



545

10cm詢
′′

54i

546

アその他(3)

第91図  I ttSD13出土遺物lla

-91-



乙

５５８

ヽ

ヽ

、

ヽ

．

．

_.」
SIII日

il″
.    561

562

ヽ

564

」  :45

○
一

｀
｀
、ヽ、…ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅡⅡ中‐====1::II― lf函面画面|||口

''′

'‐

           ｀｀`

、ヽ.暉
=====================l~~1:三

コ■||ロロ|ロロ||||||||口

`'7

区

区

区

区

区 0 l0cm
II---

一一一ｒ

3

SD13(SD12合 流部付近) 556～ 560

SD13二 1 4tr  561

SDi3-27tr  562
SD13-27-28tr  563・ 564

SD13-28tr  565～ 575

第92図  I区溝出土遣物

-92-



565～575は S D13-S D28ト レンチの出土遺物。565～567は土師器。565は杯でヘラ切 りの底

部に直線的な体部をもつ。回転台土師器。566は三足付土釜の脚部。567は竃。焚き国の左上の部

分で鍔が外向き気味につく。鍔の内外面にハケロを施す。568～575は須恵器。568は杯身。立ち上

がりは浅く外傾する。569は杯。570は皿。どちらもヘラ切 りの平らな底部に直線的な体部が付く。

571は高台の付 く杯。体部と底部の境に外向きに短い高台が取 りつく。572～575は壷。575は体部

中央付近の最大径の部分に稜をもつ。574は平らな底部で体部にヘラ削りを施す。

S D13か らは 7世紀初頭の須恵器杯身から13世紀代の瓦器椀まで出上しており,時期幅がかな

り広い。また,層位ごとに時期がまとまる傾向も認められない。出土遺物も全般に磨滅するもの

が多く良好な一括資料とはいいがたい。しかし全般的な傾向としては 9世紀後半の遺物が最も多

く (58。 1%), 8世紀前半～中葉のものがこれに続 く (27.9%)。 その他の時期のものは極めて少

なく7世紀初頭のものは8.6%,11世紀代の円盤状高台や糸切 り底をもつ土師器椀 ,須恵器捏鉢

は4。 1%,13世紀代の瓦器椀は222点中 2点で1.4%に とどまる。また各層とも出土遺物に時期幅

があるが,と くに三層中最も出土遺物が多かった 2層では 9世紀後半の遺物が集中し,最下層の

3層で 8世紀の遺物が多 く出上したのを除けば,全般的に9世紀後半の遺物が多 く出土する。

よって当該期の厳密な意味での資料にはなりにくいが,大 まかな傾向を読み取ることはできよ

う。

Itt SD14(第 93図 図版33088)

I区西部南半で検出された南北方向の溝である。幅約0。 34m,深 さ約0.14mで埋土は明灰色粘

質上の単二層である。S D13の 東側に沿ってほぼ真北方向を指し,途中でS D15と 分岐する。こ

の溝は,現水路およびS D130 15付 近から北では検出できなかった。

576～580は土師器。576は小皿。底部はヘラ切 りし体部は外上方に立ち上げ′口縁端部は丸みを

もつ。577は土釜,鍔。578～580は須恵器。578は杯。底部をヘラ切 りし,体部は外上方に直線的に

立ち上げる。579は高杯 ,脚部。端部は内側へ強く屈曲させる。580は壺,底部。高台は断面方形で

高く外上方に踏張る。内面は指押さえ痕が顕著に残る。581～585は S D14-15ト レンチ出土。

581は土師器小皿。底部はヘラ切 りで体部は外上方に開く。体部は厚め。5820583は須恵器壷,底

部。582は高台の付かない壷で,平らな底部に体部を斜め上方に立ち上げる。583は高台付で外方

に踏張る高台をもち体部外面はヘラ削りをする。584は黒色土器A椀。磨滅が著 しく内面のヘラ

磨きは不明。585は瓦器椀。

Itt SD15(第93図 図版33088)

I区を南北方向から東西方向へ屈曲する溝である。中世包含層を除去した段階で検出した。幅

約0。 70m′ 深さ約0。 20m,埋土は暗灰褐色～灰色粘質上である。 I区中央付近でS D14の下面か

ら検出した。現水路部分より南では他の中世包含層下の溝と同様にはぼ真北方向をま旨すが,現水

路部分付近ではぼ直角に西へ方向を変える。おそらく最終的にはS D36に 水を流していたのであ
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ろう。S D15は現水路にはぼ並行するものであり,ま たS D36も 現在の基幹水路にはぼ重なるも

ので,現在の水路はこの溝を踏襲するものと考えられる。この溝はS B04よ り新しい。

586～589は土師器。586,589は椀。薄手の器壁で体部は丸みをもち′口縁端部が丸い。589は高

台部分は細い高台が外方へ取 りつく。ともに吉備系土師質土器。587,588は小皿。ヘラ切 りの底

部で短く厚みのある体部が外上方へつく。590～593は須恵器。590は高台の付く杯。低い高台が取

りつく。591は蓋。内面に口縁端部より下側まで延びる返 りがつき,頂部には扁平なつまみをも

つ。592は高台のつく壺,底部。底部と体部の境に低く退化した高台をもち,外形では体部と底部

の境は不明瞭である。底部外面にヘラ記号をもつ。593は捏鉢。断面三角形の口縁に内面に強いな

でによるくばみをもつ。外面口縁端部には重ね焼きによる色調の違いがある。東播系。594は緑釉

陶器。硬質。椀の口縁で,外上方に立ち上がり,先端が緩 く外反する。595は瓦器椀。低 く退化し

た高台がとりつく。

Itt SD16(第 93図 図版33・ 88)

I区西部で検出された南北方向に延びる溝である。中世包含層を除去したのちに検出した。幅

0,60～ 0。 70m,深さ0。 10～ 0。 20m,埋土は褐灰色砂質土の単一層である。他の溝と同様,南半で

はほぼ真北方向を指すが,調査区北側約1/3で東へ流路を変える。この溝は南半部で並走する

S D08よ り新しく,ま た北半部ではS D13よ り新しい。この溝は北1/3ま でS D08と 並行する

が,S D08が方向を変えるのとはぼ同地点で東へ方向を変えており,こ のS D08と 組む区画のた

めの溝とも考えられる。

596～598は須恵器。596は蓋。扁平な形態で頂部と口縁部の境は屈曲する。597は高杯。杯部と

脚部の境部分である。短い脚部を持つものである。598は壷′口縁部。細長い頸部で口縁端部を外

側へ延ばし断面を三角形にする。599は緑釉陶器。硬質。内外面にヘラ磨きを施し底部は削り出し

で蛇の目または切 り高台にする。600は灰釉陶器壷。口縁端部を外側へ屈曲させる。内面にのみ釉

がかかる。601は瓦器椀。断面台形の低い高台がつく。

Itt SD17(図版33)

I区西部南半で検出された南北方向の溝である。南約 1/2しか検出できず,北半は不明であ

る。中世包含層を除去した段階で検出した。幅0。 22m,深 さ0.04mで 断面は浅い皿状を呈す。埋

土は暗褐灰色砂質上の単一層である。検出された南半では他の中世包含層下の溝と同様ほぼ真北

方向を指す。

Itt SD18(第 93図 図版33)

I区西部で検出された南北方向の溝である。南約 1/2しか検出できず ,北半は不明である。中

世包含層を除去 したのちに検出した。幅0.65m,深さ0。 20mで,埋土は暗褐灰色砂質上の単一層

である。検出した南半では他の中世包含層下の溝と同様ほぼ真北方向を指す。

602～604は土師器。602は高台の付 く杯。低い高台がつ く。須恵器の焼成不良のものである可能
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性もある。603は椀。断面三角形の高台がつく。604は飯蛤壷。内外面に指頭痕を残す。605～606

は須恵器。605は高台の付く杯。低く直立する高台が付く。606は甕,日 縁部。口頸部は緩やかに

外反し,端部は上方へ屈曲させる外面口縁端部付近に断面三角形の一条の突線をもつ。607は瓦

器椀。内面に横方向のヘラ磨きを施し外面は指頭痕を残す。

Itt SDi9(第 94図 図版33)

I区西部で検出された南北方向の溝である。中世包含層の面で検出した。幅0.20m,深 さ0。 07

mで埋土は灰色砂質上の単一層である。中世包含層下の溝と同様にはぼ真北方向を指し,S D16

とほぼ同じ地点で東へ屈曲する。屈曲した後二股に分かれ,現水路が屈曲する地点から東では検

出できなかった。中世包含層下の満の方向性はこの溝まで継続すると考えられる。

608～611は土師器土釜。608,609は 口縁部で,短い鍔に立ち上がりの短い口縁がつ く。610～

611は脚部。612～614は須恵器。612は高台の付く杯。低 く直立する高台をもつ。613～614は甕の

口縁部。615～616は備前焼。615は甕,口縁部。口縁端部しか遺存しないが端部を外側へ折 り曲げ

て肥厚させる。616は括鉢。外面口縁端部に重ね焼きの熔着痕をもつ。

Itt SD20(図版33)

I区西部北半で検出された溝である。幅0。 20m′ 深さ0.06mで ,埋土は明褐灰色粘質上の単一

層である。条里型地割の方向に沿う東西方向からS D13の 上面ではぼ直角に北へ方向を変える。

遺存状態が悪く断続的にしか検出できなかった。S D13よ りは新しいが,他の満との前後関係は

不明である。

Itt SD21(第 94図 図版33088)

I区西部で検出された南北方向の溝である。 S D18同 様南半の約 1/2しか検出できず ,北半

部分は不明である。中世包含層を除去したのちに検出した。幅0。 25m,深 さ0。 14mで埋土は暗褐

灰色砂質上の単一層である。他の中世包含層下の溝と同様 ,検出した南半部ではほぼ真北方向を

指す。

617は土師器小皿。ヘラ切 りの底部で外上方に立ち上げ,日縁端部の先端を丸 く仕上げる。618

は須恵器壷。平 らな底部で,斜め上方に体部が立ち上がる。

Itt SD22(第94図 図版33088)

I区西部南半で検出された南北方向の溝である。中世包含層を除去 した段階で検出した。幅

0。 90m,深 さ0.22～ 0。 36mで埋土は暗茶灰色粘質上の単一層である。ほぼ真北方向を指すが,北

半部分では,S D13と の差を判別することはできなかった。この溝はS D13・ 14よ り古い。

619～620は土師器。619は杯。底部をヘラ切 りし体部を外上方にたちあげる。底径はやや大 き

め。620はおそらく土錘であろう。外面に指頭痕を残し,く びれ部分で割れている。621～622は須

恵器。621は杯。口縁部で外上方に立ち上が り端部をやや外反させる。622は蓋。扁平なつまみを

もつ。
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中世包含層 (第95～ 102図 図版32・ 89～92)

この包含層はS D08～ 18,S D20～ 22の上面に,幅11.5m,深 さ0。 15～0.20mに わたって堆積

する。埋土はおおよそ三層に分層可能で, I・ Ⅱ層は浅く範囲も狭くいかにⅢ層は更に4層に分

けられる。遺物から I・ Ⅱ層は近世,Ⅲ 層は中世である。層位は上からI～ Ⅲ層とし,遺物は I,

Ⅱ層はまとめて取 り上げた。Ⅲ層は更に 1～ 4ま で細分し,遺物の取 り上げもそれに従った。

624～639は部分的にⅢ-4層の下に堆積していた不褐色砂質土層から出上した遺物である。

624～625は土師器。624は皿。体部下半は内彎,上半は外反し,日 縁端部は内側へわずかに肥厚す

る。625は土釜。 くの字に曲がる口頸部と,上方へ屈曲する鍔を持つ。626～ 637は須恵器。626～

628は杯。626はベラ切 りの底部をもち,627,628は短 く直立する高台を持つ。629は杯蓋。天丼部

から口縁部にかけてあまり稜を持たず ,口縁端部は丸 く収める。630～632は蓋。いずれも扁平な
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形態で頂部はヘラ削りする。633は鴎の口縁部か。大きく丸 く開く口縁で中位に一条の沈線を入

れる。634～635は壷。634は ラッパ状に開く口縁で端部は上方へ引き伸ばす。636～637は甕。638

は緑釉陶器。軟質,削 り出しの輪高台で体部と底部の高さに差がある。京都産。639は青磁。内面

に陰刻を施す。

640～665は Ⅲ-4層出土遺物である。640～645は土師器。640～641は椀。椀型の器形で短い高

台が付く。642は甕,把手。やや幅の狭い三角形のもので内外面に指頭痕をもつ。643は土釜。短

めの鍔で断面は方形に近 く,口縁の立ち上がりも短い。644は竃,日縁部。内傾気味の口縁で口縁

端部は浅い沈線をもつ。外面に指押さえのち縦 0斜め方向のハケロ,内面は指頭痕を残す。645は

土錘。中央付近がやや膨らみ気味で長軸方向に穴があく。646～662は須恵器。646は皿。底部をヽ

ラ切 りし,体部を直線的に立ち上げる。全面に火欅をもつ。647～652は高台の付く杯。高台は低

く直立または外傾する。653～654は蓋,つ まみ。擬宝珠型のもの(653)と 扁平で頂部がやや突出す

るもの(654)がある。655～656は高杯。655は杯部。656は脚部で内面に絞 り目が,杯部との接合部

には横方向の刻み目を入れる。657～658,662は 壷。657は外面体部下半にヘラ削りを施す。658は

高めの高台をもつもので底部内面の外側に強い円周方向のなでを施 し,内側を指押さえする。

662は 口縁端部は外側へ大きく屈曲し,外面に格子叩きの痕跡を残す。659～661は甕。661は直立

する口縁をもち,外面に叩きのちカキロを施す。663は緑釉陶器。内外面をベラ磨きし,高台は削

り出しの輪高台である。内面に陰刻花文をもつ。664～665は瓦器椀。664は内面に横方向のヘラ磨

きを施し,外面には指頭痕を残す。

666～700は Ⅲ-3層出土遺物である。666～670は土師器。666は円盤状高台をもつ。667～670は

土師器小皿。ヘラ切 りの底部で口縁部を斜め上方に直線的または内彎させながら立ち上がる。

671は椀。672～683は土釜。672～678は 口縁部。672は短い鍔に短 く立ち上がる口縁をもち,内面

と口縁端部,鍔端部を横方向のハケロ,外面の鍔から下側を縦方向のハケロを施す。673～678は

三足付土釜,日 縁部。短くやや下を向く鍔と内傾する口縁部をもつ。674は内面に横方向のハケロ

を施す。679～683は三足付土釜′脚部。指なで痕を残す。684～696は須恵器。684～685は杯身。立

ち上がりは短 く内傾する。686～692は高台の付く杯。高台はおおむね低く直立する。693は蓋。扁

平な形態で口縁部はほとんど屈曲させない。694～696は壷。695は 口縁端部付近が外側へ大きく

屈曲し,口縁端部を上側へ折 り曲げる。696は底部と体部の境に低い高台がつく。694は甕の口縁

部。697～698は緑釉陶器。697は硬質,椀の回縁部で外面に陰刻花文をもつ。698は硬質で削り出

し高台である。全面施釉。京都産。699は瓦器椀の底部である。70oは皇宋通費。北宋銭である。

701～715は Ⅲ層-304層 から出土したものである。701は土師器三足付土釜,脚部。指なで痕を

残す。702～711は須恵器。702～704は蓋。702は内面の返 りが口縁端部より下まで延びている。

703は擬宝珠型のつまみ,704は 円盤状のつまみをもつ。705～707は壷。705は緩やかに外反する口

頸部に口縁端部外面に断面三角形の突線をもつ。706は肩の張った形態で広く斜め上方に立ち上
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第101図  I区中世包含層出土遺物(6)

がる頸部がつく。肩部から下をヘラ削りする。707は底部。底部と体部の境に外向きに低い高台が

つく。708～711は甕。708は 口縁端部を外側へ折 り曲げて肥厚させる。709は頸部外面にヘラ記号

をもつ。712は須恵器椀。緑釉陶器と同じ形態を持ち,高台は削り出しであるが,釉は認められな
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第102図  I区中世包含層出土遺物(7)

その他 (3)790～ 798

0                   10cm

い。713は緑釉陶器。内外面にヘラ磨きを施し高台は削り出しの輪高台である。内面に重ね焼き痕

をもつ。712,713と も京都産。714は灰釉陶器。断面が三日月に近い高めの高台をもつ。猿投産。

715は石帯の一部。穿孔する部分が,個所みられる。
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716～737は Ⅲ層-102の 出土遺物である。716～728は土師器。716は杯。底部をヘラ切 りし,

体部は直線的に立ちあげる。717～719は小皿。底部をヘラ切 りし,体部は直線的に立ち上げる。

720は椀。721は土鍋,口縁部。口縁部と体部の境を緩 くに屈曲させる。722～723は土釜′口縁部。

口縁部は短 く内傾し,短 く上を向く鍔がつく。724は土鍋。内傾する口縁に退化した非常に短い鍔

がつく。鍔部分を外側へやや張 り出させ,穴をもつ部分がある。725～728は三足付土釜,脚部。

725は内面にハケロを施す。729～733は須恵器。729は高台の付く杯。短く直立する高台をつける。

730は壷。短 く外傾する高台がつく。731～733は甕。731は 口縁端部外面を肥厚させ,日縁端部に

刻み目をもつ。733は 口縁端部を外側へ拡張させる。734～737は青磁。734は内面に陰刻をもつ。

735は外面に鏑蓮弁をもつ。

738～750は I・ Ⅱ層出土遺物である。738～745は土師器。738は杯。底部はヘラ切 りし,体部は

直線的に延びる。739～741は土釜。いずれも内傾する口縁に,短い鍔をつける。741では鍔は極端

に退化している。742～743は三足付土釜,脚部。744は蛤壷。内面奥壁は平滑に仕上げ,頂部を窪

ませない。745は橋鉢。口縁端部を内傾させ,内面には横方向のハケ後招 り目を入れる。746～747

は須恵器,高台の付く杯。いずれも短 く直立する高台を持つ。748は緑釉陶器,底部。硬質で削り

出し高台,面にヘラ磨きを施す。京都産。749～750は青磁。

751～798は層位不明遺物である。751～762は土師器。751は椀。円盤状高台のもの。752は杯。

平らな底部に体部を直線的に立ち上げる。753は皿。高台が付く。754は蓋。擬宝珠つまみをもつ。

755～757は椀。758～760は土釜。758は極端に退化した鍔に内傾する口縁部をもつ。内面には板な

でを施す。759,760は三足付土釜の脚部である。761は括鉢。口縁端部上方へ引き伸ばす。762は

飯蛤壷。頂部は窪ませない。763～789は須恵器。763～766は杯。底部をヘラ切 りし,体部は直線

的に延びる。767～774は高台の付く杯。いずれも短 く直立した高台がつく。775,776は蓋。775は

扁平な形態のもので頂部はヘラ削りする。776は 口縁端部付近でS字状に曲がる。777～ 780は高

杯。777は脚部内面に絞 り目を残す。778,779は短脚のもの。780は脚部に長方形の透かしをもつ。

781は鉢。体部が内彎する鉄鉢型である。782～784は壷。782,783は ラッパ状に開く口縁である。

784は脚部に四個所の方形の透かしをもつ台付壷である。786～789は甕。790,791は 備前焼括鉢。

790は 口縁端部を平坦にし,791は 口縁端部を上方へ引き伸ばす。片口部分が残る。792～794は緑

釉陶器。792は軟質,793,794は硬質でいずれも削り出し高台である。794は底部中央を円状に削

るのみである。いずれも京都産。795は灰釉陶器。高台は端部をやや内傾させる三日月型高台であ

る。猿投産。796は青磁椀。外面に退化した鏑蓮弁をもつ。龍泉窯。797,798は堺産括鉢。ともに

外面をヘラ削りし,797は内面口縁部と招 り目部分の境に段をもつ。

Itt SD23(図 版33)

I区西部南半で検出された溝である。幅0.25m′ 深さ0,07mで ,埋土は黄灰色砂質上の単一層

である。 S D22025よ り古く,こ の二条の溝をつなぐようにして検出された。
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Itt SD24(図版33)

1区西部南半で検出された溝である。幅0。 20m,深 さ0.04mである。

ンに沿 うようにはぼ南北方向を指 し,S D22よ り古い。遺存状態が悪 く

では検出できなかった。

Itt SD25(第 103図 図版33)

I区西部南半で検出された満である。幅0.83m,深さ0。 19m,断

面は浅皿状で,埋土は上層 0暗褐灰色粘質土,下層・褐灰色砂質土

である。南北方向から途中で東へ屈曲するが,現水路より東では検

出できなかった。この溝はS D26に平行しS D26よ り新しい。         9   0・ lm

第103図  I ttS D25断面図
Itt SD26(第 104図  図版33)

I区西部南半で検出した溝である。幅0。 46m,深 さ0。 16m,断面は逆台  L〓 19.70m 
葛

形で,埋土は黄褐灰色砂質上の単一層である。ほぼS D25に平行して南北

方向から東へ屈曲し,S D25よ り古い。この溝は現水路より東では検出で   ①黄褐灰色砂質土

きなった。

Itt SD27(第 105図 )

I区東部Jヒ半で検出した南北方向の溝である。幅0.36m,深さ0.07m,断面はU字形で,埋土

は暗灰色砂混粘質上の単一層である。 S D13の西側に隣接し,ほぼ条里型地割に沿 う。現水路か

ら南では検出できず,現水路から北は後世削平を受けて南よリー段低いことから,こ の溝はSD

13の 一部である可能性もある。

Itt SD28(第940105図 )

I区東部ゴヒ半で検出した南北方向の溝である。幅0.18m,深さ0.06m,断面は浅い皿状で埋土

は褐灰色粘質上の単一層である。 S D13と ほぼ同位置で条里型地割に沿い,断面観察によればS

D13よ り新 しいが,現東西   L=18.90m

中世包含層の東側のライ

,現水路の西 3。 7mから東

①暗褐灰色砂質土

②褐灰色砂質土

0         0.5m

-
第
1哩 D26断面図

SD13

水路より南ではS D13と の

差を判別できなかった。

624は緑釉陶器。硬質。

削 り出しの輪高台で内面に

施釉する。京都産である。

Itt SD29

③暗褐灰色砂質土

④暗褐灰色砂混り粘質土

⑤暗褐灰色粘質土

⑥暗褐灰色粘質土

(⑤ より褐色が強くやや明るい

⑦暗褐灰色砂混り粘質土

(④ よりやや暗く,粘性もやや強い)

③暗灰色砂混り粘質土

385号驚[晶菅曇声
~~S D27 性_____理ゴm

第105図  I ttS D13,27,28断 面図

I区東部ゴヒ半で検出した南北方向の溝である。幅0。 14m′ 深さ0。 12m′ 埋土は暗黄褐色粘質土

の単一層である。 S B02に 隣接 し,方向もほぼ同じくするもので S B02の雨落溝の可能性 もあ

る。

Itt SD30

①暗灰色砂一一 S D28
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I区東部北半で検出した南北方向の溝である。幅0。 20m′ 深さ0。 13m,埋土は灰色粘質土の単

一層である。条里型地割より北で西にわずかに振れ,S D29に平行する。

Itt SD31(第 1060115図 図版114図)     L=18,90m

I区東部北半で検出した南北方向の溝である。幅

1.65m,深さ0。 24mで断面は皿状を呈す。埋土は上

層 0灰色粘質土,下層 0暗灰褐色粘質上で,ほぼ条

里型地割に沿う。

799は須恵器杯蓋。頂部をヘラ削りし口縁端部は強いなででわずかに外傾する。

Itt SD32

1区東部北半で検出した南北方向の溝である。幅0。 75m,深 さ0.05mで 断面は浅い皿状であ

る。埋土は明灰色シル トの単一層で基盤上の上が一部混じる。S D31に はぼ平行し条里型地割に

はぼ沿うもので,S B03よ り新しい。

Itt SD34(第 1070115図 図版92)

I区東部北半で検出した南北方向の溝である。幅0.65m,深さ0.08m,断面は浅い皿状で,埋

土は上層・褐灰色砂質土,下層・灰色粘質土である。ほぼ条里型地割に沿いぅS D35036と 隣接

し,平行する。

800は土師器蛤壷。完形で内外面に指頭痕が顕著に残 り,釣手部分は指押さえにより窪ませる。

801は須恵器杯。802は瓦器椀。低い断面台形の高台がつく。外面に指頭痕を残す。

Itt SD35(第 107図 図版33)

I区東部北半で検出した南北方向の溝である。幅0。 85m,深 さ0。 10m,断面は浅い皿状で,埋

土は上層・明褐灰色砂質土,下層 0灰色粘質上である。ほぼ条里型地割に沿い,S D34036に隣

接し,平行する。この溝はS D37よ り新しくS D38よ り古い。

Itt SD36(第 1070115図 図版33)

I区東端で検出した南北方向の溝である。溝の東側は現畔道下へ延びるため検出できなかっ

た。幅1.6～2.7m以上,深さ0.37～0.58mで 西側はなだらかに落ちる。埋土はおおむね上層 0黄

灰色砂質土,中層 0暗黄褐灰色砂質土,下層・褐灰色砂質上である。この溝は,現基幹水路とは

ぼ重なり,こ の水路の前身と考えられる。この溝は推定条里坪界線上でもある。溝の埋土中から

の出土遺物はわずかであった。

803は土師器土釜。やや内傾する口縁部に短い鍔をもつ。804～806は須恵器。804,805は蓋。

804は擬宝珠つまみがつくもの,805は扁平な形態のものである。806は高台の付く壷。807は甕で

体部は格子叩きを施す。肩部分の一箇所に把手が残る。

Itt SD37(第 107図 図版33)

I区東部中央付近で検出した溝である。幅0.65m,深さ0。 10m′ 埋土は黒灰色粘質上の単一層

①灰色粘質土 (地山が若干混入)0 0.5m
②暗灰褐色粘質土 (Mn含 )

第106図  I ttS D31断 面図
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L=19.30m

L=19.30m

S D36 S D35 S D34

① 明灰白色砂質
②-1黄灰色砂質土

②-1′ 黄灰色砂質土 (わずかにMn粒を含)

②-2黄灰色砂質土 (褐色細砂を含)

③  暗黄褐灰色砂質土

④-1褐灰色砂質土 (褐色細砂を含)

④-2褐灰色砂質土 (褐色細砂を④-1よ り多く含)

④-3褐灰色砂質土 (褐色細砂を④-2よ り多く含)

④-4褐灰色砂質土 (褐色細砂を④-3よ り多く含)

⑤灰色砂ブロック

⑥暗灰色砂質土 (Mn粒を含)

8層聾塘量移詈卸 S D38

S D36  ⑨茶褐色砂質土

⑩暗灰色砂質土 (S D35)

⑪暗灰色砂質土 (地山ブロック合,S D34)

⑫茶灰色粘質土 (S D47)

⑬黒灰色粘質土 (S D37)

0                       2m

第107図  I ttS D34,35,36,37,38,47断 面図
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である。条里型地割に沿ってほぼ東西方向を指すものと北東一南西方向を指すものが連結してお

り,溝底部のレベルからはともに東へ流れたと考えられる。この溝はS D35,41よ り古い。

Itt SD38(第 107図  図版33)

I区東部中央付近で検出した南北方向の溝である。大部分はS D36に より壊されるが,幅0.50

m以上,深さ0.07～ 0。 18m,S D36と 同様西側はなだらかに落ち,埋土は上層・黄灰褐色砂質土′

中層 0暗黄褐色砂質土,下層・茶褐色砂質上に分けられる。この溝はS D37よ り新しくS D36よ

り古い。

Itt SD39

1区東部中央付近で検出した東西方向の溝である。幅0。 2～0.5m,深 さ0。 04mで ,埋土は灰褐

色砂質上の単一層である。ほぼ真東西方向でS X07よ り新しい。

Itt SD40(第 108・ 1090115図 )

I区東部南半で検出した東西方向の溝である。幅0。 15m,深さ0.02mで 遺存状態は悪い。埋土

は暗褐色粘質上の単一層である。ほぼ真東西方向で,溝底部のレベルから西から東へ流れていた

と考えられる。S D41と 並行し部分的には重複するが,前後関係は明らかではない。出土遺物は

少なく,小片がほとんどであるが,9世紀後半の甕の小片が出上しており,その時期の遺構であ

ろう。

808は須恵器甕。日頸部外面の中位に二条の沈線をもち,口 縁端部は平坦にする。

Itt SD41(第 10901100115図 )

I区東部南半で検出した溝である。幅1.60m,深 さ0.04～0.09mで 断面形は凹凸がある。埋土

は暗灰褐色粘質上の単一層である。ほぼ真東西方向でS D40と 並行するが,調査区の南から8m付

近ではぼ直角に南へ,約 3m後ほぼ直角に西へ約3.5m後再度条里型地割に沿 う方向で南へ屈曲

し,調査区外へ延びる。溝底部のレベルは西から東へ向けて下がっている。この溝は S D42よ り

古い。出土遺物には 7世紀以降のものは含まないが,I区の溝群は 9世紀後半の溝からでも7世

紀初等の遺物が出上すること,S D40と 途中まで並行することからS D40と 同時期においた。

809は土師器甕。口頸部をくの字にし,口縁端部は平坦にする。磨滅が著しい。810～813は須恵

器。810～811は杯蓋。ともに回転ナデで頂部にヘラ切 り痕を残す。812は賂。楕円形に近い体部を

持ち最大径を体部o約 1/2に もつ。外面には二条の沈線をもつ。磨滅が著しく調整は不明であ

る。813は甕。口縁端部は内傾し,外面に叩きをもつ。

S

L=19.30m

S。30m

］一ロ
0         0.5m

第108図
~

I ttS D40断面図

①暗褐色粘質土

②暗灰褐色粘質土
0      0.5m

-

①明灰色シル ト

②灰褐色シルト (Mn含 )

0     0.5m

第109図  I ttS D40,41断 面図

①灰褐色粘質土 (Mn多い)
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Itt SD42(第 11101120115図 )

I区東部南半で検出した溝である。幅0。 40～ 0。 78m′ 深さ0.36mで ,埋

土は暗褐灰色粘質上の単一層である。ほぼ真東西方向であるが, I区の東

側約 1/4の地点ではぼ条里型地割に沿う東西方向に方向を変え,一度は

ぼ直角に北へ屈曲し,再び西へ屈曲して最終的にはS D36に流れ込むと考

えられる。北へ屈曲する部分で二股に分か

れるが,そのうち一条は途中までしか検出

できなかった。

814～817は須恵器:814,815は高杯。814

は杯部と脚部の接合部分。815は 脚部。脚

部端部は下側に屈曲する。816～817は甕。

口縁端部は内側へ屈曲させ外面に叩きを施

§l[::「|li][i::‖ III:|:]S D42 a
④灰褐色シルト

85長こ
gん

f上
部にFe・ Mnが多tう

¬飛R        m

第‖2図  I ttS D42a,b断 面 図

L=19.30m

①暗褐灰色粘質土

0       0.5m
第111図

―
IttS D42断面図

W

①暗灰褐色粘質上 (S D41に

似るが,やや色が薄い)

0         0.5m

-
第113図  Itt S D43断面図

W

す。

Itt SD43(第 113図 )

I区東部南半で検出した溝である。幅0.65～ 0。 85血 ′深さ0。 16m

で,埋土は暗灰褐色粘質上の単一層である。ほぼ条里型地割に沿う南

北方向の溝で,S D42が真東西方向から条里型地割へ方向を変える地

点でS D42と ほぼ直交し,その後ほぼ真西方向へ流路を変え,S D42

と平行する。溝底部のレベルによれば,S D42と は逆に南から西へ流

れていたと考えられる。                 L=19.0
1区 S D44(第 1140115図 図版33)          E

I区南東端で検出した溝である。幅1。 15～ 1.25m,深 さ

0。 30～ 0。 38m′ 埋土は明灰色シル トである。南北方向の溝

であるが,調査区南端から6.5mで東へ折れる。この溝の

東は推定条里坪界線にあたる。

818～821は須恵器。818は高台の付く杯。底部と体部の

境は丸みを帯び高台はやや内側へ入る。819は蓋。扁平なつまみで笠型の形態である。820,821は

甕。820は体部は叩きを施す。821は短い口縁を外側へ屈曲させる。

Itt SD45

1区北西部で検出した南北方向の溝である。幅0.65m,深さ0.26mで ある。ほぼ条里型地割に

沿う溝でSD100 12013・ 16・ 19よ り古い。

Itt SD46

1区中央付近で検出した東西方向の溝である。幅0。 25m,深 さ0。 12mである。ほぼ条里型地割

①明灰色シルト
②明灰色シルト
(① よりやや粒子が細かく,上部にFe多い)

0        0.5m

-
第114図  I ttS D44断 面図

・Mnがある)
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に沿 う方向であるが S X04か ら東では検出できなかった。 S D46は S X04と 一体のものである可

能性がある。

Itt SD47(第 107図 図版34)

I区東端で検出した南北方向の溝である。西側をS D35に よって壊されるため,規模は不明で

ある。幅0。 90m,深 さ0。 18mで埋土は茶灰色粘質土である。ほぼ条里型地割に沿 う方向で,北半

部で断続的に検出したが,南半では明瞭には検出できなかった。この溝はS D340360 48に並行

する。

Itt SD48(図版34)

I区東端南半で検出した南北方向の溝である。幅0。 50m,深 さ0。 12mである。ほぼ条里型地割

に沿 う方向で,S D34～ 36等 と方向を同じくして近接するが,北半でこれにつながる溝は不明で

ある。

Ⅱ区 S D04

Ⅱ区西部Jヒ半で検出したほぼ条里型地割に沿 う東西方向の溝である。幅0。 35m,深 さ0。 02～

0.04mで遺存状態は悪い。

Ⅱ区 S D05(第 116図 )

Ⅱ区西部中央付近で検出した溝である。幅0.50m,深 さ0。 24mではぼ条里型地割に沿 う。

S D06よ り古いが,S D06よ り南側では検出できなかった。

Ⅱ区 S D06(第 11601170120図 )

Ⅱ区西部南半で検出した溝である。幅0.56m,深さ0.35m,断面形はほぼU字型でしっか り切

り込まれた溝である。埋土は六層に分けられる。真北方向にはぼ直交 し,S D05007009・ 11よ

り新しい。

822は土師器杯。823須恵器杯。いずれもヘラ切 りの底部に外上方に開く体部をもつ。土師器は

いわゆる回転台土師器である。

Ⅱ区 S D07

①黄灰色砂質土

ｍ

］一Ｎ
ｍ〓‐８

．一
Ｓ

Ｌ

(3 oll大の暗茶色Mn粒を含)

②灰色砂質土

(やや粘性が強い,秒質土に近い)

③黄褐灰色砂質土

④黄灰色砂質土

(① より明るく,Mn粒 も少ない,地山プロック含)

⑤褐灰色砂質土

⑥黄褐灰色砂質土 (③ より黄色が強い)

⑦灰色砂質土 (地山プロック2 oll大 を含)

S D05

①灰色砂質土 ⑥

(地山の 4 oll大 のブロックを含)

②灰色砂質土

③褐灰色砂質土

④褐灰色砂質土 (③ よりやや明るい)

⑤褐灰色砂質土

(③に似るが褐色はやや弱い)

⑥灰色砂質土 (①②より明るい)

0        0.5m

-
第‖7図  I ttS D06断面図第‖6図  Ⅱ区S D05,06断面図
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Ⅱ区西部南半で検出した溝である。幅0。 45m,深 さ0.09mである。ほぼ真北方向を指す。この

溝は S D060 10よ り古 く,S D08よ り新 しい。

Ⅱ区 S D08

Ⅱ区西部南半で検出した溝である。幅1.00m′ 深さ0.03～0.07mで埋土は濁明灰褐色粘質上の

単一層である。溝の埋土と基盤土との境が不明瞭である。ほぼ真北方向を指すが,南端付近で真

北方向に直交する方向で西へ断続的に延びる溝があり,両者は前後関係が認められないこと,東

西方向の満が南北方向の溝の東では検出できないことから,両者は一体のものであると考えられ

る。 S D06007よ り世Tい。

Ⅱ区 S D09(第1180120図 図版35092)

Ⅲ区西部南半で検出した溝である。幅1.65m,深さ

0。 34mで ,埋土は四層に分けられる。ほぼ真北方向を

指 し,南端付近で真北方向に直交する方向で西へ延び

るS D10に合流する。 S D09と 10は埋上の差による前

後関係が不明確であること,S D10が S D09よ り東へ

Itt SD06 822・ 823

Ⅱ区 SD09 824～ 826

Ⅱ区 SD17 827

L〓 18.60m

E

①褐灰色砂質土

②灰色砂質土 (地山の4 oll大 程度のプロックを含)

③灰色砂質土 (② より暗い)

④暗灰色粘質土 (地山の4m大程度のブロックを含)

0        0.5m

第118図  Ⅱ区 S D09断面図
~

L=i8.70m
S

①灰色砂質土

②灰色砂質土 SD12
(地山の 5 cnl大 のプロックを含)

③灰色砂質土 (①②より明るい)一 S X13
0        0.5m

-
第119図  Ⅱ区S D10,SX13断 面図

は続かないことから同時存在である可能が高い。この溝はS D06よ り古い。

824は土師器,把手部分。把手の幅は狭 く,全体に指頭痕を残す。内面には把手の接合部分に粘

上の継ぎ目が観察できる。甕のものより幅が狭く,甑の把手であろう。825は須恵器高杯,杯部で

ある。826は有舌尖頭器。ほぼ完形で出上した。

Ⅱ区 S D10(第 119図 図版35)

Ⅱ区西部南半で検出した溝である。幅0。 70m,深

さ0。 18mで ,埋土はおおむね灰色砂質土である。真

北方向にはぼ直交する方向で,S D09と 接するが ,

S D09よ り東では検出できなかった。S D09と は埋

ユ
=22｀

 23

第120図  Ⅱ区溝出土遺物
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上の差がみられず,S D09と 同時存在する可能性が高い。

Ⅱ区 SDll(第 121図 図版35)

Ⅱ区西部南半で検出した溝である。幅0.50m,深さ0。 20mで ,埋土

は上層・黄茶灰色砂質上下層は灰色砂質土 (基盤土をブロック状に含

む)である。S D09の 東側をS D12～ 14を囲うように弧状に廻る。

Ⅱ区 S D12(第 122・ 123図 図版35)

L=18.70m

S

①黄茶灰色砂質土

②灰色砂質土

(地山の 2 cnl大のブロックを含)

9       0:5m

①灰色砂質土

(地山プロック多く含)

②茶黒色粘質土

(地山の 5 oll大 ブロック含)

SD12

Ⅱ区西部南半で検出した溝である。幅0.50m,深さ0。 12mで ,埋土 第121図 Ⅱ区SDll断面図

は上層 0灰色砂質土 (基盤土のブロック多い),下層′茶黒色粘質上で

ilLll懸喜li量
武雲翌豊

=ヌ

量
・ て3ァ2万===¬こフ====IIttI==耳

デエ

:Iな:』;i:「
j:[ ][::言

i選!ill'敬
平:メ :;チ 喜魯1灰色患①よりやや明るい)ISK05

④茶黒色粘質土一―一 S D12

真北方向である。 第122図  Ⅱ区S D12,S K05断面図        ・5m

Ⅱ区 S D13(第 123図 図版35)

Ⅲ区西部南半で検出した溝である。幅0.50m,深さ0,04mで ,

埋土は淡灰色砂質上の単一層である。ほぼ北西方向を指すが,や

や蛇行気味で溝の埋土と基盤土との差は不明瞭である。この溝は

S D060 110 12よ り古い。

Ⅱ区 S D14(図版35)

Ⅱ区西部南半で検出した溝である。幅0。 50m,深 さ0.05～ 0。 10mで ,埋土は淡灰色砂質上の単

一層である。やや蛇行気味で検出長も短 く,溝の埋土と基盤土との差は不明瞭である。

Ⅱ区 S D16

Ⅱ区中央付近やや北寄 りで検出した東西方向の溝である。幅0.55m,深 さ0.05～ 0。 15mで遺存

状態は悪い。埋土は褐灰色粘質土で部分的に上部に明茶褐色粘質上を含む。西半部分は条里型地

割に沿 うが,東半ではやや湾曲させながら大きく北へ振 り,再び条里型地割を向くと考えられ

る。

Ⅱ区 S D17(第 120図 )

Ⅱ区西半北端で検出した東西方向の溝である。幅0.35mで南端付近で北方向へ屈曲する。屈曲

する付近で S X02と 重複し,S X02よ り古い。

827は土師器 ,鍔。竃の鍔と考えられる。

③淡灰色砂質          m

第123図  Ⅱ区S D12,13断面図

L=18.60m

E ①
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①暗灰黄色粘質土 (Fe含 )

②暗灰褐色 ″ ( ″ )
③暗灰黄色粘質土 (Fe多)

④  ″    ( ″ )③ よりやや色がうすい

⑤黒褐色粘質土

⑥黄褐色粘質土

⑦暗褐灰色粘質土 (Fe含)③に似るが色やや褐色かかる

③暗灰褐色粘質土 (Fe多 )

⑨暗褐黄色粘質土 (Fe多 )

⑩明黄灰色粘質土 (Fe多 )

⑪暗褐色粘質土 (Feやや多)

⑫暗灰色粘質土 (ブ ロック)

⑬明灰色粘質土 (黄色土混)

⑭褐灰色粘質土 (Fe多 )

L〓 17.50m

①暗褐色粘質土 (Fe・ Mnを上部にやや多く含)

②明灰褐色粘質土 (Mn,Fe少 し含)

③明黄褐色粘質土 (地山)

④黄褐色粘質土 (茶色味が強く,しまりが悪い,地山)

⑤灰色砂混粘質土 (S X18)

⑥暗灰褐色砂混粘質土

⑦黒褐色砂混粘質土 (②によく似る)

第124図  Ⅱ区S D21(北半)断面図

③暗褐灰色砂混粘質土

⑨黒褐色砂混粘質土 (⑦によく似る)

⑩灰褐色粘質土

⑪明灰色粘質土 (Fe分が lmく らいのブロック状で多く含)

⑫暗褐色粘質土 (Fe分多く合)

⑬暗黄灰色砂質土 (Fe分多く含)

⑭灰色砂質土

第125図  Ⅱ区 S D21上部包含層 断面図

0                       2m

⑮暗褐色砂質土 (Fe分多い)

⑩黒色褐色粘質土

⑭灰色粘質土 。暗褐黄色粘質土混

⑬暗褐灰色粘質土

⑩暗灰褐色砂混粘質土 (Fe含)

② O④

0                       2m
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Ⅱ区 S D19(第 128図 )

Ⅱ区中央やや西寄 りで検出した南北方向の溝である。幅0。 32m′ 深さ

0。 12mで ,埋土は灰褐色粘質土 (上部にFe沈着)である。

L=i7.60m

①灰褐色粘質土

(Fo分多 く含)

②灰褐色粘質土
0        0.I

Ⅱ区 S D20(第 1270129図 図版36037)

Ⅱ区東半部で検出した南北方向の溝で

ある。幅1.20m,深さ0。 44mで ,埋土は
W

三層に分層できる。ほぼ条里型地割に沿

うが,北端付近では満の埋土と基盤土と

の差は不明瞭である。また中央付近で

S D21と S D20を二個所で接続させる小

溝を検出している。たがいに前後関係は

認められず :同時存在であったと考えら

れる。

Ⅱ区 S D21(第 124～ 127図  図版36037)

第128図  Ⅱ区 SD19断面図

Ⅱ区東半部で検出した南北方向の溝である。幅6.20m′ 深さ0.45mで やや幅の広い溝である。

埋土は八層に分層される。二個所でS D20と 連結するような小溝を検出したが,いずれも前後関

係は認められない。南から中央部ではほぼ条里型地割に沿 うが,北端部分では満の東側のライン

が方向を大きく東へ振る。

Ⅱ区 S D22

Ⅱ区東部南半で検出した溝である。幅0。 25m,深 さ0,07mで ,埋土は明灰褐色粘質上の単一層

である。南東方向からやや西へ振 りながら北西へ方向を変える。この溝はS K53よ り古い。

Ⅱ区 S D23

1区東部南半で検出した溝である。ほぼ真北方向に直交 し,幅 0。 60m,深 さ0。 10～ 0。 15m,断

面は浅い皿状である。埋土は濁明黄灰色粘質上の単一層である。この溝はS K95,S D34よ り古

い。

Vtt SD01(第 1300131図 図版38092)

V区北端から西端にかけて検出した調査区を巡る溝である。満の西側,北側のラインは検出で

きず全体の規模はは明らかではないが,現存部で幅2.25m,深さ0。 86mで ,埋土はおおむね茶灰

色礫混 じり砂質上で埋土全体に礫が混 じる。埋土中の黒色 (礫混 じり)粘質土からは 9世紀後半

の上器が出上した。この溝はS D02～05,S X01よ り新 しい。

828は土師器甕。口縁部と体部の境は鋭 く屈曲し口縁端部はわずかに上方へ立ち上がる。体部

外面は叩きのち縦方向のハケロ,内面は指頭痕が残る。829～830は須恵器。829は壷。器壁は厚
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r麒。ぁ晰

L=20.00m

②灰色礫混り砂質土 (礫は 5 oll大 以下)

③茶灰色礫混り砂質土 (④ よりやや明るい礫は少ない)

④茶灰色礫混り砂質土 (礫は10oll大 以下)

⑤黒色礫混り粘質土 (礫は10oll大 以下)

⑥灰黒色礫混り砂質土 (礫は 3 oll大 以下で少ない)

⑦茶灰色礫混り砂質土 (5 oll大 以下)

③茶灰色礫混り砂質土 (5 oll大 以下で少ない,⑦ よりやや明るい)

⑨茶灰色礫混り砂質土 (砂がちになる,3m大以下)

⑩茶灰色礫混り砂質土 (③ より明るく,礫は 3 clll以 下で極めて少ない)

⑪茶灰色礫混り砂質土 (礫は3m大以下)

⑫茶灰色礫混り砂質土 (礫は 4 oll大 以下)

⑬茶灰色礫混り砂質土 (礫は10oll大 以下)

⑭灰色砂質土

⑮黄色砂礫 (地山)

第130図  V ttS D01断面図

S D01

0         0.5m

-

①茶灰色砂質土 (S DOの
②茶灰色砂質土 (① よりやや明明るく黄色がかる,S D06)

弟1堆図
D02,06断 面図

1生~~十二55m

29

性 ― rT,十 一 一 ==rCm

第131図  V ttS D01出 土遺物

く,断面台形の短い高台がつく。830は甕。体部で外面に格子叩き,内面に指頭痕を顕著に残す。

器壁は薄 く焼成は良好である。粘上の継目が観察できる。

Vtt SD02(第 132図 )

V区東端で検出した南北方向の溝である。幅

0。 95m,深 さ0。 12mで ,埋土は茶灰色砂質土 (礫

を含む)である。この溝はS D010 030 05よ り古

く,S D06よ り新しい。

Vtt SD03(第 134図 )

L=20.00m

V区中央付近で検出した東西方向の蛇行する溝である。幅0。 56m,深さ0.08mで埋土は灰色

礫混じり砂質土である。この溝はS D01よ り古く,S D02004006よ り新しい。

£
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Vtt SD04(第 133図 図版38)

V区中央付近で検出した東西方向の溝である。幅0。 50

m,深さ0。 24mで埋土は上層 0茶褐灰色砂質土′下層・

灰色砂質土である。この溝はSD010 03よ り古 く,

S X01よ り新しい。

①茶褐灰色砂質土

(礫は 2 oll大以下)

②茶褐灰色砂質土

(礫は 8 oll大 以下,① より褐色が強い)

③灰色砂質土

(礫は 6 oll大 以下,② より暗 く粘性が強い)

0         0.5mVtt SD05(第 134図 )

V区東Jヒ端で検出した東から北

へ屈曲する溝である。幅0。 90m,

深さ0。 10mで ,埋土はS D03に似

るがS D03よ りやや暗い。この溝

はS D01に より古く,S D02006

第133図  V tt S D04断面図

より新しい。

Vtt SD06(第 132図 )

V区東端で検出した東西方向の溝である。S D02よ り東では検出できず,西側はS D03よ りや

や西側でしか検出できなかった。幅0.55m′ 深さ0。 10mで ,埋土はS D02に 似るがS D02よ りや

や明るく黄色がかる。この溝はS D02003005よ り古い。

(6) 包含層

I区 中世包含層以外の包含層 (第 135図  図版93)

831～834は S B01付近で遺構検出面を薄く覆っていた灰褐色粘質土から出土した遺物である。

831は須恵器杯身。立ち上がりは短く内傾する。833は須恵器無頸壷。口縁端部は上下に拡張さ

せ,先端部は平坦面をもつ。体部は丸みをもつ。

834～837は S D13北側付近で出土した遺物である。

835は須恵器杯。ベラ切 りの底部に外上方へ体部を直線的に立ち上げる。全面に火欅がかかる。

836は須恵器蓋。扁平な形態で頂部はヘラ削り,日縁端部は軽く折 り曲げてつくる。837は黒色土

器A椀。内面にはヘラ磨きを施す。

838～839は S D08009か らS B05～ 08付近を上面精査中に出上した遺物である。ともに須恵

器。838は酪。最大径は体部約 1/2にもち,丸みをもつ。体部中央に内側から外側へ穿孔する。

体部上半,円孔上に沈線を施す。839は甕。緩く外反する口頸部で先端部に沈線を持つ。叩きを施

したのち口頸部の上位に二条の沈線をもつ。

I区東端部から幅約 6mの範囲でS D36を 覆って厚さ約0.6mの 包含層が検出された。北側で

は大きく四層に分けて掘削したが南半部では包含層の厚さは薄く,灰褐色粘質土の単一層であっ

②

①灰色礫混り砂質土 (S D05)

②灰色礫混り

蜀 ∫ ∵ 』[‰ 1'見艦 図   m

L=i9.90m
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た。またこの部分では包含層を取 り除いた遺構検出面は凹凸が激しい。

840～847は この包含層から出上した遺物である。840は土師器土釜。短い鍔の上に内傾気味の

短い口縁がつく。841～846は須恵器。841は杯。底部をヘラ切 りし,体部は外上方へ直線的に立ち

上げる。火欅がかかる。842は高台の付く杯。843は杯蓋。口縁部外面をなでて屈曲させる。844は

扁平な形態。頂部はヘラ切 りのままで頂部から口縁部にかけてはS字状に屈曲させる。845～846

は壷。ともに低い高台が底部と体部の境につく。846は体部に格子叩きの痕跡が残る。847は黒色

土器A椀。体部は丸みをもち,高台は外側へ開く。内面には横方向のヘラ磨きを施す。

Ⅱ区 包含層の遺物 (第1360137図 図版94)

Ⅱ区中 0北部では幅16血 ,長さ50mの広い範囲で,遺構検出面の上部に厚さ約0。 1～ 0。 2mにわ

｀

    35

836

｀
｀`

833

F・

2

F

41

m

第135図  I区包含層出土遺物

励P
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第137図  Ⅱ区包含層出土遺物(2)

たって褐灰色砂質土層の包含層が堆積していた。

848～868は S B02・ S D17付近の遺構面の上部を覆っていたこの包含層から出土した遺物であ

る。848は土師器。器種不明。上面に景J離痕があり,円柱状の形態で全体を指押さえにより成形

し,長軸方向に直径 3111m程度に孔を貫通させる。脚または把手か。849～868は須恵器。849は杯

身。短 く内傾する立ち上がりを持つ。850～851は高台の付く杯。852～856は杯蓋。口縁部外面に

緩い稜をもつものが多い。857,858は返 りが付く蓋。返 りの部分が口縁端部より下まで延びる。

859は笠型の形態でつまなの中央を窪ませる。861は壷の蓋。頂部と口縁部の境は直角に近い角度

で屈曲し,屈 曲部にわずかに突線が入る。外面に自然釉がかかる。862～864は高杯。862は杯部と

脚部の接合部。863は短脚で脚端部は下方へ屈曲させる。864は 内面に絞 り目が残 り,外面中央付

近で二条の沈線が入る。865は 口縁部。やや内彎気味に立ち上がり口縁端部は平坦にする。866～

867は壷。867は高台が付く。断面長方形で外側に踏張る高台である。968は甕。口縁端部を肥厚さ

せる。

S D20の中 0南部では上部に幅約20mの範囲で厚さ0。 25mの包含層の堆積がみられた。遺物は

ほとんど出上しなかった。869は S D20の 上部を覆う包含層から出上した。上師器三足付土釜′脚

部。870は S D20付近の上面精査中に出上した。上師質土器土釜。鍔はやや下向きで,丸い体部を

持つ内外面に指頭痕が残る。

北部のS D20付近からS D21付近のやや低い部分に包含層が堆積する。 871～873は S D21南

半の上層に堆積する包含層から出上した遺物である。871は土師質土器三足付土釜の脚部。872～

873は緑釉陶器。872は椀。削り出し高台で全面に施釉し内面に重ね焼きの痕跡を残す。京都産。

873は皿。貼 り付け高台で高台内に浅い沈線をもつ。近江産。体部は内彎気味に立ち上がり口縁部

は若干外反する。874～882は S D20北半部分から出土した遺物である。874は土師器椀。876は土
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釜。内傾する口縁部に短い鍔にもつ。877は須恵器。877～878は杯。877はヘラ切 りの底部にわず

かに内彎気味に立ち上がり口縁部は外反する。879は高台の付く杯。短い断面台形の高台をもつ。

880は高杯。881～883は壷。881は体部最大径のやや上部に沈線をもつ。頸部に絞 り目を残す。883

は底部で,体部に格子叩き痕を残し下部にはヘラ削りを施す。体部はほぼ直線的に立ち上げる。

882は壷,底部。体部から底部の境に明確な稜線をもち高台は断面長方形で高く外側を向く。

V区 包含層遺物 (第 138図 図版39)

V区には全体に黄色砂礫の基盤層の上部に明茶褐色砂質上の包含層が堆積する。

884～893は この包含層の出土遺物である。884～886は土師器。884は椀。体部と底部に稜をも

ち,その境に高台を取 り付ける。885～886は甕。口縁部内面に横方向のハケロ,体部外面に縦方

向のハケロをもつ。887～890は須恵器。887～888は杯。底部をヘラ切 りし体部は外上方に直線的

に延びる。887は 口縁はほぼ垂直に立ち上がる。889は杯蓋。890は蓋。扁平な形態で頂部はヘラ切

りである。891は壷。891～892は体部と底部の境に短い退化した高台が付く。891は体部外面に格

子叩きの痕跡を残す。893は甕。口縁部は外傾し,口 縁端部内面に突線をもつ。

4

7｀

6 = 890

92

0                  10Cm

V区包含層出土遺物第138図
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第 4節 Ⅲ区 低地の遺構・遺物

Ⅲ区の概要

10Ⅱ 区の微高地の縁辺部から旧河道部分へ移る地区である。等高線図をみてもⅡ区部分まで

は等高線は東北方向へ緩やかに落ちるのに対 し,Ⅲ 区では東南方向に向けて急激に谷筋へ入る様

相をみせる。Ⅳ区の谷筋への入 り際の部分である。

Ⅲ区の中央部のほぼ S R01に重なる位置で幅12m,最深部で深さ0.5mにわたって茶褐色系粘

質土,黒褐色粘上の包含層が堆積する。黒褐色粘土は茶褐色系の粘質土層の東側を切 り込み ,ゴヒ

側部分では茶褐色粘質土層はみられなくなる。

(1)溝

Ⅲ区 S D01(第 13901400143図 図版95)

Ⅲ区西端部付近で検出した南北方向の溝である。幅1.40m,

深さ0.62mで上記の包含層はS D01ま では及ばない。中～北部

では断面がほぼ逆台形のしっか り掘 りこまれた溝であるが,南

端付近では溝のラインは不明瞭になる。埋土は最下層にわずか

に灰褐色系の砂礫層を含む他は暗灰褐色,黒褐色の粘質土,泥

上で占められる。埋土内からは弥生後期～ 6世紀の遺物が出土

している。しかし6世紀の遺物はいずれも上部の包含層と接合

することからこれ らの遣物は S R01を中心 として広がる包含層
第139図  Ⅲ区S D01(南部)断面図

が堆積する際に窪地になっていたであろうS D01の 上部にも少しは堆積していた包含層の埋土中

である可能性もある。

894～900は弥生土器。いずれも後期 葉である。894は壷,口縁部。大きく開く口縁で外面に縦

方向のハケを施したのち,日縁端部付近で横方向のハケを施す。895は壷の体部。直立した頸部に

広がる口縁部が取 りつく。896は甕′口縁部。897～899は壷または甕の底部。8970898は 外面に縦

方向のヘラ磨き;内面に縦方向のヘラ削りを施す。899は外面に縦方向のヘラ削り,内面はなでで

ある。900は鉢。内面に横方向のヘラ磨き,外面に叩きのち横方向のヘラ磨きを施す。897～898に

は胎土中に雲母を含む。901～903は須恵器。901～ 902は壷。やや肩の張った体部と直立する口縁

部をもつ。日縁端部と肩部に斜め方向の刻みをもち沈線を一条施す。902は体部半ヤゴに最大径を

もち,その部分に沈線を施す。903は甕。口縁部外面に波状文と斜め方向のヘラ描きをもち体部外

面に叩き,内面口縁部と体部の境に横方向のカキメ状の工具痕を残す。

(2)自 然河川

Ⅲ区 S R01(第 14001410143図 図版96)

Ⅲ区西部で検出した南北方向の自然河川である。S D01同 様北～中部では幅5。 20m′ 深さ1.2

①明黒褐色粘土層

②明黒褐色粘質土層

③暗灰褐色粘質土層

④明黒褐色粘質土層 (多少細砂を含)

⑤暗灰褐色粘質土層 (  ″   )
⑥暗茶褐色粘質土層

⑦明灰褐色砂礫層
0           1m
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L〓 17.70m

①濁明黒褐色粘質土 (2 oll大 の河石を若干含)

②濁明灰褐色粘質土

③濁暗灰黄褐色rgl層

④濁明黒褐色粘質土 (基本的に①と同じであるが,若干黄色っぼい)

⑤濁暗灰黄褐色砂礫層

⑥暗黒褐色粘質土

⑦濁暗灰褐色粘質土

③濁暗茶褐色粘質土

⑨濁暗茶褐色粘質土

⑩濁暗灰褐色粘質土 (細砂含)

⑪暗黒褐色泥層

⑫濁明黄褐色砂質層

⑬濁暗灰褐色粘質土 (1～ 2111111大 の砂つぶ含)

⑭濁暗茶黄褐色粘質土 (1～ 2 1nlll大 の砂粒含)

第149図  Ⅲ区 S D01。 S R01(北部)断面図

/

⑮濁暗灰褐色粘土層

⑮濁暗茶褐色泥層
⑫  ″    (l clll大 の小石含)

⑬濁暗灰褐色粘質土 (2 all大 の小石含)

⑩濁暗灰茶褐色泥層

④濁暗灰褐色粘質土 (ブ ロック状に灰白色粘土を含)

④濁暗灰褐色砂礫層

①明茶褐色粘質土層

②暗茶褐色粘質土層

③明茶黄褐色粘質土層 (1～ 3 clll大 の河原石を若干含)

④暗黄茶褐色粘質土層

⑤暗黄茶褐色粘質土層 (細砂を含)

⑥暗灰褐色粘質土層

⑦明灰褐色砂質土層 (ぬか石を多量に含)

③暗灰褐色砂質土層 (多少ぬか石を含)

⑨明灰褐色砂質土層 (⑦に比べて多少ぬか石が少ない)

⑩明茶褐色粘質土層 (1～ 2 oll大 のぬか石を含)

⑪暗茶褐色粘質土層 (② と同じ)

⑫暗黄灰褐色砂質土層

⑬暗灰褐色粘質土層 (3～ 5 oll大 の河原石を含)

⑭明灰褐色砂礫土層 (2～ 4 oll大 の河原石を含)

⑮明黄灰色砂質土層

⑩暗灰褐色粘質土層 (3～ 5 oll大 の河原石を若干合,木皮を若干含)

⑭明灰色細砂層

⑬明灰色砂層

⑩明黄灰褐色砂礫層 (4～ 6 oll大 の河原石を含)

④明灰色砂礫層 (1～ 2 clllの 河原小石を含′若干木根等を含)

②明灰色砂礫層 (若干10oll大 の河原石を含)

②暗茶褐色砂質土層

〇暗灰色粘質土層 0            1m

o                       2m

第141図  Ⅲ区S R01(南部)断面図
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mと 規模の大きいものだが,南部では幅 2m,深さは lmと規模が小さくなる。S R02と 接する

部分から南では検出することができず,前後関係も明らかにすることができなかったが,出土遺

物からはS R01が先行する可能性が高い。埋土中からは弥生時代後期の土器が出土する。

904～905は弥生土器。904は壷の底部。905は壺の底部。ともに摩滅が著しい。906～908は須

恵器。906は高杯,脚部。907～908は甕。907は体部外面に叩きのちカキメを施す。

Ⅲ区 S R02(第 1430145図 )

Ⅲ区中央部で検出した南北方向の自然河川である。茶褐色系の粘質土を除去 したのち検出し

た。おおむね幅4。 9～7.2m,深さ0.5mで広 く浅い。S R02の 周囲に数条の溝状遺構がみられる

が,これらも埋土等からS R02の 一部である可能性が高い。これらはS R02の 底部の凹凸によっ

て周囲が溝状に残ったのであろう。埋土はおおむね 1.黒褐色粘± 2。 黄褐色粘質± 3。 暗

灰色粘質± 4。 暗灰色砂礫に分けられる。南側では幅も広 く深いが,北へ行くほど平面形は不

明瞭となる。南壁の断面観察によれば 3・ 4が堆積した後,2で しばらく安定した後に 1が流れ

たようである。

909は土師器皿。高台が付き,体部下半をヘラ削りで仕上げる。内面口縁端部には沈線をもつ。

910～922は須恵器。910は杯,日 縁部。ほぼ垂直に立ち上がるもの。911は杯′底部。912は皿。ヘ

ラ切 りした底部にやや曲線をもたせながら体部が

立ち上がる。内面口縁端部は丸みをもつ。913～

917は高台の付 く杯。いずれも底部 と体部の境に

退化した高台をもつ。920は高杯 ,脚部。921は

壷′口縁部。自然釉が付着する。922は幅の広い直

立 した口縁をもつ。

Ⅲ区 S R03(第 1440145図 )

10

'\ i :-, ell

≧ 三 二 当 920

14   17

L=17.00m
S Ⅳ

①濁明灰黄褐色細砂層

②明灰褐色砂質層 (5～ 7 oll大 の石を含)

③明灰褐色砂質層 (l llllll弱 の小石を含)

④濁明灰褐色砂礫層 (ぬか石若干含)

⑤暗灰褐色砂質層 (5 oll大 の石を含)

弟144図  Ⅲ区 S R03断面図 |=,TT+_十 二』

・~918

919

嘔 s 4   % Ⅲ区 もR“
"3～

25    m
第145図  Ⅲ区自然河川出土遺物
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0           1m

Ⅲ区北東部で検出した東西方向の自然河川である。三条に分かれているが本来は一条のもので

中央部分が浅いため二条に分かれたものであろう。幅約10m,深さ0。 2～ 0。 4mである。この自然

河川は,等高線図によれば北西から南東方向に地形が落ちており,出土遺物にも矛盾がないこと

から,S R01と 同一の流路で,Ⅳ 区へ流れる可能性が高い。

923～925は須恵器。924は杯′底部。底部をヘラ切 りし,体部は直線的にあげるものであろう。

925は蓋。日縁端部をわずかに折 り曲げる。

Ⅲ区 S R04(第 146図 )

Ⅲ区東端で検出した自然河り||である。東側のラインは調査区外へ延びたため検出できなかっ

た。幅5。 4m以上,深さ約0。 3mである。埋土はほぼ黄褐色～黄灰色の砂質土または砂礫で占めら

れる。

(3)包含層 (第 1420147図 図版96)

Ⅲ区はS R02を中心として幅12mの範囲で厚さ0.5mの包含層が堆積する。土層図によれば茶

褐色粘質土層の東側を黒褐色粘土層が切 り込み′北側部分では黒褐色粘土が広がっているが,掘

削は一括して行なった。

926～955は S R02の上部の包含層の出土遺物である。926～ 928は土師器。926・ 927は杯。927は

底部をヘラ切 りし,体部を外上方に直線的に立ち上げる。内面に煤が付着する。928は飯蛤壷。指

押さえにより頂部を窪ませる。929～955は須恵器。932～ 934は杯。ヘラ切 りの底部に体部を外上

方に直線的に立ち上げる。全面に火欅がかかる。932は器壁が厚い。933は底部と体部の境がやや

丸みを帯び,体部はほぼ垂直に立ち上がる。935は皿。底部と体部の境は丸みを帯び,日 縁部内面

端部に浅い沈線をもつ。936～939は高台の付く杯。9300931は 口縁のみであるが口縁から体部の

形態から高台のつくものであろう。936～939は底部と体部の境に低い高台を付けるものである。

940～948は蓋。940～945は 口縁部。平らな形態と頂部から口縁部にかけて屈曲する形態がある。

ほとんどが頂部付近にはヘラ削りを施す。940は皿の蓋である。946～ 948はつまみ。円柱状のも

の,平 らで頂部がわずかに突出するものがある。949は高杯,脚部。950は鉢,口 縁部。口縁端部を

①濁明黄灰色砂質層 1

②濁明黄灰色粘質土混砂質層

③濁明灰色粘質土層

④明黄灰色砂質土層

⑤濁黄褐色砂質土層

⑥濁黄褐色砂礫土層 (ぬか石を多量に含)

⑦濁明黄灰色粘質土混砂質土層
③濁黄褐色砂礫土層 (5m大の石を含)

⑨濁灰黄色砂質土層
⑩濁灰黄色砂礫土層 (8～ 10011大 の石を多量に含)

第146図  Ⅲ区 S R04断面図
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第147図  Ⅲ区包含層出土遺物
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o                  10cm

第148図  試掘出土遺物

やや内傾させ体部に丸みをもたせる。外面に三条の沈線を入れる。951～954は壷,底部。高台の

つく:954が外方に踏張 り気味の高台をもつのに対し951～952は底部と体部の境付近に退化 した

低い高台をもつ。952は外面底部付近に格子叩き痕を残す。955は甕′口縁部。外面にカキロをも

つ。957は把手付甕。幅の狭い把手で全面を指押さえで成形する。

956は Ⅲ区部分を試掘した際の試掘 トレンチからの出土遺物である。包含層からの出土遺物と

考えられる。946は甕口縁部。頸部外面中位に一条の突線をもつ。初期須恵器。
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第 5節 Ⅳ区の遺構・遺物

1。 堆積状況 (第 150～ 154図 ,図版40)

土層断面図を第150～ 154図 に示す0。 最初に遺構面より下層の堆積状況について述べる。本調

査区の基盤には,径 5～ 30cmほ どの砂岩亜円礫からなる灰色礫層がある。この礫層は凹凸があ

り,調査区西部では耕土直下に認められる。礫層の盛 り上がりは平面的には楕円形をなし,礫層

がもぐっていく調査区の西北部にはS R03002が ,東側にはS R01の 凹地がある。

礫層の上層には火山灰が堆積している。紫灰色を呈し,上部で粘質,下部で極細砂質と級化構

造が認められる。本調査区での層厚は約40cmで ある。この火山灰は,現場を見学に来られた立命

館大学非常勤講師 (当時)高橋学氏によって見いだされたもので,隣接する郡家大林上遺跡の試

料とともに帝京大学山梨文化財研究所に分析を委託した結果,22000年前頃に噴出した姶良丹沢

火山灰 (AT)あ ることが判明した。本層は,従来から火山灰土壌であることが知られる音地土壌

に相当するものと考えられる。四国に広域に見られる音地上壌の大半は,6400年前頃に噴出した

鬼界アカホヤ火山灰で,一部はATであることが指摘されている0。 これまで丸亀平野の形成史

は,こ の火山灰が鬼界アカホヤ火山灰という前提で検討が加えられており0。 この点で,本調査区

におけるATの知見は,いまだ点としてのデータではあるものの貴重なものといえる。

ATの上部には黄褐色を呈する粘質土,シル ト質土が堆積する。検出された遺構は層位的にこ

の層上面より上の層から掘 り込まれている。

Ⅳ区東部では,幅約20m,深さ約0.5mの緩やかな傾斜をなす凹地が検出された。この凹地の両

側は比較的浅いところに礫層が盛 り上がってきている。調査前の耕地割 りは凹地の幅,方向に

沿ったもので,凹地の存在が現代の耕地割 りにまで影響をあたえているようである。 (こ とによ

ると両側の礫層の盛 り上がりが地割 りに影響を与えている可能性もある。)Ⅳ 区東部で検出され

た掘立柱建物跡は礫層の盛 り上がる部分で検出されたものである。

なお,図 150～ 154の上層注記における略号の意味は以下の通 りである。

Fe=鉄分,Mn=マ ンガン.

「含む」は面積割合で10%程度。「多く含む」は20%以上。

G(グ レイディング)=級化構造が認められる。

S(ソ ーティング)=堆積粒が淘汰されている。

M(マ トリックス)=礫層ならば礫と礫の間を充填する堆積物 .

I(イ ンブリケーション)=礫に瓦重ね構造が認められる。

=地山 (こ の層より下層に遺構・遺物は認められない)

また,層界の点線は,層界が不明瞭である場合と上部を調査中に削ってしまい,本来の層界が

不明瞭になっていることを示す。
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2。 Ⅳ区西部 の遺構 0遺物

検出された遺構を第10図に示す。

Ⅳ区西部では,S R01埋没後にのこされた凹地から,弥生時代中期後半に埋没した S D01,そ

の上層の奈良時代以前と考えられる水田畦畔状遺構およびS D02(弥生時代か),03(古代),04

(時期不明),S E01(時 期不明)が検出された。S R01凹地の東側には条里地割の坪界線に合致

する可能性のあるS D05(時期不明)が検出されている。調査区西部では,一時的な河道跡と考

えられるS R04(時期不明)が ,西北部ではS R02(奈 良時代)と S R02を こわ して流れた

S R03(時期不明)な どが検出されている。S R02か らは遺存状態が悪 く詳細は不明であるが木

製遺物が検出された。以下に個々の遺構・遺物について報告する。

Ⅳ区 S R01(第 150～ 152図・図版40)

Ⅳ区西部には,調査区中央部のやや東よりに南北方向に流れる幅約10m,深 さ約1.6mの

S R01がある。S R01は ,東肩は急傾斜で落ち込み西側は緩やかな傾斜の断面を呈する。埋積土

は,径 2 cmほ どの亜円礫からシル トまでが一見舌L雑に堆積 し,未分解の木質を多量に含んでい

る。乱雑に見える堆積層も細かく見れば,淘汰のよい砂 0堆積物の粒径 0ラ ミナの方向などにま

とまりがあり,数層に細分することが可能である。しかし,巨視的には級化構造が認められ,一

層として捉えられる。 トレンチ調査時に遺物は検出されなかったが,AT上層の黄褐色粘質土層

を開析しており,層位的にはAT降灰以後のものである。したがって遺物包含の可能性を考えて ,

調査区内の流路延長約60mの うちの約20mの調査をおこなったが遺物は検出されなかった。河底

付近 (第 150図)の木質のC14年代測定を①日本アイソトープ協会に委託したところ,4440±85y

BoP.(Libbyの値4310± 85 y BoP。)と いう年代が得られた。[③ 日本アイソトープ協会の試料 コー

ドは,N-6324]試料 1点のみの測定であるため参考程度の扱いになるが,S R01の およその埋

没年代を示すものである。

S D01以下の14層は淘汰の良い細かな砂から礫などの粗粒物質が堆積し,13層 以上では粘土 ,

シル トなどの細粒物質が堆積している。14層 は洪水などで比較的短い時間で堆積し,13層以上は

静穏な環境下で徐々に堆積が進行したことが窺える。河川の営力は14層以下に認められるという

点で14層以下をS R01と 考えることができる。その後,S R01の凹地は完全に埋積されて平坦化

することなく,第 6図の10cm等高線にも谷状凹地として現れるとおり,現地表面にも微凹地の連

続として認められる。この静穏な堆積環境下で,後述する様々な土地利用の痕跡が認められた。
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Ⅳ区 S D01(第 1001550156図  図版41042097・ 98)

S R01埋積後の凹地には,黒色粘土 (草本質泥炭)が堆積しているが,凹地最深部に同一の埋

上のS D01が検出された。幅約1.5～ 3。 Om′ 深さ約0.5～0.6mを測 り,断面形は皿状をなし,

S R01最深部にあわせてゆるく湾曲しながら流れている。埋土中から弥生時代中期後半の土器片

が出土した。出土遺物は平板測量で平面位置と高さを記録して取 り上げたが,総数80点 の上器破

片は,溝底に散在する状態で出土し,接合できるものはほとんどなかった。

第155図 の957～961は ,壷形土器ないし甕形土器の口縁部である。「く」の字状に外反する口縁

部の端部を肥厚させ,端面に二条ないし一条の凹線文を施している。口縁部内外面と屈曲部以下

0。 5～ l cmま でがヨコナデ,以下はタテハケが施されている。957に は屈曲部に指頭圧痕凸帯文が

付されている。962～964は壷形土器ないし甕形土器の底部である。963,964は外面にヘラミガキ

が施され,内面は,ヘ ラ削りが為されている。965は高杯脚台である。外方に拡張する脚端部に二

O                10cm

961

第155図  Ⅳ区西部 S D01出 土遺物(1)
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条の凹線文を施し,そ の上部に鋭角三角形の透孔をもつ。透孔は鋭利な工具を用いており,貫通

しているものとしていないものがある。二条の沈線を経て柳葉形の透孔が六つあけられている。

これは円周をほぼ 5等分する位置に孔をあけ,一孔だけその中間に孔をあける配置 となってい

る。その上部に断面三角形の突帯を付し,別つくりのものを組み合わせた杯部につながる。器面

調整は景J落 しているがナデ調整である。

第156図 は,S D01出上の石器である。966はスクレイパーで

ある。自然面ののこる石塊を流理構造にそって板状に割 り,長

辺の一つに刃部をつ くっている。967も スクレイパーである。

石鎌の先端が欠損したような形態をしているが,こ こは自然面

である。968はサヌカイ ト製の石包丁である。短辺に くりこみ

がつ くられている。もう片方は欠損しているが,長 さが15cmを

越え大型のものである。

以上の遺物からS D01は ,弥生時代中期後半の埋没と考えら

れる。

第156図  Ⅳ区西部S D01出 土遺物(2)
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Ⅳ区 S D02(第 1001570159

図 図版41044098)

S R01の東肩に沿って掘られ

た溝状遺構である。一部は後代

に掘られた S D05に よってこわ

されている。埋積土は暗茶褐色

シル ト質土一層で,所によって

その下層に灰色細砂が堆積 して

いる。幅1.4m,深 さ0。 55mを

測る。断面はU字状をなし,側

面には水流で侵食されたと考え

られる快 り込みが認められる。

出土遺物は図化不能の弥生土器

と考えられる破片数点と石器数

点が出土している。第157図 2

点の石器は,サ ヌカイ ト製の打

製石斧である。 969は ,一部欠

損している。

Ⅳ区 S D03(第 10・ 1580160

図 図版41043)

S R01の西肩付近′微凹地の

落ち際に沿って掘られた溝状遺

構である。先述 した S D02は

S R01の 東肩 ,S D01は S R01

の最深部に沿って掘られている

ため,3条の溝は時期差があり

共存 しないが,見かけの上で並

行 している。 S D03は ,幅 0。 6

m深さ0。 lmほ どの規模で,断

面は浅い皿状を呈する。暗茶褐

色粘質土一層で埋積されている。

出土遺物は須恵器杯の底部 1点

のみである。(第158図 ,971)

0 Scm

-

第157図  Ⅳ区S D02出 土遺物
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Ⅳ区 S D04(第 100161 図版44)

10層上面で検出された幅0。 4m,深さ5～ 10cmの 小溝状遺構であ

る断面は浅い皿状を呈する。N-31° 一Wの方向ではぼ直線に流れ

る。検出長は約19mで ,南側と北側では消滅している。埋積土は灰

色シル ト質土一層で,埋積土中に遺物は認められなかった。

E

16.70m

｀`

ヽ
、
、
、
、
、
=========lFFョ ■

`ロ

ロ|口

'口

1:1'l

0                  1ocm

第 158図  Ⅳ区西部

S D03出 土遺物

1.暗茶褐色粘質土 (Fe含 )

2.灰色細砂 (Fe含)

2′ 黄褐色小礫 (Mは灰色細砂)

3.黄褐色粘質土

E

17.00m

W

17.00m

―

2

第160図  Ⅳ区西部 S D03断面図

第159図  Ⅳ区西部 S D02断面図

1.暗茶褐色粘質土 (Fe,φ lcm程のくさり礫含)

2.茶灰色小礫まじり細砂

1.灰色シル ト質土

第161図  Ⅳ区西部 S D04断面図
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Ⅳ区 水田畦畔状遺構 (第 162・ 163図 図版45046)

12月 に行なった トレンチ調査で,S R01上面に上下に微細な凹凸のある堆積層があり,水田址

の可能性が考えられた。そこで一辺 5mの グリッドを設け,幅 0。 25mの トレンチを掘削し,断面

に認められる凸部分を探し,それを平面的に追跡するという方法で調査を進めた。調査を進める

うちに,Jヒ部地域では上層からの攪乱が及んでいることがわかったため (図版45),南部に調査を

集中した。また,こ の部分の本調査に先立って帝京大学山梨文化財研究所に委託し, 3月 6日 に

プラントオパール分析用試料を採集した。

堆積層断面に認められる凹凸を平面で確認していくと,当初畦ではないかと思われた凸部分は

連続するものでなく,局所的な盛 り上がりであるものがほとんどであった。凹部分は,10層上面

では図版45の ような茶褐色粘質上に灰色シル ト質上の径10cm程の不整円形の斑文が不規則に並ぶ

もので,深さ l cm程 の不明瞭な落ち込みであった。

11層下面では灰色粘質土に暗茶褐色粘上の径10～ 20cm程度,深さ l cm程の不定形の窪みが不規

則に並ぶものでった。これらの意味するところは不明である。

3月 18日 に,山梨文化財研究所から13b層にプラントオパールの濃集層があるとの速報を う

け,上記と同様の方法で調査を進めたところ,幅30cm,高さ5 cmの盛 り上がりが延長 5m検出さ

れた。この部分には他の部分には見られない径10cm程の礫が点在しており,耕作の妨げになる礫

を集積したものと理解される。畦状の盛 り上がりはこの一条のみで,区画になるなるような屈曲

等は検出されなかった。プラントオパール分析の結果と合わせて,こ の盛 り上がりは水田に伴う

畦畔の残骸であると考えられる。

出土遺物は10,11層 から土器片が40× 55cmビ ニール袋一袋分採集された。いずれも細片で摩耗

しているものが多い。図化できるものは須恵器片に集中する結果となったが,土師質のものも等

量含まれている。第163図 は,10～ 11層 出上の遺物である。10,11層 は断面観察では分離できるも
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＋
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W                  E

16.60m

⌒ /         m

l,暗茶褐色粘質土 (粗砂多く含)

2.黒色粘質土 (上面にFe含 )

0-      2m

第162図  Ⅳ区西部水田畦畔状遺構平 。断面図
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のの平面では層毎の遺物の明確な分離は不可能であった。

974,975は ,須恵器の杯蓋の破片であるが,内面にかえりをもたないものである。他の須恵器

の破片も概ね同一時期のものと思われる。一方,982の土釜の破片のように時代の下る遺物が含

まれているが,これを10,11層 の時期差であると理解すれば11層は 8世紀後半に中心をもつ時期

と捉えることができる。出土遺物が僅少なため明確なことはわからないが,水田畦畔状遺構の年

代はS D01埋没より後で 8世紀後半までの間のものと考えられる。

ア
「

0                   10Cm

イ
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974 978
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第163図  Ⅳ区西部水田畦畔状遺構

10011層 出土遺物
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(4)井戸

Ⅳ区 S E01(第 1001640165図  図版47)

S D01埋積土上面で検出されたものである。クスノキの内部をlllり 貫いた径33cm,高 さ35cmの

井戸枠が据えられていた。井戸枠内部および周囲の堆積土はS D01と はぼ同一で,井戸枠のみが

遊離した状態で検出された可能性もあるが,水平に据えられていること,湧水層あるいは透水層

である砂礫層に達していることから,本来の位置を保っているものと考えられる。井戸枠外面に

は木質の腐食層が認められ,掘 り方になるものと考えられる。おそらく井戸枠の形状に合わせて

掘削したのであろう。井戸枠内部からは遺物が検出されず,掘 り込み面も明確にはできなかった

ため,時期不明である。

―

―
―

暗灰色粘質土

暗灰色小礫まじり砂

第164図  Ⅳ区西部 S E01断面図

X139,300

0          5m

X139,298

第165図  Ⅳ区西部 S E01付近平面図 (○は断面図取得位置)
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Ⅳ区 S D05(第 100166～ 168図 ,図版48)

Ⅳ区西部の東で検出した幅6.4m′ 深さ0。 6血の溝状遺構である。幅が広い割 りには深さが浅 く

断面は非常にゆるやかなV字状を呈する。流向はほぼ直線で,方 向はN-20。 5° 一Wを測る。埋積

土は三層に分層されるが,遺物は須恵器,土師質土器,土釜の脚部などの図化不能の細片がわず

かに採集されたのみである。

第166図 は埋積土から採集された打製石斧である。サヌカイ ト製で,刃部側は欠損している。側

縁に潰れ痕が認められる。混入したものであろう。

S D05は時期不明であるが,現在の地割りに認められる条里地割との関連を示したのが図167

である。空中写真から条里地割と考えられるものを抽出し,それを縮尺 1/2,500の丸亀市都市計

画図に移記する。一見整然と正方形に見える地割りも細かく見ると,方向が若干ズレていたり長

方形になっていたりする。そこで一辺が109～ 11lmの格子をかぶせて,広域で最も整合すると思

われるものを条里地割の本来の計画線と推定し,こ の線とS D05と の関係を図示したものであ

る。この推定線とS D05は明確には合致せず,S D05が若干東に振っている。現状の条里地割自

体もこの程度の振れがある場合は多 く,その振れを補正するための上記の方格地割の計画線の妥

当性も問題がのこる。S D05の 方向のズレは,S R01凹地の影響をうけたためで,いわゆる条里

地割の坪界線に相当する遺構であると理解できると考えるが,類例の増加を待ちたい。

0                    5 cm

第166図  Ⅳ区西部 S D05出 土遺物
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Ⅳ区 S R02(第 100168～ 170図 図版49050099)

Ⅳ区西Jヒ部で検出された旧河道である。流路は北側が後に流れたS R03の 流路によってこわさ

れているため規模は不明であるが,幅 4m以上,深さ0.2mを測る。埋積土は断面図に示す通 り,

比較的細粒堆積物からなる。なお,断面図に図示されないが,部分的に河床下の灰色礫層の窪み

に灰色中砂が堆積している。また,南岸に沿 うように二条の満が検出されている。幅0。 8～1.Om,

深さ18cm程のS D06と 幅0.5～ 1.lm′ 深さ16cm程のS D07である。両流とも細々としたもので断

面形,深 さともに一定していない。

遺物は主として河床から破片が散在する状況で検出された。完形になるものはない。また ,

S D06,07か らは遺物は検出されなかった。

第169図 は,河床に部分的にのこる灰色中砂中から検出された木材である。平面形は,やや湾曲

するが幅35cm,長 さ220cm程 の長方形を呈する。断面は,短辺はU字状をなし,長辺は中央でやや

低く両端がやや高くなっている。なお,土層断面においても短辺はU字状をなしており,木材が

腐食して樹皮のみが遺存したのではないことを確認している。この木材は腐食がひどく,本来の

形状や加工痕の有無を確認することが出来ず,ま た,発泡ウレタンによる取 り上げにも失敗 し

た。木樋の可能性が考えられたが,樹種はニレ科の環孔材と鑑定され,木樋に用いる用材として

は不適当なものという鑑定結果がでている。

第170,171図 は,いずれもS R03出 土の遺物である。985,986は ,須恵器器台の脚台部かと思

われる破片である。河底の礫層上面で検出された。985は緩く内湾するもので粗い波状文を施 し

ている。内面には自然釉が残る。986は段をなす屈曲部に断面三角形の突帯を貼 りつけている。

3́

、9・
」｀

L=16.00m

〇
％
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´

Ｌ

、

o socm

-

第169図  Ⅳ区西部 S R02出 土木製遺物平 。断面図
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ヘラ状工具で縦方向の平行線文を施している。内面には自然釉がのこる。施文の違いはあるが、

985と 986は同一個体と考えられる。

987～ 990は ,須恵器杯である。高台を付すものと付さないものがある。991,992は 皿と考えら

れる。993は小型の上釜の鍔部の破片ではないかと思われるが,小片のため特定できない。S R02

埋積土からは,こ の他に甕の体部と考えられる破片が数点検出されている。

第171図 の994はサヌカイ ト製のスクレイパーである。右側縁に敲打痕が認められる。混入した

ものであろう。

S R02は ,出土遺物が僅少でほとんどが細片なため時期比定は困難であるが,器台の脚台と考

えられるもの以外の須恵器は 8世

紀後半を中心とする時期と考えら

れ,S R02の埋没時期を示すもの

と考えられる。

Ⅳ区 S R03(第 10図 図版50)

S R02の 埋積後にそれを開析 し

て流れた河道跡である。北岸は調

査区外になるため,規模は不明で

ある。検出部分での幅は6.2m,

深さ0。 5mを測 り,北側は徐 々に

浅 くなっているため,幅 7m程の

河道と考えられる。遺物は全 く認 l

められなかった。埋積土は明灰色

ジル ト質土一層で,Ⅳ 区付近で耕

耕土直下に認められる層とほぼ同

一のものである。このことか ら

S R03は恐らく近世以降の

ものであると推定される。

-  0

-

第170図  Ⅳ区西部 S R02出 土遺物
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Ⅳ区 S R04(第 100171図  図版51)

Ⅳ区西部調査区の西南で検出された旧河道である。幅4.8mほ どの三日月状の平面形を呈 し,

礫層を削りこんでいる。流路両端部は非常に浅 く,湾曲する中央部が深く,0。 7mを測る。埋積土

は二層に分けられ,下層は人為的に埋められているようである。埋積土中から遺物は採集されず

時期不明である。形態からみて,Ⅲ 区のいずれかの流路によるクレバス (一時的な流路)ではな

いかと考えられる。

Ｅ
　

‐７
．

００ｍ
一

1.明灰色シル ト質土 (Fe,Mn,く さり礫含)

2.暗茶褐色粘質土,灰色粘質土′明灰色粘質土 ,

3.灰色礫 (φ 2～ 5cmの亜鉛礫,Mは灰色中砂)

W

‐                  0        1m

φO.5～ 2cm程の灰色礫が混在する

第171図  Ⅳ区西部S R04断面図

Ⅳ区 S K01～06(第100172図 )

Ⅳ区西部調査区の北西部において六基の上坑が検出されてしヽる。S K01は ,平面形は楕円形を

呈し,長径 1.5m,短径 1。 2m,深 さ0.4mを 測る。

S K02は ,平面形は楕円形を呈 し,長径0.8m,短径

0。 5mを測る。深さは数cmである。S K03は ,不整形な

平面形で,辺 1.4～ 1.7m,深 さ0.4mを 測る。 S K04

も,不整形な平面形を呈し,辺 0。 9～ 1.Om,深 さ0。 15

mを測る。S K05は ,円形で径約2,lm,二段に落ちる

断面形を呈 し,深 さ0.45mを 測る。 S K06は ,S K05

の一部をこわして掘られたもので,断面に一部範 (た

が)と 考えられる割 り竹が遺存 していた。桶が据えら

れていたのであろう。径約0。 9m,深 さ0.4mを測る。

S K01～ 06の埋積土中からは,遺物が全 く検出され

なかった。埋積土は,明灰色シル ト質上で層序的には

現耕作土の直下層と同質の上であり,近世以降の遺構

であると考えられる。
1.明灰色粘質土 (Fe含 )

1′ 灰色シルト質土,竹
2.灰色粘質土 (炭化物僅かに含)

3.灰色砂質土

第 172図  Ⅳ区西部 S K06平 。断面 図

i6.90m

im
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3。 Ⅳ区東部の遺構・ 遺物

Ⅳ区東部で検出された遺構を第11図に示す。

Ⅳ区東部は約610」の北側三角地と約216イの南側三角地に分かれる。北側三角地では東南から

北西方向に向かう凹地 (S R05),S D08が検出された。南側三角地は耕作土下に礫層が盛 り上

がっており,こ こでは掘立柱建物跡が検出された。

Ⅳ区 S B01(第 110173図 図版52)

東西棟の掘立柱建物跡である。桁行三間 (4.5m),梁行一間 (3.2m)で ,床面積14.4」′主軸

方位はN-70.5° 一Eである。柱掘り方は円形ないし楕円形で,平均径37cmを測る。淡黒褐色シル

ト質土一層で埋積されており,柱痕は認められなかった。

柱穴の埋積土中には遺物は認められず,ま た,Ⅳ 区東部の南側三角地からは遺物は全く採集さ

れなかったため,S B01の年代を推定することはできない。
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第173図  Ⅳ区東部S B01平・断面図
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Ⅳ区 S D08

Ⅳ区東部で検出された溝状遺構である。後述するS R05の 北岸に沿 って流れる。検出時で幅

1.4m,深 さ0.06mを 沢1る が,削平を受けており,本来はより規模が大きかったものと思われる。

遺物は検出されなかったが,埋積上が上層の明灰色シル ト質土とはぼ同じ上であることから,か

な り新 しい時期の溝であると思われる。

Ⅳ区 S R05(第 174図 図版53)

Ⅳ区東部で検出された凹地である。幅20m′ 深さ0。 5mを測 り,断面は

極めて緩やかな傾斜をなしている。埋積土は下層から茶灰色粘質土・茶

色粘質土・茶灰色シル ト質細砂・暗茶灰色シル ト質細砂の四層に細分さ

れる。堆積物からみて静穏な状況で徐々に堆積が進行したことが窺える。

遺物の包合は非常に希薄で,弥生時代中期ころのものと思

われる高杯の口縁部の破片 (第174図 -995)力 北`肩の茶灰

色シル ト質細砂中から1点検出されたのみである。この遺

物一点でS R05の年代を決定することはできないが,Ⅳ 区

西部における層序との関連から弥生時代ころの埋没と考え

られる。 0 5cm

-----Ⅳ区 包含層の遺物

Ⅳ区東部は遺物の包含が極めて希薄であったが,地山と
第174図 Ⅳ区東部S R05,包含層出土遺物

考えられる黄灰色粘質土層の上層の茶灰色粘質土中と表面

採集で 2点の石鏃を採集している。

3。 まとめ

第 6図の郡家一里屋遺跡周辺微地形図によると,Ⅳ 区西部付近には南北方向の微凹地が存在

し,その東に19。 2mに ピニクをもつ微高地が微凹地に沿って張 りだしている。その東に東南から

北西方向の微凹地があり,先の微凹地と調査区の北で接続している。西側の微凹地からは ,

S R010020 03が 検出され,東側の徴凹地からはS R05が検出されている。中間の微高地は,Ⅳ

区西部では姶良Tn火山灰層より下位に堆積している礫層が地表面近 くにまで盛 り上がっている

部分にあたる。調査で検出された旧河道や微高地は,10cm間隔の等高線を引くことによって現地

表面においても,そ の痕跡をある程度見いだすことができる。しかし,現地表面に見いだした微

起伏は旧河道 (微凹地)の場合は,C-14年代で4440± 85 y BoP.を示すものから極めて新しい年

代のものまでの複合であり,規模も不明である。また,微高地の場合も,本調査区周辺では確認

されていないものの,例えば濃尾平野において中世に形成された自然堤防の存在が報告されてい

るなど,現地表面に表れる微起伏の形成年代を調べる必要がある。つまり,現地表面上で抽出さ

れる微起伏は,過去の微地形変化の総体であって,地層堆積状況や遺構の年代′包含層の年代な

0                   10cm

-161-



どを調べる必要がある。このことを調べるのに発掘調査における土層の堆積状況の観察は最も有

効な方法であり,逆に,微地形変化がある程度明らかになると,検出された遺構の性格や遺跡の

範囲を推定する資料となる。

Ⅳ区東部で検出されたS B01は ,礫層の盛 り上がる部分で検出されたものである。10cm等高線

では,微高地の縁辺部にあたると考えられる。仮に微高地に集落を構えていたと考えると,集落

の範囲は,S B01か ら西側と南側に拡がると考えることができる。S B01の 西側は, 2度のトレ

ンチ調査で遺構の存在が確認できず,調査を行なわなかった地区であるが,も ともと遺構が存在

しないのか,削平をうけて遺構が消失したのかの 2通 りが考えられる。試掘 トレンチでの土層断

面の観察からは後者の可能性が考えられるが,断定的なことはいえない。

Ⅳ区西部のS R01の 埋没後に残された凹地が埋没する過程で,痕跡ではあるが畦畔状の遺構が

検出され,水田として土地利用が為されていたことが判明した。凹地に堆積する層は保存状態が

良い場合が多く,水田畦畔のような小さくて遺構面から盛 り上がるものも遺存しやす くなる。逆

に凹地以外の場では削平や土壊化などによって土地利用が明らかにできない場合が多い。

このように考えると,遺構はたまたま条件が良くて今日まで遺存したものであって,遺跡や遺

構の性格を検討する場合,消滅したものが多いことを常に念頭におく必要がある。調査にあたっ

ては,個々の遺構や層の年代を得る資料の採集に全力をあげるのは当然のことではあるが,本調

査区のように,調査面積約3,800どで出土遺物は28コ 入 リコンテナ 6箱 と僅少である場合,特に

その点を留意しなけらばならなかった。
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第 6節 近世の遺構・遺物

近世遺構はⅡ区で掘立柱建物三棟′溝を数条,多数のピット,土坑を検出した。時期はおおね

18～ 19世糸己で,近世遺構は主にⅢ区の西部と東部に集中してみられる。掘立柱建物はほとんど検

出できず大半は土坑群とピットであるが,ピ ットと土坑の中には土師質土器・甕,桶,桶の底板

に瓦,甕等で側板にしたものなどが埋められるもの,石 ,陶磁器,土師質土器,瓦等が一括投棄

された状態のものなどバライティーに富んでいた。

(1)掘立柱建物

Ⅱ区 S B04(第 175図 図版54)

Ⅱ区南西端付近で検出した桁行 3間 (6.4m),梁間不明の掘立柱建物である。北側は現畦畔下

に延び,全体の規模は不明である。主軸方向はE-27° ―Nである。柱掘方は径0。 20～ 0。 27mの不

整方形で,こ のうちの一穴の底からは石を検出した。根石等に使われたと考えられる。埋土は柱

掘方が黄色粘土 (灰色粘質土混),柱痕跡は灰色粘質上である。この建物は方向が周囲の近世の溝

とあうこと,近世建物であるⅡ区S B05と 柱掘方の規模,埋土が類似することから近世以降の建

物とした。

Ⅱ区 S B05(第 176図 図版54055)

Ⅱ区東南部で検出した桁行 4間 (4.Om),梁 間 4間 (3.45～ 3.6m)の掘立柱建物で中央付近に

東柱を一穴を持つ。主軸方向はN-27° 一Eではぼ現地割に沿 う。柱間は桁方向が0。 90～ 1.o5m,

梁方向が0.55～ 1.85mで ある。柱穴は円形で径は0。 15～ 0。 27mと 小さく,柱痕跡は径0.06～0.08

mで円形である。柱間はおよそ0。 90～ 1.05mと 広いが,梁方向の西から一列めから二列めの間は

0。 55mで狭い。梁方向は柱通 りがよいが,桁方向は悪く,ま た,中央の柱は特に桁方向で柱通 り

が悪い。柱穴のうち三穴から柱材が,四穴から石が出土している。柱材は下部を杭状にするもの

と底を平らにするものとがある。埋土は柱掘方で褐灰色砂質土,柱痕跡で灰色砂質上である。こ

の建物は,周囲の上坑群と同様近世遺物を含む包含層の上面から掘削される。

②                              0        2m
①灰色粘質土 ②黄色粘土 ③黄色粘土 (灰色粘質土混)

第175図  Ⅱ区 S B04平・断面図
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Ш00・ 8:=¬ 灰色砂質土 (柱痕)

灰色粘質土 (柱痕)

明黄灰色砂質土 (Mn含)

褐灰色砂質土十黄褐色粘土ブロック

灰色粘質土+黄褐色粘土プロック

黄褐色粘土プロック

褐色砂質土 (Mn含 )

明褐灰色砂質土 (Fe多 ,Mn含 )

灰色砂質土 (①に似るが色がやや濃い)

灰色粘質土 (①
′
に似るが色がやや濃い)

明灰色粘質土 (Mn含)

暗褐色粘質土

明灰褐色砂質土 (Fe多)

灰色シル ト

0          2m

Ⅱ区 S B06(第 1770178図 図版55)

Ⅱ区南東部で検出した桁行 5間 (10。 8m),梁間 1間 (4.0

m)の掘立柱建物である。桁方向の柱は,北列と南列とでは中

央二穴,北側東から二穴めの三穴しか対応しない。主軸方向は

E-29° ―Nではぼ現地割に沿い,S B05と 方向を同じくする。

柱間は桁方向ではばらつきが大きく0。 95～4.70m,梁間4.Om

である。柱掘方は円形で径0。 2om～ 0.55mでややばらづきがあ

る。柱穴内からは磁器が出上している。

998は磁器皿。外面高台は無釉で見込みには蛇の目釉景Jぎ を

施す。肥前系。18世紀前半。

(2)ピ ット

Ⅱ区 S P04(図版58)

Ⅱ区西部北半で検出したピットである。円形で,直径 0。 43～ 0。 45m,深 さ0.27mである。土坑

内には桶の底板 0側板が埋められていた。埋土は桶の外側は黄褐色砂質土,桶の内部では,上層

・黄褐色砂質土 (黒褐色土混),下層 0黒褐色粘質土 (炭混)である。桶の側板は土坑の内面とと

ほぼ接し,ピ ットは桶の大きさに合わせて掘削されたようである。
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第177図  Ⅱ区 S B06柱穴出土遺物

第176図  Ⅱ区S B05平 。断面図
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第178図  Ⅱ区S B06平 。断面図
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Ⅱ区 S P05

Ⅱ区西部北半で検出したピットである。円形で,直径0.50m,深さ0。 05mである。埋土は暗灰

褐色粘質土 (基盤上の上が混る)である。土坑内から桶の底板が半分欠損 して出土 した。また桶

の底板には側板の圧痕が残存する。

Ⅱ区 S P06

Ⅱ区西部北半で検出したピットである。円形で直径0.72m,深さ0。 35mで埋土は暗灰褐色砂質

土 (基盤上の上が混る)である。

土坑内からは土師質土器甕 (肥溜)と 瓦質土器羽釜が出土した。

Ⅱ区 S P07(第 179図 )

Ⅱ区西部北半で検出したピットである。円形で直径 0。 48～ 0。 52m′ 深さ0.20～ 0。 25mで ,埋土

は暗褐色粘質上の単一層である。土坑内には深さ0。 12m付近まで土師質土器甕が埋められ,口縁

部が一部甕内部に落ち込んでいた。

999は土師質土器甕 ,底部。外面に指頭痕を残す。肥溜と思われる。

Ⅱ区 S P08(第 179図 )

Ⅱ区西部南半で検出したピットである。ほぼ円形で直径0。 65m′ 深さ0。 20mである。ピットの

内部からは直径約30cmの上師質土器甕が出上した。埋土は甕の内部が灰褐色砂質土 (Fe含),甕

の外部は上層・黄褐色粘土ブロック+暗褐色粘土,下層・暗褐色粘上である。この土坑は現畦畔

に隣接し,S K42に接する。

1000は土師質土器甕′底部。外面に板なで痕を残す。肥溜であろう。

Ⅱ区 S P09

Ⅱ区西部南半で検出したピットである。楕円形で長径0.55m,短径 0。 42m,深 さ0.26mである。

ピットの内部には直径33cmの上師質土器甕が埋められていた。

Ⅱ区 S P10(第 179図 )

Ⅱ区南東部,S D34の上面から掘削されたピットである。円形で直径0.55m,深さ0。 15m′ 埋

土は暗灰褐色砂質上である。ピットの内部からは土師質土器甕片 (風 呂釜),板片が出土した他 ,

陶器灯明皿が出上した。

1001は 陶器灯明皿。内面から口縁部外面まで鉄釉で化粧掛けし,外面体部下半にヘラ削 りを施

す。

Ⅱ区 SPll(第 179図 )

Ⅱ区南東端で検出したピットである。やや楕円形で長軸0.54m,短軸0。 37m,深 さ0.5mで埋土

は上層・暗褐色粘土 (基盤土をブロック状に含む),下層・基盤上のブロックである。直径 0。 08

m,深さ0。 47m,埋上が黄灰色砂混粘質上の柱痕跡を残す。ピットの内部からは陶器が出上 して

いる。
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第179図  Ⅱ区ピット出土遺物

1002は陶器水甕である。口縁部を内側令折 り曲げ,そ の先端を断面三角形にする。外面にはマ

ガリ状の工具により文様が掘 り込まれる。瀬戸美濃産。18世紀末～19世紀。

Ⅱ区 S P12

Ⅱ区南東端で検出したピットである。円形で直径 0。 33m,深 さ0.30m,埋土は褐灰色砂質上十

黄褐色粘土 (基盤土)ブ ロックである。

ピットの内部には土師質土器甕 (肥溜)が埋められていた。

(3)土坑

Ⅱ区 S K17(図版56)

Ⅱ区北半西端で検出した土坑である。ほぼ円形で西端は調査区外へ延びる。径1.10m,深 さ

0.80m,埋土は灰褐色粘質土 (基盤上の上が混る)である。この上坑は現基幹水路 (推定条里坪

界線)に接する。

Ⅱ区 S K18(図版56)

Ⅱ区北半西端で検出した土坑である。ほぼ円形で西半は調査区外へ延びる。直径0。 68m,深 さ

0。 10mで ,断面は浅い皿状である。土坑内にはこぶし大の礫を含む。この土坑は S K17の 南側に
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隣接し,現基幹水路 (推定条里坪界線)に接する。

Ⅱ区 S K19(第 180～ 184図 図版56・ 100～ 1030105)

Ⅱ区北半西端で検出した土坑である。長楕円形と考えられるが,西半は調査区外へ延びるため

全体の規模は不明である。長軸3.18m,短軸は1.6m以上,深さ0。 94mで ある。断面は深さ0。 3～

0。 5mま では皿状に堆積するが,それ以下は土坑の底までほぼ垂直に落ちる。埋土は皿状に堆積

する部分は茶灰色 0灰褐色 0暗灰色 0暗灰褐色粘質土,それより下は10～ 15cm大の礫である。こ

の上坑は現基幹水路 (推定条里坪界線)に接する。

1003～ 1008は磁器椀である。1003・ 1008は端反椀。1003は 高台内に墨書を持つ。18世紀以降。

1007は広東椀。18世紀後半以降である。1006は外面に多条圏線を上下に描き,その間に梅花文を

描 く。肥前系,19世紀前半0。 1009～ 1011は陶器椀である。1009は 内面に砂目積をもつ。16世紀

末。1010はやや薄手で底部外面に釉をかけないもので外面に鉄絵を施す。19世紀代であろう。

1011は 陶胎染付。1012は磁器小鉢である。八角形で,外面は一面ずつ交互に二種類の文様が描か

れると考えられる。1013は陶器鉢。茶褐色の素地に黒褐色の釉をかけ,底部内面に重ね焼きを示

す砂の熔着痕がある。1014は陶器銚子。外面から内面頸部にかけて淡緑褐色の釉をかけ,外面頸

部にはその上から濃茶色の釉をかける。101501016は灯明具。1015は陶器で,素焼きのものに内

面から外面口縁部にかけて鉄釉を化粧掛けする。外面に熔着痕とそのほぼ同位置に色調の変化が

みられ,直接重ねて焼成した様子がうかがえる。1016は磁器で,外面底部以外に鉄釉を掛ける。

内面の芯の部分の一個所に切れ込みを持つ。101701018は陶器甕。1017は外面底部以外に鉄釉を

施し,更にその上から,外面から内面口縁部にかけて青みがかった釉がかかる。1018は 自灰色の

胎上に鉄釉を施し,その上から部分的に外面肩部に灰釉を流し掛ける。瀬戸美濃産である。

① 茶灰色粘質土

② 黄色粘土 (Mn含)

③ 灰褐色粘質土

④ 灰褐色粘質土 (地山混)

⑤ 暗灰褐色粘質土 (地山ブロック含)

⑤
′
⑤で礫を多く含

⑥ 暗灰色粘質土

⑦ 暗褐色砂

③ 10～ 15oll大 の石

第180図  Ⅱ区S K19断面図

L=18.50m
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第182図  Ⅱ区S K19出 土遺物(2)
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0                        10cm

第 183図  Ⅱ区 S K19出土遺物 (3)

101901020は括鉢。1019は外面口縁部にわずかに釉が掛かり,内面の招 り目は口縁部内面と明

瞭な境目を持たないものである。備前産。1020は体部外面に横方向のヘラ削りを施し,日 縁部内

面と招 り目の境に段を持つ。堺産 ,Ⅱ 型式0。 1021は瓦質土器羽釜。鍔より上部に三条以上の沈線

をもつ。102201023は瓦質土器茶釜。1022は外面に珠文の押陽刻文 ,1023は ちじれめをもつ。

1023は二個所に把手を持つ。1022も 遺存していないもののおそらく二個所に把手はついていたの

であろう。1024は瓦質土器火舎。高い高台をもち高台端部外側を肥厚させる。外面に横方向のへ
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84図  Ⅱ区S K19出土遺物
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ラ磨きを施す。102501026は火鉢。1025は土師質,1026は瓦質でともに板組造 り成形で方形を呈

し,脚が四脚つ くと考えられる。1025は脚が空洞である。1027は土師質土器焼炉。日縁部は山形

で,山の一番高い位置で内面上端にやや下向きに突起を持つ。内面は二重になり,外側は円柱状

を呈し,内側は底部で丸 くなるようである。外面には草花文のスタンプが押される。この土坑は

16世紀末のものをわずかに含むが,おおむね18世紀後半～19世紀のものと考えられる。 S K19の

上器はS K20の ものと接合するものが多く,S K19と S K20は 同時期に廃棄されたと考えられ

る。

Ⅱ区 S K20(第 185～ 188図  図版58・ 103～ 105)

Ⅱ区中央付近西端で検出した土坑である。不整形で,径約 lmの二基の円形土坑が重複した形

態で検出した。深さ0。 70mである。土坑の北側の円形部分では径75cmの 桶の底板が出上した。ま

た,南側の円形部分では径 1。 1lmの 円形の範囲にわたって水分を多量に含んだ黒褐色粘質上がう

すく堆積しており,こ こにも桶があったと考えられる。この土坑は推定条里坪界線に接し,旧水

田のコーナーにある。S K19と S K20は接合関係にある。

/

/

劇
＼、y

0         0.5m

-

嫌■9

①茶灰色粘質土 (地山混)

②黒褐色粘質土 (汚泥状)

第185図  Ⅱ区 S K20平 。断面図
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第186図  Ⅱ区S K20出 土遺物(1)
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第187図  Ⅱ区S K20出 土遣物(21

102801029は磁器端反椀である。19世紀前半頃。1030は磁器鉢。内面に家屋を描き,口 縁端部

内面には墨弾きによる文様が施される。1031は磁器皿。内面には型打ち整形による菊花文を施

す。1032は内面に胎土目積をもつ陶器椀。16世紀末。1033は磁器油壷。外面に梅花文を描 く。月巴

前。18世紀。103401035は瓦質土器羽釜。1035は 内面は燻さない。1036・ 1037は摺鉢。ともに外

面に横方向のヘラ削りを施す。1036は見込み部分の招 り目が弧状を呈し,内面口縁部と招 り目の

境に段を持つ。見込みの招 り目を中心から弧状におろすことから明石産と考えられる。0。 1037は
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第188図  Ⅱ区S K20出 土遺物(3)
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堺産であるが,日縁部内面と招 り目の境に明瞭な段

は見られない。堺産 OЩ 型式のもの。1038は陶器大

皿。内面に胎土目積をもち,高台内には墨書がみら

れる。S K20は S K19と 同様16世紀末のものをわす

かに含むが,おおむね18世紀後半から19世紀と考え

られる。

Ⅱ区 S K21(第 1890190図 図版59)

Ⅱ区北半西部で検出した土坑である。楕円形で ,

長軸0.86m,短軸0.63m′ 深さ0。 46mである。埋土

は上層 0暗褐色粘質土,下層 0暗灰色粘質上で,土

坑内には土師質土器甕 (肥溜)が埋められ,甕の内

部からは瓦質土器羽釜がほぼ完形で出土した。この

上坑は,旧水路であるS D20の上面から掘削され

る。

1039は 瓦質土器羽釜である。やや下向きの鍔を付

け,鍔 より上には沈線を施さない。

0.5m

第189図  Ⅱ区S K21平・断面図

第190図  Ⅱ区S K21出 土遺物
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Ⅱ区 S K22(図版56)

Ⅱ区西部北半で検出した土坑である。旧水路であるS D25に接して検出した。ほぼ円形で,直

径0。 98m,深 さ0。 36mで,埋土は暗灰色粘質土 (基盤上が混る)である。

Ⅱ区 S K23(第 191図 図版560105)

Ⅱ区北半西部で検出した土坑である。隅丸方形で一辺1.50m,深さ0.55mである。埋土は上層

0褐灰色粘質土 (基盤土が混る),下層・淡灰色粘質土 (基盤上が混る)で ,底部にはこぶし大の

石を含む。この上坑はS D25よ り新しい。

104001041は軒平瓦である。ともに中心飾 りをもつ均整唐草文で,顎は平瓦の先端に粘土を足

して作る。顎部分の接合粘土は接着しやすいように横方向に刻み目を入れる。1041は顎と平瓦の

境に横方向のハケロが施される。

Ⅱ区 S K24(図版56)

Ⅱ区西部北半で検出した土坑である。ほぼ円形で,直径1.35m,深さ0.50mで ,埋土は灰褐色

砂質土 (基盤上が混る)の単一層である。この上坑はS D25よ り新しい。

Ⅱ区 S K25(図版56)

Ⅱ区西部北半で検出した土坑である。長楕円形で長径1.35m,短径0。 60m′ 深さ0.05～ 0。 20m

で緩やかに南から北へ深くなっている。S D25と 接するが,前後関係は明らかにできなかった。

0                   10cm

第191図  Ⅱ区S K23出 土遺物

「

［［
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Ⅱ区 S K26(第 192図  図版56059)

Ⅱ区北半西部で検出した土坑である。

S D25に接 して検出した。不整円形で径

1.05～ 1。 15m,深 さ0。 40mで,埋土は灰

褐色粘質土 (基盤上の上が混る)の単一

層である。土坑内からはこぶし大の礫と

破砕された土師質土器風呂釜の一部が出

土 した。

Ⅱ区 S K27(図 版56059)

Ⅱ区西部北半で検出した土坑である。

S D25,S K26に 接して検出した。円形

で径0。 75～ 0。 77m,深 さ0。 33mである。

土坑内からは S K26同様 ,破砕された土

師質土器風呂釜が出土 した。

Ⅱ区 S K28(図版56060)

Ⅱ区西部北半で検出した土坑である。

南半は現畔道下へ延びるため,全体の規

模は不明であるが,ほぼ円形で直径1.5

m,深さ0。 7mである。埋土は淡茶褐色

砂質上の単一層で埋土中から桶のタガ 0側板が出土

し,桶が埋められていたと考えられる。 この上坑は

S D250 S K29よ り新 しく,S D25ま たはS D26と 現

畦畔によって区切られるコーナーに掘削される。

Ⅱ区 S K29(図版56060)

Ⅱ区西部中央付近で検出した土坑である。円形と考

えられるが大部分は現畦畔下に延びる。直径は不明′

深さは検出している範囲では0。 6mである。埋土は灰

褐色 0茶褐色 0灰色′暗灰色砂質上で,基盤土のブ

ロックをかな り含む。埋土中から桶のタガが出上し,

S K28同 様桶が埋められていたと考えられる。この土

坑はS K29よ り古 くS K29は S K28前身である可能性

が高い。

①灰褐色粘質土 (黄色土混り)

0 0.

第 192図  Ⅱ区 S K26平 。断面図

L=18.40m

W

①灰褐色砂質土

0             0.5m

第193図  Ⅱ区S K30平 。断面図

5m

／

一
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Ⅱ区 S K30(第193図 ) L=18.40m

Ⅱ区西部北半で検出し
午
土坑である。円形で直径0.50m,深さ

0.14m,埋土は灰褐色粘質上の単一層である。土坑内には土師質土
①墨

器甕が埋められていた。甕は直径40cmで ,甕の体部はほぼ土坑の内  ②灰褐色砂質土
0         0.5m

-
第194図  Ⅱ区 S K31断面図

Ⅱ区 S K31(第 194図 )

Ⅱ区西部北半で検出した土坑である。隅丸方形で一辺0。 75m,深 さ0。 17m,埋土は灰褐色砂質

上で埋土中に多量の炭化物を含む。

Ⅲ区 S K32

Ⅱ区西部北半で検出した土坑である。やや不整形の隅丸方形で一辺0。 95m,深 さ0。 25m,埋土

は暗褐色砂質上の単一層である。土坑の内部から土師質土器甕の底部が出土した。この上坑はS

K33よ り新 しい。

Ⅱ区 S K33

Ⅱ区西部北半で検出した土坑である。円形で直径 1。 30m,深 さ0。 36m,埋土は暗灰色粘質土

(基盤上のブロック混)の単一層である。この土坑は S K32よ り古い。

Ⅱ区 S K34

Ⅱ区西部ゴヒ半で検出した土坑である。長楕円形で長径2.45m,短径0。 85m,深 さ0.32mである。

Ⅱ区 S K35

Ⅱ区西部ゴヒ半で検出した土坑である。隅丸方形で一辺0。 70m,深 さ0.07mで炭化物で埋められ

ている。

Itt SK36(第 198図 )

Ⅱ区西部中央付近で検出した土坑である。不整円形だが大半は現水路下に延びる。深さ0。 60m

である。この土坑は現基幹水路 (推定条里坪界線)にあり,旧水田のコーナーにある。

1042は 陶器椀。淡褐色の素地に底部外面以外に灰釉を掛ける。肥前系。18世紀。1043は括鉢。

1043は 内外面の底部外端に焼台痕跡を残し,底部の招 り目は弧状を呈す。招 り目の特徴から明石

産と考えられる。

Ⅱ区 S K37(第 195図 図版56)

Ⅱ区西部南半で検出した土坑である。円形で径0。 75m,深 さ0.45

mである。土坑内は土師質土器甕の底部の上に多量の石が投棄され

る。埋土は灰褐色砂質上の単一層である。

Ⅱ区 S K38(第 196・ 198図 図版56・ 105)
①灰褐色砂質土

面に接し,上坑は甕の大きさに合わせて掘削されたようだ。

Ⅱ区西部南半で検出した土坑である。長楕円形で長径3.10m,短

径1.60m,深さ0.51mで ある。埋土は褐灰色砂質土,灰色砂質上で  第195図

0         0.5m

-
Ⅱ区 S K37断面図
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L=i8.60m
N

① 褐灰色砂質土 (Fe分 ,黄色粘土ブロック多く含)

①
′
褐灰色砂質土

② 灰色粘質土

第196図  Ⅱ区 S K38断面図

0         0.5m

-

こぶし大の礫が混 じる。現基幹水路に隣接する。

1044は 磁器小杯。外面に草花文を描 く。盃に使用されたものと考えられる。1045は磁器花瓶。

104401045と も肥前系。18世紀。1046は括鉢。外面にヘラ削りを施し,橙褐色の胎土を持つ。他

の婿鉢とはやや異質のものである。

Itt SK39(第 197図 図版56060)

Ⅱ区西部南半で検出した土坑である。ほぼ円形で

径1.40m′ 深さ1.30mで ある。埋土は褐色砂質± 0

灰褐色砂質土・灰褐色粘質± 0暗灰褐色粘質土で ,

底 8 cmほ ど多量に水分を含む黒灰色粘質土層が堆積

する。土坑内には桶が埋められ,桶の体部付近では

平瓦が桶の側板状に立てられて多量に出上した。

Ⅱ区 S K40(図版56)

Ⅱ区西部南半で検出した土坑である。ほぼ円形で

直径 1。 35m,深 さ0。 75mである。埋土は褐色砂質土

または灰色砂質土に自灰色粘± 0基盤土のブロック

を含む。

Ⅱ区 S K41(第 198図 図版56)

Ⅲ区西部南半で検出した土坑で南半は現畦畔下に

延びる。ほぼ円形と考えられ′検出した範囲では直

径1.60m′ 深さ0。 33mで埋土は基盤土+灰色粘質土

の単一層である。

1047は陶器徳利。赤褐色の素地に外面に鉄釉を施

す。体部中位に緩い稜を持ち,その部分から下には

多条の沈線を入れる。

① 褐色砂質土 (黄色混り)

② 灰褐色砂質土 (Fe分合,黄色土ブロック含)

③ 暗灰色粘質土 (茶褐色土含)

③
′
③+地山ブロック

④ 黒褐色粘土 (泥状)

⑤ 灰褐色粘質土 (茶褐色土含)0      0.5m
⑥ 瓦,石等         

―
第197図  Ⅱ区 S K39断面図

L=18.60m
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Ⅱ区 S K36 1042・ i043

Ⅱ区 S K38 1044～ i046

Ⅱ区 S K41 1047
Ⅱ区 S K42 1048

第198図  Ⅱ区土坑出土遺物

0                         10cm

「
一
Ｅ
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Ⅱ区 S K42(第 1980

199図 )

Ⅱ区西部南半で検出し

た土坑である。不整円形

で直径2.50m～2.85m,

深さ1.49mで 断面は括鉢

状である。埋上下半は基

盤土を捏ね回したような

明黄灰色粘質土層 であ

る。この上坑は S D10よ

り新 しい。

1048は磁器椀。二重網

目文でくらわんか手とい

われる粗製の椀である。

肥前。18世紀。

L=18,70m

W

Ⅱ区 S K43(第 200図 図版57)

N
Ⅱ区西部南半で検出した土坑であ

る。不整楕円形で直径約 2m,深 さ

0。 78mの ほぼ円形で,南側に径0.65

m,深さ0。 70mの 小さい円形のピット

がつながる形である。埋土は上層 。基

盤上のブロック+明灰色砂質土,中層

・明灰褐色砂質土 (基盤土をブロック

状に含む),下層 0基盤上のブロック

+明茶褐色粘土ブロックで全体に基盤

上の上を捏ね回したような埋上であ

る。この上坑は現畦畔に隣接する。

Ⅱ区 S K44(第 201図 図版57)

①濁明灰黄茶褐色粘質土

②混明灰黄褐色粘質土

③混明灰黄褐色粘質土 (②に比べやや砂質土を含)

④明黄色粘質土 (地山よりやや赤味をおびている)

⑤混明灰黄色粘質土

⑥混明灰黄色粘質土 (⑤ よりやや暗い)

⑦混明黄灰色粘質土

③濁暗茶灰褐色粘質土

⑨濁暗茶褐色粘質土 (3 oll大 の小石を多少含)

⑩混明黄灰色粘質土 (⑦ より多少砂が多い)

第 199図  Ⅱ区 S K42断面 図

L=18,70m

0         0.5m

-

0        0.5m

-

①暗褐色粘土 (黄褐色土,斑状)

②黄褐色土′斑状+暗灰色粘土,ス ミ混

③黄灰色粘土ブロック (ス ミ混)

④暗灰褐色粘土 (しまり悪)

⑤明褐色粘質土 (黄灰色粘土,斑状)

m

第201図  Ⅱ区S K44断面図

①黄褐色粘土ブロック+明灰色砂質土

②明灰色砂質土

③明灰褐色砂質土 (黄褐色粘土プロック含)

④黄灰色粘土ブロック+明茶褐色粘土プロック

第200図  Ⅱ区 S K43断面図

Ⅱ区西部南半で検出した土坑である。ほぼ円形で直径1.50

m,深さ0.52mで一部で二段掘 りになる。埋土は五層に分層

したが,全体に基盤上の土を多 く含む。最底部からは木片

が,深さ0。 23mの二段掘の一段目にあたる部分からは盤が上

向きに出上した。この土坑は現畦畔に隣接する。
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Ⅱ区 S K45(図版57・ 61)

Ⅱ区西部南半で検出した土坑である。楕円形で長径1.75m′ 短径 1。 40m,深 さ0,66mである。

埋土は上層 0基盤上のブロック,下層・明褐灰色砂質上である。土坑内部には直径約 lm′ 深さ

10cmの丈の短い桶が埋められていた。この上坑は現畦畔に隣接し,S K43044に接する。

Ⅱ区 S K46(図版57)

Ⅱ区西部南半で検出した土坑である。長方形で長辺3.30m,短辺1.50m′ 深さ0。 22mである。

埋土は四層に分かれるが上半は基盤上のブロック十明灰色粘質土 ,下半はおおむね明灰褐色土で

土坑中央部分には瓦 。礫を含む。

Ⅱ区 S K47(第 2020203図  図版57061)

Ⅱ区西部南半で検出した土坑である。不整長方形で長辺2.40m,短辺1.00～ 1.30mで ,土坑に

第202図  Ⅱ区S K47出 土遺物

0      1051
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は土師質土器甕が三個体埋められる。

甕は西側のものは直径90cm,深さ63

cm′ 埋土は五層に分けられるが主に

青灰色土,東側のものは直径1.2m,

深さ63cm,埋土は上層 。暗青灰色砂
※底部には木 ,

質土+基盤上のブロック,下層・暗  ①黄褐色粘土ブロック
②暗青灰色砂質土

⑤ 炒勿 ⑦

カメ片があり,最底部には山土を固める

⑥暗青灰色砂質土+黄褐色土ブロック

⑦暗灰色砂質土+黄褐色土ブロック

③暗灰褐色粘質土

(青灰色,黄褐色土ブロック含)

8馨戻看尋嘗量十黄褐色粘土ブロック                5m
第203図  Ⅱ区S K47断面図

灰色砂質土+基盤上のブロックでと

もに甕の底部には木片・甕片が含ま

れ,底部は山上で固められる。

1049は陶器椀。薄手で内面褐色,外面青みかかった釉を施す。18世紀後半から幕末。1050は陶

器甕。赤茶褐色の素地に暗茶褐色の釉をかける。体部に四条の沈線を施す。1051は土師質土器甕。

体部外面に二条の沈線を施し,内面下半は横方向のハケロを施す。

Ⅱ区 S K48(図版57)

Ⅱ区西部南半で検出した土坑である。ほぼ円形で直径1.20m,深 さ0。 72mである。土坑の内部

には土師質土器甕が埋められる。甕は直径1.2mで甕の内部に明褐灰色砂質上が水分を含んだ状

態で埋められていた。この土坑は現畦畔に隣接 し,S K49050に 接する。

Ⅱ区 S K49(図版57)

Ⅱ区西部南半で検出した土坑である。ほぼ円形で直径1.35～ 1。 40m′ 深さ0。 47mである。埋土

は主に基盤上のブロックで,底部から土師質土器甕の底部が据わった状態で出土した。この上坑

は現畦畔に隣接 し,S K48050に接する。

Ⅱ区 S K50(図版57)

Ⅱ区西部南半で検出した。ほぼ円形で直径1.45～ 1.50m,深 さ0.52mで ある。埋土は基盤上の

ブロックで基盤上の上を捏ね回した状態である。この上坑は現畦畔に隣接し,S K48049に接す

る。

Ⅱ区 S K51(第 204図 図版57)

Ⅱ区西部南半で検出した土坑である。不整方形で長軸1.10

m,短軸 0。 90m,深 さ0.24mで ある。埋土は上層 0基盤上の

ブロック,下層 0暗灰色粘土 (基盤土を含む)である。

L=18.80m

N S

①黄褐色粘土ブロック

②暗灰色粘土 (泥状,黄褐色粘土含)

0     0.5m

-第204図  Ⅱ区 S K51断面図
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Ⅱ区 S K52(第 205図 )

Ⅱ区西部南半で検出した上坑である。ほぼ

円形で直径1.10m,深さ0.66mである。埋土

は七層に分層できるが,全体に基盤上の上を

ブロック状にを多 く含む。 この上坑は現畦畔

に隣接する。

Ⅱ区 S K53(第 206・ 207図  図版106)

Ⅱ区東部南半で検出した土坑である。長

楕円形で形態は溝に近い。長径8.60m,短

径1.25m,深 さ0.62mである。埋土は上層

0                         10Cm

L=18 70rn

①黄褐色土プロック+黒褐色泥
②明褐色砂質土+黄褐色土 (斑状)

③明灰色砂質上十黄褐色土 (斑状)

④明灰色粘質土+黄褐色土ブロック (Mn多)

⑤暗灰色粘質土+黄褐色土ブロック

⑥暗褐灰色粘質土

⑦暗褐灰色粘質土+黄褐色土ブロック    L___十 _理Jm

第205図  Ⅱ区 S K52断面図

Ⅱ区S K53出 土遺物
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・濁明黄色粘質土,中層 0濁明灰粘質土,下層・濁暗茶

灰褐色粘質上で,東西方向のほぼ現地割に沿 う。東から

西へ向けて緩やかに落ち,西端では径1.00～ 1。 90m,深

さ0。 15m,底部には凹凸のある落ち込みがある。

1052～ 1054は陶器椀。1052は呉器手。内外面に褐色の

釉を施す。唐津。17世紀後半以降。1053は褐色の釉を掛

け,高台付近は露胎である。見込みに呉須絵を描く。18世紀前半から中葉。1054は刷毛目椀。内

外面ともロクロを利用したハケロを施す。唐津。18世紀。1055は陶器皿。内面に青緑色,外面上

半に透明釉を掛け,底部内面は蛇の目釉剥ぎを施す。唐津系。青緑皿。17世紀後半～18世紀前半。

1056・ 1057は陶器刷毛目皿。1056は見込み部分に蛇の目状に自土を塗 り,その部分とやや位置を

ずらすようにして高台の熔着痕がある。1057は内面にロクロ回転を利用した波状のハケロを施

す。唐津。18世紀。

Ⅱ区 S K54(第 2080209図  図版1060107)

Ⅱ区北東隅で検出した土坑である。不整円形で直径2.20m,深さ0。 62mである。

1058は磁器広東椀。見込みと外面に染付を描く。高台部分は故意に打ち欠いた可能性もある。

肥前系。18世糸己後半以降。1059は青磁染付椀。1060は陶器椀。内外面に透明釉を施し,外面に鉄

釉で幅広い二条の横線を描く。1061は 陶器大皿。粗い乎L白色の胎土で内外面に灰釉をかける。細

かい貫入が入る。18世紀末～19世紀,瀬戸美濃産。106201063は陶器徳利。1062は体部に多条の

沈線を描き,その後大きな楕円形の窪みを作る。底部に「①」の刻印をもつ。保命酒徳利である。

1063は外面に鉄釉を掛けるが,底部はやや薄めで釉の掛け方も雑である。体部最大径の部分に稜

をもつ。1064は土師質土器。砂粒の多い粗い胎土で,口 縁部内面に煤が付着する。孔は遺存しな

いが,孔をもつ蛤壷と考えられる。1065は瓦質土器茶釜。鍔から上に二個所に把手をもち,外面

に珠文の押陽刻文をもつ。内面はいぶさない。1066は橋鉢。外面は横方向のヘラ削りで,日縁部

と招 り目の境に緩い段をもつ。招 り目の上端付近はなで消されている。堺産。1067は寛永通賓。

裏面には何の文様・文字も入らないものである。

L=18.10m

①濁明黄色粘質土

②濁明灰色粘質±   0      0.5m
③濁暗茶灰褐色粘質土

第207図  Ⅱ区 S K53断面図
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Ql嘘

0 lOcm

-

第208図  Ⅱ区S K54出 土遺物(1)
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⑩l晰
第209図  Ⅱ区S K54出 土遺物(2)

L=i7.80m

E

0                         10cm

Ⅱ区 S K55(第 211図 )

Ⅱ区東中部で検出した土坑である。ほぼ円形で

直径0。 85m,深 さ0。 22mである。埋土は上層 0灰

褐色砂混粘質土+基盤上のブロック,下層 0基盤

上の上がブロック状になる。土坑内には底部を抜

いた土師質土器風呂釜の体部が埋められている。

Ⅱ区 S K56(第 210図 )

Ⅱ区東中部で検出した土坑である。ほぼ円形で

直径1.00m,深さ0。 22mである。埋土は上層が基

盤上の上がブロック状にな り,下層は主に灰褐色

砂混粘質上である。

L=17.80m
E                   W

①黄褐色粘土ブロック

②灰褐色砂混粘質

(黄褐色粘土混)

③明灰褐色砂混粘質土

(黄褐色粘土混)

①褐自色粘質土 (Mn含 )

0        0.5m

-
第210図  Ⅱ区 S K56断面図

①明灰褐色砂混粘質土

(Fo,黄褐色土混)

②黄褐色粘土 (地山)プ ロック+灰褐色砂混粘質土

③黄褐色粘土 (地山)プロック

0.5m

-189-
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Ⅱ区 S K57(第 212図 )

Ⅱ区東中部で検出した土坑である。ほぼ円形で直径1.05m,

深さ0。 44mである。土坑内は大半は 2～ 12cm大の礫で埋めら

れ,底に灰褐色粘質上がわずかに堆積する。

Ⅱ区 S K58(第 213図 )

Ⅱ区東中部で検出した土坑である。楕円形で長径0。 85m,短

径0.55m,深さ0.28mである。埋土は主に灰褐色砂混粘質土 ,

最下層で灰青色砂混粘質上である。この土坑はS D34よ り新し

い。

Ⅱ区 S K59(第 214図)

Ⅱ区東中部で検出した土坑である。楕円形で長径1.25m,短

径0。 75m,深 さ0。 16mである。埋土は主に灰褐色砂質上である。

Ⅱ区 S K60(第 215図)

Ⅱ区東中部で検出した土坑である。ほぼ円形で直径1.42m,深 さ

0.28m,断面は浅い皿状である。埋土は上層から多量のこぶし大の礫

・瓦 0土器等が出上し,下層は主に灰色砂質上である。

Ⅱ区 S K61(第 217図)

Ⅱ区東中部で検出した二坑である。ほぼ円形で ,

直径0。 98m,深 さ0。 1lmである。土坑内にはこぶし
  L=17.80m

大の礫・瓦 0土器が散在していた。

1068は陶器椀。高台畳付以外は全面施釉し,端反

椀で外面に鉄絵を施す。18世紀から幕末。

Ⅱ区S K62(第 2160217図  図版107)

Ⅱ区東部北半で検出した土坑である。ほぼ円形

で直径1.35m,深さ0。 36mで,断面は二段掘状を

呈す。埋土は上段部分が明灰褐色 0灰褐色砂質土 ,

られ,こ ぶし大の礫 0土器片が混じる。

1069は土師質土器甕。風呂釜である。脚は底部円周の 1/4の幅のものが向かいあわせに二個

所につ く。内面下部には突帯を回らせ,四～五個所に穿孔する。突帯の上部には四個所の突起が

つ く。また内面最底部に栓をしたと考えられる穴があく。外面には体部最低部付近に二条の突帯

がつき,左から右へ板状のものでなでつけて文様が施される。

8M署奎
の礫 9      L5m

第212図  Ⅱ区S K57断面図

①明灰褐色砂混粘質土 (Fe含 )

②灰褐色砂混粘質土 (Fe含 )

③灰色砂混粘質土

(②に似るが灰色が強くFeが少ない)

o         O.5m

第 213図  Ⅱ区 S K58断面 図

L=17.70m
S ~

①明褐灰色砂質土

②灰色粘質土 (下半部Fe多)

③灰褐色粘質土 (Mn,Fe含 )

0     0・ lm

第214図  Ⅱ区 S K59断面図

①明褐黄色砂質 (Fe多 )

②灰色砂質土 (Mn多い,Feかたまり)

上方には礫が多い

③灰色砂質土 (Mn,Feやや多い)

④灰色砂質土 (黄褐色土ブロック混)

⑤暗灰褐色シルト

⑥10～ 15gll大礫  0      0.5m

-
第215図  Ⅱ区 S K60断面 図

下段部分には土師質土器風呂釜の体部が埋め
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Ⅱ区S K63(第 218・ 219図 図版1080109)

Ⅱ区東部北半で検出した土坑である。ほぼ円形で

直径0。 90m,深 さ0。 30mである。埋土は上層 0明灰

褐色砂質土,下層は瓦 0土器片を含む。底部から板

状の木製品 (桶の底板の一部)が出上した。

1070は磁器蓋。上物の蓋で口縁部内面に花菱文 ,

外面と見込みに「壽」の字を配する。1071は同じく

口縁部内面に花菱文,外面と見込みに「壽」の字を

配する椀で,1070と 組むものであろう。1072は磁器

色絵椀。外面体部を朱色で幅広 く帯状に塗 り,数箇

所を半円状に自抜きのまま残し,その部分に黄色な

どで文様を描く。しかしこの部分は大部分は色は無

くなっている。朱色に塗った部分には先の尖った道

具で引掻いて文様をつける。1073は陶器行平。非常

に薄い器壁で口縁部を外側へ大きく屈曲させ,口縁

端部を上へつまみあげる。注目部分は遺存しない。

内面と外面口縁部に透明釉を施す。1074は陶器土瓶。口縁端部を除き口縁部内面から外面体部中

央付近まで施し,外面には白土,鉄釉,銅緑釉で葡萄を描く。二個所に把手をつける部分を作 り,

その部分の上方を二個所窪ませている。注目部分は残らない。なおこの上瓶はS K65の 破片と接

合する。1075は瓦質土器甕であろう。1076は 陶器火鉢。外面に削 り込みによる文様を入れる。

1077は瓦質土器竃。双房形と呼ばれるもので,二個所の火所を持ち,火所の部分は別の筒状の粘

0                         10cm

Ⅱ区 S K61 1068

①明褐灰色砂質土 (Mn合 ,Feやや多)

②灰褐色砂質土 (地山ブロック混)

③明灰色砂質土 (Fe少 ,地山ブロック少)

④暗褐黄色砂質土 (Fe多)

⑤暗褐灰色砂質土 (き め細かい)

0        0.5m

-
第216図  Ⅱ区S K62平 。断面図

Ⅱ区 S K62 1069

第217図  I区土坑出土遺物
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O                        10cm

第218図 Ⅱ区S K63出 土遺物(1)
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0                          10cm

＼ミ`ミ≡ゴ
=写

要

0               10cm

第219図  Ⅱ区S K63出 土遺物(2)
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上を接合している。上端部分が残るのみで全体の構造は不明であるが ,

おそらく直方体を基本としたもので,上面の二個所の円孔に対応して焚

き口があるものであろう。外面はていねいに磨き,内面は指なで痕が顕

著に残る。

Ⅱ区S K64(第 220図 )

Ⅱ区東部北半で検出した土坑である。ほぼ円形で直径0。 75m,深 さ

0.26mである。埋土は上層 0明灰色砂質土,下層 0灰色砂質上である。

Ⅱ区S K65(第 2210226図  図版62・ 110)

Ⅱ区東部北半で検出した土坑である。ほぼ円形で直

径0,80m′ 深さ0。 30mで ある。上坑内には土師質土器

風呂釜が埋められ,風呂釜の内部には多量の風呂釜片

0瓦・こぶし大の礫が投棄されていた。

1078は陶器刷毛目皿。見込みに蛇の目景Jぎを施し, _

重ね焼きの熔着痕を残す。唐津。18世紀。1079は外面

に透明釉を施し,内面にロクロ痕を顕著に残すもので

ある。花瓶または銚子であろう。1080は陶器徳利。外

面底部以外に濃茶色の釉を施し,内面に顕著なロクロ

痕を残す。この徳利はS K59の 破片と接合した。    L

Ⅱ区S K66(第 222図 )

Ⅱ区東部北半で検出した土坑である。ほぼ円形で直

径0。 70～ 0。 80m,深 さ0。 22mで ある。埋土は主に明黄

褐色砂質土で,こ ぶし大の礫を含む。

Ⅱ区 S K67(第 223図 )

Ⅱ区東部北半で検出した土坑である。ほぼ円形で直

径0。 65m,深 さ0。 27mで ある。埋土は主に灰褐色砂質

上で,底部にこぶし大の石を含む。

L=17.80m

５ｍ
　

　

図
第

① 灰色砂質土 (Fo多)

② 灰褐色砂質土 (Mn含 )

②
′
灰褐色砂質土 (Mnは含まない)

③ 黄褐色粘土
5m

第221図  Ⅱ区 S K65平 。断面図

①明褐黄色砂質土

(Mn,Fe含 )

②明褐灰色砂質土

(Mn,Fe含 )

③明黄褐色砂質土
5m

第 222図  Ⅱ区 S K66断面 図

L=17.80m

L=17.80m
E  _
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色砂混粘上である。

Ⅱ区 S K69(第 2240226図  図版62063・ 110)

Ⅱ区 S K68(第 225図 )

Ⅱ区東部中央付近で検出した土坑である。ほぼ円形で直径 0。 43

m,深さ0.20mである。上坑内には,ほぼ土坑掘削部分にに接して
①明灰褐色砂質土

やや小さめの上師質土器甕が底部を完全に抜かれた状態で埋められ    (Mn,Feやや多)

②明褐色砂質土

ていた。埋土はおおむね甕の内部が暗灰褐色砂質土,外部は暗灰褐    (Mn,Feやや多)

③黒褐色砂質土

④黄褐色砂質土

(Fe,Mn多 )

0        0.5m

Ⅱ区東部中央付近で検出した土坑である。ほぼ円形で直径 0。 77 第223図 Ⅱ区S K67断面図

m′ 深さ0。 28mである。土坑底部には桶の底板が置かれ,土師質土器風呂釜の底を抜いたものを

側板状に立てる。一部風呂釜の欠けている部分は瓦で補っている。風呂釜の内部は,底部から約

0。 2mは多量の甕・瓦片で占められ,上層は灰褐色砂質土である。

1081は磁器椀。見込みは蛇の目釉粂Jぎを施す。高台部は一部を除いて全て欠損しており,故意

に打ち欠いた可能性もある。1082は呉器手。高台畳付以外は施釉するが,高台内は釉が薄い。底

部のみ遺存しており故意に底部のみ打ち欠いた可能性もある。唐津。17世紀後半～18世紀後半。

1083・ 1084は磁器盃。1083は外面に笹文様を施す。18世紀。1085は紅皿。型押し成形によるもの

L=17.80m

①灰褐色砂質土

(上半部にFe,Mnやや多い)

(下半部に黄褐色粘土プロック含)

②カメ・瓦片

0             0.5m

第224図  Ⅱ区 S K69平・断面図

①暗褐色砂質土

(Fe,Mnやや多い)

②暗褐色砂質土

(① よりきめが細かい)

③暗灰褐色砂質土

(① よりきめが細かい)

④暗灰褐色砂混粘質土

0             0。 5m

L=17.80m
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第225図  Ⅱ区S K68平・断面図



I:三 :'::  |::l=|:::                           Cm

0                10cm

第226図  Ⅱ区土坑出土遺物      ~

で内面のみ施釉する。19世紀代であろう。1085は瓦質土器焙烙である。

Ⅱ区 S K70-a(第 227・ 228図 図版110)

Ⅱ区東部南半で検出した土坑である。ほぼ円形で直径0。 60m′ 深さ0。 24mである。埋土は暗褐

灰色砂質土の単一層で上のしまりが悪い。S K70-aは S K70-bと 同一遺構としたが,土層断

面によれば別の遺構である可能性もある。この上坑はS K70-bを切る。

Ⅱ区 S K70-b(第 2270228図)           L〓 17.80m

Ⅱ区東部南半で検出した土坑である。ほぼ円形

で,直径1.00m,深さ0。 33mで ある。埋土中に,土

器片 0こ ぶし大の石,く さり礫を含む。

1087は陶胎染付香炉。外面に染付 (唐草文か)が

みられる。見込み部分・高台畳付に多量の砂が熔着

する。焼き歪みが著しい。1088は土師質土器三足付

甕。内面に厚さ1～ 2 11ull程度の糞尿痕があり,肥溜

用に使用されたものであろう。

①暗褐灰色砂質土 (Fe含 ,しまりが悪い)

②黄褐色粘土プロック+褐灰色砂質土

③明褐黄色砂質土 (暗褐色粘プロック含)

④灰褐色砂質土 (く さり礫,Mn少し含)

⑤暗灰色砂質土

⑥暗褐色灰色砂質土

(⑤によく似るが,やや褐色がかり,⑤ と
、⑥の境にくさり礫が筋状に入る。)

o      O.5m
i    ~

第227図  Ⅱ区 S K70断面図

L〓 17.80m
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0                         10cm

第228図  Ⅱ区 S K70出 土遺物

Ⅱ区 S K71

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。不整方形で一辺1.65m′ 深さ0。 10mである。埋土は灰

褐色粘質土の単一層である。この上坑はS D34よ り新しい。

Ⅱ区 S K72(第 229図 )

Ⅱ区東部中央で検出された土坑である。隅丸方形で一辺0.55m,深さで0。 18mで断面形は逆台

形である。土坑の底部に約40cm四方のほぼ正方形の板が置かれ,そ の上に側板状に土師質土器甕

を据えたものが約 1/2残存していた。埋土は甕内部の上層が明褐灰色砂質土′下層は暗灰褐色

砂混粘質土,甕の外部は灰色砂質上である。

Ⅱ区 S K73

Ⅱ区東部中央付近で検出された土坑である。不整円形で直径0。 70m,深 さ0。 22mである。埋土

は灰褐色砂質上の単一層である。

Ⅱ区 S K74(第 230図  図版63)

Ⅱ区東部北半で検出された土坑である。ほぼ円形で直径0。 55m,深 さ0。 16mである。土坑内に

は直径約0。 40mの赤褐色の土師質土器甕が埋められ,土坑はほぼ甕の大きさに合わせて掘削され
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L〓 17.80m

E

①明褐灰色砂質土 (Fe多い)

②暗灰褐色砂混粘質土

③灰色砂質土+黄褐色粘土プロック

0              0.5m

第229図  Ⅱ区 S K72平・断面図

褐色砂質土 (黄褐色粘土ブロック)の単一層である。

Ⅱ区 S K77(第 232・ 233図  図版110)

L=17.80m
E―

①灰褐色砂質土 (黄褐色土ブロッタ混)

②褐灰色砂質土

③暗褐色砂質土

④褐色砂質土 (②に似るが色が少し濃い)

⑤暗褐色砂質土

※カメの内側のほぼ全面に赤茶色の付着物あり

L〓 17.90m

③暗灰色砂質土

(黄色土・黒褐色土プロック混)

④明灰黄色砂質土 (Fe含 )

0         0.5m

LT_rT_=球
m

第230図  Ⅱ区S K74平・断面図

ている。

Ⅱ区 S K75(第 231図 )

Ⅱ区東部中央付近で検出された土坑である。隅丸長方形で長辺 1。 30m,

mで断面は長方形に近い逆台形である。
E

Ⅱ区S K76

Ⅱ区東部中央付近で検出された土坑である。隅丸長方形
①明黄褐色砂質土 (しまりが悪い)

で長辺0.80m,短辺 0。 40m,深 さ0。 12mで ある。埋土は灰    ②暗褐色砂質土 (①の土混)

Ⅱ区東部中央付近で検出された土坑である。不整方形で   第231図 Ⅱ区S K75断面図

一辺0。 62～0.65h,深さ0。 1lmで表面が0。 04mほ ど盛 り上がっている。埋土上面近くに石が多く

含まれる。この上坑は S D33よ り新 しい。

108901090は瓦質土器羽釜。内面に横方向の刷毛 目を施し,鍔 より下

に煤が付着する。1090は 外面に花文のスタンプと刷毛で施文し,内面に

は横方向の刷毛 目を施す。

Ⅱ区 S K78

Ⅱ区東部中央付近で検出された土坑である。不整円形で直径 1。 05～ 1.

15m,深さ0.30mで ある。埋土は上層が褐灰色砂質土 (下部で灰褐色砂

短辺1.05m,深さ0.22

L=18.00m

①明灰褐色砂質土 (Fe多)

②黄褐色粘土プロック

0        0.5m

―第232図

Ⅱ区 S K77断面図
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0 l0cm

-

第233図  Ⅱ区S K77出 土遺物

質土を含む),下層は基盤土がブロック状に含まれ,底部から土器・陶磁器片が多量に出上した。

このうち土師質土器風呂釜片はS K98の ものと接合関係にある。

Ⅱ区 S K79(第 234図 図版64)

Ⅱ区東部中央付近で検出された土坑である。不整円形で直径2.28～2.30mである。深さは1.01

mま で掘削したが,崩壊の危険の  年
17.90m

為,人力では最底部まで掘削するこ

とはできなかった。埋土は上面から

0。 2mま ではぼ褐灰色砂質土 ,それ

以下は 5～10cm大の礫で埋められて

いた。この上坑はS D33にはぼ接 し

て掘削されている。

Ⅱ区 S K80(第 23502360240図

図版6406501110112)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑で

ある。不整形で長径1.55m,短 径 1.

① 褐灰色砂質土 (Fe多い)

② 灰色砂混粘質土 (しまり悪い)

②
′
泥+10～ 20clll大 の礫

③ 黄褐色粘土プロック

④ 灰褐色砂質土

(黄褐色粘土プロック含)

第234図  Ⅱ区 S K79断面図

0         0.5m

-

10m,深さ0.14mで断面は浅い皿状である。埋土は明灰色・

灰色シル トで,土坑内からは多量の礫 0陶磁器片が固まって

出土した。この上坑はS D33に隣接する。

1091は磁器皿。見込みに五弁花のコンニャク印判,内面に

梅花文,外面に唐草文,高台内には崩れた「大明年製」を配

L=18.00m i
s                  N

①明灰色シルト(FeoMn含 )

②灰色シルト

(やや灰色が強い。Fo含む。石等多い)

0        0.5m

-199-
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する。いわゆるくらわんか手で肥前 ,18世紀前半のもの。1092は 陶胎染付椀。外面に唐草文を描

く。釉はやや青みがかる。肥前系。18世紀。 1093は刷毛目皿。見込みに重ね焼きの熔着痕がある

他,蛇の目状に釉が薄 く発色の悪い部分があ り,そ の部分を縁取るように朱色のラインが入る◇

唐津。18世紀。 1094は刷毛 目鉢。見込みに重ね焼きによる熔着痕があり,誤 ってか白上を落とし

た痕跡がある。内外面ともロクロ回転を利用 した刷毛 日で外面は波状に施す。内面から外面上半

まで透明釉 ,外面下半から高台は鉄釉を施し,外面中央部分一部は露胎である。1095は磁器花器。

外面に草花文の染付を描 く。 1096は 陶器徳利。外面は赤茶色の釉で化粧掛けをする。体部下半の

0                          10Cm

第236図  Ⅱ区S K80出 土遺物
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も

最大の部分で稜を持ち,それより上部では糸目文を有す。底部外面に「田」の刻印を持つ。1097

は土師質土器焙烙。国縁部内面に張り出しを向かい合わせに二個所もち,それぞれに二孔を穿

つ 。

Ⅱ区 S K81(第 237・ 240図 図版112)

Ⅱ区東部中央付近で検出された土坑である。

ほぼ円形で直径2.05m,深さ0。 25mで断面は長

方形に近い逆台形である。底部はやや凹凸があ

る。この上坑は S D33よ り新 しくS K82よ り古

い。

L=18.00m
N                               S

③

①暗褐灰色粘質土 (黄色土,黄褐色土プロック多く混)

②暗褐色粘質土

(① よりやや色が薄い,黄色土ブロック黒褐土ブロック少し含)

③暗灰褐色粘質土 (黒褐色土プロックあり)

0        0.5m
第 237図  Ⅱ区 S K81断面 図   ~

1098は磁器皿。内面に染付があり,見込みに蛇の目釉

景Jぎを施す。外面体部上半部に縄 目状の痕跡がある。肥

前系。17世紀後半～18世紀前半。1099は括鉢。口縁部下

端に重ね焼きによる熔着痕があり,色調の変化もみられ

る。備前。

Ⅱ区 S K82(第 2380241図  図版650112)

Ⅱ区S D33の上面で検出された土坑である。楕円形で

長径0.62m,短径0。 53m,深 さ0。 26m,断面はほぼ長方

形である。土坑内には土師質土器甕が埋められ,甕の内

部にも同一個体と考えられる甕の破片が大量に投棄され

ていた。この上坑はS K810 S D33よ り新 しい。

1100は磁器皿。蛇の目凹型高台で,内外面に染付を描

く。1101は瓦質土器焙烙。日縁部内面には,遺存 しない

もののおそらく相対する位置に二個所に張 り出しをもつ

もので,張 りだし部分に二孔を穿つ。内外面に指頭痕が

残る。

Ⅲ区 S K83(第 239図)

I区東部南半で検出された土坑である。隅丸方形で一辺

0。 85m,深さ0。 42m,断面はほぼ逆台形である。

Ⅲ区 S K84

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。不整形で長径0。 60

m,短径0.50m′ 深さ0.06mで ある。この土坑はS D35よ り

新しい。

L:18.00m

①明灰褐色砂質土 (Fe,Mn含 )

②褐灰色砂質土 (黄褐色土混,Mn多 )

③暗灰色粘質土

④灰褐色粘質土 (Fe,Mn少 )

0              0.5m

第 238図  Ⅱ区 S K82平 。断面 図

L=18.00m

①灰黄褐色砂質土 (黄色粘土混,Fe,Mn含 )

②灰褐色砂質土 (Fe多)

③黄色粘土ブロック

④灰褐色砂質土 (②に似るが②よりFeが多)

⑤灰色砂質土 (黄色粘土ブロック,ス ミ多量に含)

⑥褐色砂質±   0 0.5m

-
第239図  Ⅱ区S K83断面図
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0                          10cm

夕

‐

(γ鶯＼ゝズご

Ⅱ区 S K81 1098。 i099

第240図  Ⅱ区土坑出土遺物

0                          10cm
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0                          10cm

喬
ジ`フζベギ

第241図  Ⅱ区 S K82出 土遺物

Ⅱ区 S K85(第 242図 図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。ほぼ円形で直径

0.65m′ 深さ0.20m,断面はボウル状である。埋土は主に上

層・明灰褐色砂質土 ,下層・暗灰色砂質土で,上層と下層の

間に灰褐色砂質上を含む。

Ⅱ区 S K86(図版57)

灰色砂質土に基盤上が多量に混じる。

Ⅱ区 S K88(第 243図 図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。楕円形で長径0.80m′ 短

径0。 65m,深 さ0。 30mである。この上坑はS K86087に 隣接する。

Ⅱ区 S K89(第 244図 図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。不整円形で直径 0。 70～

0。 80m,深 さ0。 24mで ある。埋土はおおむね灰黄褐色砂混粘上で ,

底部には礫が混 じる。この土坑はS K86087に隣接する。

タク
0                   10cm

②

①明灰褐色砂質土

(黄色断土プロック少し,Fe多い)

②灰褐色砂質土

③暗灰色砂混粘質土

0         0.5m

第242図  Ⅱ区 S K85断面図

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。ほぼ不整円形で直径0。 65 L=18.00m
E             w

灰色粘質土 (重蓋Lザ:tテ「 機者
「

二』言F色

粘質

す

,下層・褐  ~、

こk豆二百
フ
ア
~

③
Ⅱ区 S K87(図版57)

①褐黄色粘土

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。不整円形で直径 0。 65～    8億 霧優言難暑童

0。 75m,深 さ0。 17mである。埋土は上層・明灰色砂質土 ,下層・明    (〒
褐色土混)0.5m

-
第243図

Ⅱ区S K88断面図

L=18.00m

①灰黄褐色砂混粘質土

(黄色粘土′Fe,Mn含 )

②褐灰色砂混粘質土

③②+黄色粘土プロック

④灰褐色砂混粘質土
o        O.5m

第244図  Ⅱ区S K89断面図

L=18.00m
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Ⅱ区 S K90(第 245図

図版57)

Ⅱ区東部南半で検出され

た土坑である。ほぼ円形で

直径0.6m以上 ,深 さ0。 44

m,断面は逆台形だが底部

は括鉢状に窪む。埋土は上

層 0灰褐色砂質土,下層 0

灰褐色砂質上に基盤上が多

量に混 じるものである。こ

の上坑は S K91よ り古い。

Ⅱ区 S K91(第 245・ 246

図 図版57066)

Ⅱ区東部南半で検出された

土坑である。不整方形で長

辺0。 98m,短辺0.88m,深

さ0。 55mである。土坑の内

部には土師質土器甕 (肥

溜)が埋められ,その内部

には埋められたものと同一

個体と考えられる甕片をは

じめ,陶磁器片が投棄され

ていた。埋土は土師質土器

甕より上部は灰褐色砂質土 ,

り新しい。

1102は描鉢。体部外面を横方向にヘラ削りし,11本一単位の招 り目で口縁部と招 り目の境に段

をもつ。堺産。

Ⅱ区 S K92(第 24602470249・ 250図  図版57066・ 1130114)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。ほぼ円形で直径1.30m′ 深さ0。 28m,断面は長方形に

近い台形である。土坑中央部分には15cm大 の礫 0陶磁器片 0瓦片が大量に投棄され,集中して出

土した。この部分からは多量の陶磁器類が出土した。この土坑はS K94と 接合関係にある。

1103は青磁椀。見込みに花文の陰刻文を施す。高台部分のみ残存するもので,体部を故意に打

ち欠いた可能性もある。110401105は 磁器くらわんか手の椀。1104は見込みに蛇の目釉粂Jぎを施

:藁:沐ittlw
0

⑥褐灰色砂質±                         0・ 5m

⑦灰色砂質土+黄褐色粘土 一一」S K90

第245図  Ⅱ区 S K90,91平 。断面図

甕の内部は暗褐色粗砂で10cm程度の礫を含む。この上坑はS K90よ
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区

区

S K91   ‖o2

S K92(1)l:03～ ‖12

診1品

0                         10cm

第246図  I区土坑出土遺物
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を描 く。18世紀。1106～1109は刷毛 目椀。1106は内外面 615m

ともロクロ回転を利用 した刷毛日で外面は波状のもので 8語鱈曇量移冒圭〔]:,ね n多い)

ある。内面に蛇の目釉粂Jぎ をもつ。1107～1109は外面は 3躍恵
色砂質土 (③によく似る,Feが③より多い)
)質土 (②層の埋土がやゃ混)

ロクロ回転を利用した波状の刷毛 目,内面は打ち刷毛 目 8厠話修書土 (明黄褐色土粒状に混)

である。唐津。18世紀。 1110は 陶胎染付椀。釉はやや ③灰色砂質土+明灰褐色砂質±
   0.5m

し,外面には染付で梅花文を描く。1105は外面二重網目

文,内面一重網目文,見込み菊花文,高台内に「渦福」

青っぼく発色する。18世紀。111101112は呉器手椀。や

Ⅱ区 S K93(第 2480250・ 251図 図版43・ 112)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。ほぼ円形で

直径1.36m,深さ0.60m,断面は部分的に二段掘にな

る。底部からはほぼ土坑の側面に沿って桶のタガが出

上し,側板もわずかに遺存 していた。埋桶状の上抗で

あったと考えられる。最底部には汚泥が堆積 していた。

この上坑はS K94よ り新 しい。

1129は磁器椀。外面に二重網 目文を描 くものでくら

わんか手である。肥前。18世紀。1130は土師質土器獣

面足。足の背面から口部分の裏側へ向けて斜上方へ穿

L=17.90m

第247図  Ⅱ区S K92断面図

L=i8.00m

E

S

や粗い予L白 色の胎土をもち,細かい貫入の入った釉を施す。唐津。17世紀後半～18世紀後半。

1113～ 1115は陶器椀。1113は見込みは蛇の目釉剥ぎ′淡褐色の胎上で高台付近まで透明釉を施

す。肥前系。18世紀前半～中頃。1114は内外面に刷毛目を施すものであろう。1115は薄い器壁で

外面底部を施釉しないもので,細かい貫入が入る。18世紀後半～19世紀前半。1116は磁器皿。内

面に染付を施し,見込みは蛇の目釉景Iぎである。底部外面は露胎。肥前系。17世紀後半～18世紀

前半。1117は陶器皿。見込みは蛇の目釉景Jぎ ,外面高台部付近まで透明釉で施釉する。形態は青

緑釉皿と類似する。1119は磁器。口縁部から体部外面は鉄釉で化粧掛け,内面体部下半から底部

は透明釉を掛ける。体部外面に刻線がある。器種は不明。1120は 陶器灯明具。体部外面から底部

にかけてヘラ削りで,内面底部,口 縁部には煤が付着する。備前。1121は磁器花器。内面は無釉

である。1122は陶器片口。外面から内面体部にかけて施釉し,貫入が著しい。一個所に注目をも

つ。肥前系。18世紀。1123～ 1126は括鉢。1123～ 1125は 口縁部と招 り目の境に段を持たないもの

で,1123と 1125は外面口縁部下端に重ね焼きの熔着痕を持つ。備前。1126は外面にヘラ削りを施

し,口 縁部と招 り目の境に段をもつ。堺産。112701128は瓦質土器焙烙。1127は 口縁部内面に張

り出しを持ち,そ こに二孔を穿つ。内面 0横方向の刷毛目,外面・指押さえである。1128は破片

がやや小さめであるがおそらく1127と 同様の形態をもつものであろう。

①濁暗灰褐色粘質土

②濁暗黄褐色粘質土

③濁暗灰黄褐色粘質土

④暗灰褐魚砂買土 (5 oll大 の小石を含む)

⑤濁暗灰褐色粘質土

(暗黄褐色粘質プロック含む)

⑥暗灰褐色砂質土

⑦濁暗灰褐色泥土

0        0.5市

-
第248図  Ⅱ区S K93断面図
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第249図  Ⅱ区S K92出 土遺物
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0                         10cm 1125-1128
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Ⅱ区土坑出土遺物
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第251図  I区土坑出土遺物

濡

-209-



孔する。香炉か盤の脚部となるものか。113101132

は括鉢。ともに口縁部と招 り目の境に段をもたな

い。1131は 口縁部外面に自然釉が付着し,口 縁部下

端に重ね焼きによる熔着痕が残る。招 り目は 8本一

単位。備前。1132は素焼きに近い焼成である。招 り

目はおそらく7本一単位で,間隔は粗い。

Ⅱ区 S K94(第 2510252図  図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。不整方形と考えられるが一部調査区外へ延びる。一辺

約1.65m,深さ0.40m,断面はやや深めの皿状である。埋土は上層 0濁黄灰褐色粘質土′下層・

濁明灰褐色粘質上で10～ 20cm大の礫を含む。この上坑はS K93よ り古い。またS K92と 接合関係

にある。

1133は陶胎染付椀。外面に唐草文を描 く。肥前系。18世紀。113401135は 刷毛目椀。1134は内

外面ともロクロ回転を利用した刷毛目を施す。1135は内面はロクロ回転を利用した刷毛目がみら

れるが,釉の発色が悪く外面は刷毛日は観察できない。唐津。18世紀頃。1136は土師質土器三足

付甕,脚部。内面底部は横方向の刷毛自;外面は指押さえである。破片のため詳細は不明だが ,

体部の下部に方形の穴が開けられていたようである。1137は土師質土器焙烙。

Ⅱ区 S K95(第 253図 図版57)

Ⅱ区東部南端付近で検出された土坑である。長楕円形で長径1.80m′ 短径0。 85m,深さ0。 14m

である。この上坑はS D23よ り新しい。

Ⅱ区 S K96(第 254図 図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。隅丸方形で一辺1.85m,深 さ0。 62m,断面は逆台形で

一部二段掘状になる。埋土はおおむね基盤上の上を捏ね回した状態のものであった。

Ⅱ区 S K97(第 255図  図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。ほぼ円形で直径1.40m,深 さ0,54m,断面は長方形に

近い。この上坑はS K98よ り古い。

①濁黄灰褐色粘質土

(20oll大 の河石を含)

②濁明灰褐色粘質土
0.5m00はの隔 をω

Ⅱ区 S K94断面図第252図

①濁明黄灰色粘質土

②明灰褐色粘質土 (細砂含)

③明黄灰褐色粘質土 (細砂)

o        O.5m
8′ 藝優昼距魯聖喪災鱈理5警量走予しまりが悪し:丁]境喫寒夫な。
② 灰褐色粗秒十黄灰色粘土ブロック (ス ミ混)

§:[[:Iil言 [:[I;:ξ

ク
三]地山混

第254図  Ⅱ区S K96断面図        m

一-210-一

L圭 18.00m
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|
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第253図 Ⅱ区S K95断面図



Ⅱ区 S K98(第 255図 図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。ほぼ円形で直径0。 95m′ 深さ0。 42mである。土坑の上

層には基盤土をブロック状に含み下層からは陶磁器片が多量に出土した。この土坑はS K97よ り

新しい。またS K78と は接合関係にある。

①褐黄灰色砂質土 (黄褐色粘土,Mn混 )

②明黄灰色粘上ブロック (灰色砂質土少し)

③明褐灰色砂質土 (暗褐色粘土ブロック含)

④灰褐色砂質土 (③層上のプロック混)

8婚冤郵娼:三里■望壁fi=笠主埜生三ヨs甲8

0         0.5m

第255図  Ⅱ区 S K97,98断面図 ~

Ⅱ区 S K99(第 256図 図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。楕円形と考えら

れるが,約 1/2は S K100に 切られており全体の規模′形

状は不明である。径0.5m以上 ,深さ0。 17m以上′断面は逆

台形と思われる。この上坑は S K98よ り古 く,S K100よ

り新 しい。

Ⅱ区 S K100(第 256図 図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。楕円形で長径

S K99よ り新 しい。

Ⅱ区 S K101(第257図 図版57067)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。ほぼ円形で直径 0。 31～ 0.35

m,深 さ0.08mで断面は長方形に近い。土坑内には土師質土器甕が埋

められていた。土坑内からは,ア カニシの貝殻が出上した。

S K97

①灰褐色砂質土      ―

(Mn黄褐色粘土プロック

FτI]SK100
②暗褐色砂質土

(黄褐色粘土プロック少し)

③灰色砂質土

(Fe多い,Mn含) 一―― S K99

0 0.5m

-
第256図 Ⅱ区S K99, 100断面図

0。 76m,短径0。 70m,深 さ0。 31mで ある。土坑内には土師質土器甕・瓦 0陶磁器片 0礫が投棄さ

れていた。埋土は底部に暗灰色粘質上をわずかに含む他は灰褐色砂質上である。この上坑は

印

①暗褐色粘質土 (泥 )

②灰色砂質土

(黄褐色粘土ブロック混)

o        O.5m
第 257図 ~

Ⅱ区 S K101断面 図

L=18,00m
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①灰褐色砂質土 (黄褐色土斑状に混,Mnやや多い)

②暗褐色粘土プロック (黄褐色粘土ブロック混)

③黄褐色粘土ブロック十褐灰色砂混粘質土)

④明灰色砂質土 (黄褐色粘土少し混)

⑤黄褐色粘土プロック (灰褐色砂質土わずかに含)

⑥暗褐灰色粘土

⑦褐灰色粘質土 (Fe多 ,暗褐色粘土プロック含)

③明灰褐色粘質土 (黄褐色粘土斑状に含む)

⑨明灰褐色粘質土 (Fe含 )

⑩暗灰褐色砂混粘質土

⑪暗褐色粘土 (ス ミ混)

⑫暗褐色粘土プロック

⑬明灰色粘土

⑭黄褐色粘土ブロック+暗褐色粘土プロック+
明灰褐色粘土プロック (地山プロックの混合状態)=一  S Ki05

第 258図  Ⅱ区 S K103,104,105断 面 図  性―――一三fm

Ⅱ区 S K102(図 版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。ほぼ円形で直径0.45m,深 さ0。 16mである。埋土は上

層・灰褐色砂質土,下層 0灰色砂質上である。

Ⅱ区 S K103(第2580261図  図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。不整円形で直径約1.40m,深さ0。 70mで ある。この上

坑はS K 104よ り新 しい。

1138は指鉢。口縁部外面に自然釉′口縁部下端に重ね焼きによる熔着痕がある。備前。

Ⅱ区 S K104(第258図 図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。大部分が S K 103に 壊されており,全体の規模・形状

は不明である。深さは0。 77m,断面は二段掘状である。

Ⅱ区 S K105(第258図 図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。ほぼ円形で直径1.45m,深さ0。 46mで ある。埋土は黄

褐色粘土または暗褐色粘上の基盤土の上をブロック状に捏ね回 した状態であった。 この土坑は

S K104よ り古い。

Ⅱ区 S K106(図 版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。ほぼ円形で直径1,60m,深さ0.67mで ある。最底部に

は薄 く水分を多 く含んだ泥上が堆積する。土坑内底部付近からは桶のタガが出土しており,埋桶

状遺構と考えられる。

Ⅱ区 S K107(図 版57)

S K103

S K104
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Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。大部分はS K106に 壊され,全体の規模,形状は不明で

ある。遺存する部分で深さ0。 06m,埋土は上層・炭化物,下層・明灰褐色砂質土である。この上

坑はS K 108よ り新しく,S K106よ り古い。

Ⅱ区 S K108(第 261図 図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。ほぼ円形で直径1.20m,深さ0.52mである。埋土は主

に基盤上の上をブロック状にを捏ね回した状態で,底部からは陶磁器類・瓦 0礫が多量に出上し

た。この土坑はS K109よ り新しく,S K107よ り古い。

1139は磁器盃。外面に笹文様を描く。1140は陶胎染付椀。外面唐草文であろう。肥前系。18世

紀。1141は磁器。外面に草花文を描く。銚子。1142は陶器香炉。内外面体部まで施釉し,口 縁は先

端を内側に巻き込んで作る。1143は括鉢。体部外面を横方向にヘラ削りする。内面口縁部の指 り

目の上は突帯状になり,上端付近で招 り目をなで消している。堺

産。

Ⅱ区 S K109(第2590261図  図版570115)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。約 1/2ほ どはS K 108

に壊され,全体の規模,形状は不明だが,ほぼ円形で直径0。 90m,

深さ0.28mである。埋土は明灰色砂質土 (基盤土を斑に含む)で

断面は段がつく。この上坑はS K 108よ り古い。

1144は陶器刷毛目皿。内面のみ波状の刷毛目を施す。見込みは蛇

の目釉粂Jぎを施し,その上から陶土を蛇の目状に塗る。唐津。18世

紀以降。1145は陶器香炉。外面体部を施釉し,内面に重ね焼きの熔

着痕がある。

Ⅱ区 S Kl10(第 260図 図版57)

Ⅱ区東部南半で検出された土坑である。楕円形で長径0。 75m,短

径0.55m,深さ0.22mで 断面には凹凸がある。

0

第259図  Ⅱ区S K109断面図

①褐色砂質土

(Feやや多い,Mn含む)

②明灰色砂質土

(黄褐色粘土プロック含む)

0        0.5m

-
第260図

Ⅱ区 SKl10断面図

Ⅱ区 S Klll(第 262図 図版57067)

Ⅱ区,東部南端付近で検出された土坑である。不整楕円形で,長径1.70m,短径1.47m′ 深さ

0.56mである。土坑内の上部0。 44mま では明灰褐色砂質土に混じって大量の瓦片 。土師質土器甕

片 (肥溜,風呂釜)が投棄されていたが,陶磁器類はほとんどなかった。この上坑はS Kl12よ り

新しい。

Ⅱ区 SKl12(第 262図  図版57)

Ⅱ区東部南端付近で検出された土坑である。ほぼ円形で直径1.80m,深 さ0.56mである。埋土

は黄褐色粘土 (基盤土)ブ ロック+灰褐色砂質上の単一層である。この上坑はS Klllよ り古い。

土坑内からはわずかに土師質土器,陶磁器が出土したがいずれも細片である。

L〓 18.00m

①明灰色砂質土  (+黄褐色粘土斑状)
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Ⅱ区S K103 ‖38

Ⅱ区S K108 ‖39～ ‖43

Ⅱ区S K109 ‖44,‖ 45

第261図  Ⅱ区土坑出土遺物
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①

　

②

灰褐色砂質土+黄褐色粘土プロック

藍[言聾::し
も少しつ

ISK‖
28
③ 明灰褐色砂質土 (Fe,Mn合 ,しまりが悪い)

灰色砂質土 (黄褐色粘土プロック含)

黄褐色粘土プロック十灰色砂質土

黄褐色粘土プロック

暗褐色粘土プロック+暗灰色砂質土

暗褐灰色砂質土

5m

灰褐色砂質土+暗褐色粘土プロック

Ⅱ区 SK‖ 3(第263図 )

Ⅱ区東南端付近で検出された土坑

である。大部分が現畦畔下に延び ,

全体の規模 0形状は不明である。現

存部分では不定形で,底部は凹凸が

ある。

⑤

⑤
′

⑥

⑦

第262図  Ⅱ区S Kl11,112断面図

SK111

①暗灰色砂混粘質土 (黄色土プロック,Fe含 )

②暗灰黄色粘質土

③灰黄色砂混粘質土

④暗褐灰色粘質土 (く さり礫,砂混)

Ⅱ区  S Kl14             ⑤黄灰色粘質土

⑥暗褐色砂質土

Ⅱ区東南端付近で検出された土坑  8:僣量移冒童

である。不定形で長軸1.20m,短軸  ⑨蒼嘉とb魯皇R薦藁濯テぜ7り各F8継λ留犠髯
0。 95m,深さ0。 16mで断面は浅い皿  8日詣移潜轟響量

粘土プロック混)

状を呈す。埋土は上層 0灰黄白色シ  3調優2繁冒圭{≦晶色る埜しロック多く含)

ル ト+基盤土ブロック,下層 0灰 白  ⑭明灰色粘質土
0         0.5m

-色粘質土で,底部に礫をわずかに含    第263図  Ⅱ区S Kl13断面図

む。

(4)井戸

Ⅱ区 S E01(第 2640265図 図版680690H5)

Ⅱ区東南部で検出した井戸である。円形で直径1.70m′ 深さ約4。 2mである。15～20cm大 の河原

石を積み上げてつくる。最下層は水分を多く含む泥上で近世陶磁器類の他,植物遺体も多く遺存

していた。この井戸は検出時には,基盤土より深さ0。 40mで径56cm大の石の周りを径約 lm′ 厚

さ l cmの大きさにモルタルで固めて蓋をした状態で検出した。蓋の上部の埋土は暗灰色粘質土

(基盤土の上が混る)で溝に接する部分は黄灰色砂質上である。石組の部分が本来検出時の深さ

までであったのか,廃棄の際上部40cmを抜き取ったかは不明である。この井戸はS D25よ り新し

い。
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①暗灰色粘質土 (黄色土混り)

②黄灰色砂質土

③黄褐色粘質土

④淡灰色粘質土

第264図

ヨSE田 0  ∝5m
―――S D25  -

Ⅱ区S E01,S D25平・断面図

よ̈

1148

第265図  Ⅱ区S E01出 土遺物
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1146は磁器。内面と底部外面は無釉で外面には青緑色釉を施す。御神酒徳利であろう。1147は

陶器甕。砂粒のやや目立つ粗い胎土をもつ。内面から口縁部外面にかけて灰釉を,外面に鉄釉を

掛け,外面肩部から暗緑灰色の釉を流し掛ける。1148は土師質土器
`細

長く瓢箪型の器形で,手

捏ね成形で内外面に指頭痕を顕著に残す。内面底部はハケロ,外面体部は粗い横方向のヘラ磨き

である。髯盤。

(5)溝

Ⅱ区 S D25(第 264図 )

Ⅱ区西部で検出された溝である。幅0.50～ 0。 70m′ 深さ0。 25mで ある。北方向へ流れる溝では

ぼ現地割に沿 うが,南半では検出されなかった。この溝はS K21・ 230250280 S E01よ り古

く,S K22・ 24026027に隣接する。この溝はS D26に平行すること,S D26が昭和62年作成の

丈量図に記載された溝と考えられることからS D26の前身である可能性が高い。

Ⅱ区 S D26(第 266図 図版700116)

I区西部で検出された溝である。幅0。 90～ 1.00m,深さ0.05～ 0。 18mである。北方向に流れる

溝ではぼ現地害Jに沿い,S D25に平行する。S D25同様,南半では検出されなかった。この溝は

昭和62年作成の丈量図に記載されているものである。なお′丈量図によればこの溝は調査区の南

北の中央付近を流れる東西方向の溝から分岐して北流し,溝が途切れて検出できなかった地点付

近で西へ屈曲する。

H4901150は磁器椀。1149は外面の多条圏線の下に梅花文を配するものであろう。1150は 口縁

部内面に花菱,外面に花文を描く。1151は陶胎染付椀。外面に唐草文を描く。肥前系。18世紀。

1152は磁器蓋。見込みに染付で雲を描 く。口縁端部に口銹を施す。1153～ 1155は磁器皿。1153は

見込みに蛇の目状に陶土を塗 り土する。内面に格子状に染付を描く。1154は蛇の目凹型高台を持

ち,見込には三足付ハマ熔着痕をもつ。1155は 色絵小皿。内面に朱色と緑色の色彩で描き,見込

みには「階」の文字を配す。色が落ちて痕跡しか残らない部分が多い。正方形で型造 り成形であ

る。1156は陶器灯明皿。内面に透明釉を掛け,見込みに三足付ハマ熔着痕をもつ。口縁部の一部

が欠損しその部分に煤が付着することから口縁部を一部打ち欠いて使用したものであろう。1157

は磁器人形の頭部。月代を反 り髪は後頭部で束ね,日 の丸らしき鉢巻きを締める。中空の合わせ

型成形で前頭部と後頭部の境に型の合わせ目を残す。1158は瓦質土器羽釜。通常のものより小型

である。115901160は括鉢。11は 8本一単位の招 り目で,外面に火欅をもつ。備前。1160は小型

の橋鉢で,外面ヘラ削り,内面口縁部と招 り目の境に段をもつ。堺産。1161は軒丸瓦。巴の頭と

珠文が大きく,巴の尾は短くなり新しい傾向を示す。内面側端部に指頭痕を残し,内面全体に鉄

線切りによる横方向の砂粒の動きが見られる。

Ⅱ区 S D27

Ⅱ区西南端付近で検出した南北方向の満である。ほぼ現地割の方向に沿い,幅 0。 30m,深 さ
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0                  10cm

第266図  Ⅱ区S D26出 土遺物
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0.08mで ,断面は浅い皿状を呈す ,埋土は灰色砂質上で,部分的に基盤上の上をブロック状に含

む。

Ⅱ区 S D28

Ⅱ区西南端付近で検出した南北方

向の溝である。ほぼ現地割の方向に

沿い,幅 0。 20m′ 深さ0。 06mで断面

は浅い皿状を呈 し,埋土は灰褐色粘

質上である。この溝は S D27と ほぼ

平行し,S D29と 直交する。

Ⅱ区 S D29

Ⅱ区西南端付近で検出した東西方

向の溝である。ほぼ現地割の方向に

沿い,幅 0。 28m,深 さ0.04mで断面

は浅い皿状を呈 し,埋土は淡灰色粘

質上である。この溝は S D28と 直交

する。

Ⅱ区 S D30

Ⅱ区西南端付近で検出した南北方

向の溝である。ほぼ現地割の方向に

沿い,幅 0。 35m,深 さ0.08mで断面

は浅い皿状を呈 し,埋土は褐色粘質

上である。

Ⅱ区 S D31

Ⅱ区東部南半で検出された溝であ

る。幅0。 45m′ 深さ0.09mで ,埋土

は濁明灰茶褐色粘質土の単一層であ

る。ほぼ現地割に沿い西方向へ流れ

る。

Ⅱ区 S D32

Ⅱ区東部南半で検出された南北方

向の溝である。深 さ0。 19～ 0。 23m

で,満の東側は調査区外へ延びるた

め全体の規模は不明である。埋土は

L=18.00m

①明灰色シル ト (Feやや多)

②明灰色シル ト+灰自色粘質土ブロック
③褐灰色砂質土 (Feやや多)

④灰褐色粘質土 (Feやや多)

⑤暗灰色粘質土

(Fe多 )
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第268図  Ⅱ区S D33出土遺物

濁明灰茶褐色粘質土 (細砂混)。 濁暗灰茶褐色粘質上で,真北方向よりやや西へ振る。溝の平面

形は不明確で,断面形では緩やかな落ち込みを示 し,満の明確な断面形を示さず,包含層の落ち

込みに近いものである。

Ⅱ区 S D33(第 267・ 268図  図版70。 H6)

Ⅱ区東端部中央付近で検出された溝である。主軸はほぼ現地割に沿い,3～ 5mおきに鍵型に

屈曲しながら西方向へ流れる。幅0.25～0.70m,深さ0.09～0.16m,断面は浅い橘鉢状である。

溝内部からは多量の上器・陶磁器類が出上した。この溝はS K77・ 79・ 81よ り古 く,S D34よ り

新しい。この溝は現水田境とほぼ一致する。またこの溝を境に南側では土坑,ピ ット等の密度が

高 くなる。

1162・ 1163は陶胎染付椀。1162は外面に唐草文を描 く。1163は外面の染付が不明瞭であるが ,

おそらく同 じく唐草文を描 くものであろう。肥前系。18世紀。1164は陶器掛け分け椀。外面体部

に沈線を入れ,内面に灰釉 ,外面に鉄釉を掛ける。瀬戸美濃産。1165は土師質土器。砂粒の多い

粗い胎土で内面に指頭痕が残る。蛤壺。

Itt SD34(第 269図 )

Ⅱ区東部で検出された溝である。主軸方向はほぼ現地割に沿い,幅 1.10m,深 さ0.11～ 0.32m,

断面は浅い皿状で溝の平面形は不明確である。この溝はS D23・ S D24よ り新しく,溝と重なる

すべての近世土坑より古い。

Ⅱ区 S D35

1区東南部で検出された溝である。主軸方向はほぼ現地割に沿い南北方向を指す。幅0.70m,

深さ0.02～ 0.04mで ある。この溝はS D34よ り新 しい。
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(6) 包含層の近世遺物 (第2700271図  図版1160117)

1166～ 1168は主に I区東部 e s D34付近のやや低い部分に堆積する包含層から出土した遺物で

ある。大きく4層に分層できるが,遺物は,こ の内最上層の明灰黄色砂質土層から出上したもの

である。この層は近世土坑群に切り込まれ,S D34を覆う層である。11660117501178は Ⅱ区西

端南半の現基幹水路際の耕作土から出土した遺物である。

1166～ 1171は磁器椀。116601167は広東椀でともに外面 :見込みに染付を描 く。月巴前系。18世

紀後半。1168は外面に「禎」と源氏香を配し,見込みに龍を描く。蓋のつく上物であろう。1169は

外面に二重網目文をもつ くらわんか手である。肥前。18世紀。1171は外面に細かい縦線′見込み

にも染付を描 くものである。H72～ 1174は陶胎染付椀。1174は釉の発色が悪く,外面は自くなり

染付は観察できない。肥前系。18世紀。1175は呉器手椀。手L白色のやや粗い胎土をもち,内外面

に淡黄褐色の釉を掛ける。唐津。17世紀後半～18世紀後半。1176・ 1177は陶器椀。ともに小振 り

で器壁は薄 く高台は露胎である。1176は白灰色の素地で外面に鉄絵を描 く。1177は青緑灰色を呈

す。1178・ 1179は刷毛目椀。外面をロクロ回転を利用した刷毛目,内面は打ち刷毛目を施す。唐

津。18世糸己。1180は掛け分け椀。口縁部外面から内面に灰釉,外面に鉄釉を掛ける。体部上半に

四条の沈線を入れる。瀬戸美濃産。1181は磁器。外面に唐草文を描 く。やや深めだが皿であろう。

1182は青磁染付皿。蛇の目凹型高台で見込みに障子の図,高台内に「渦福」を入れる。1183は刷

毛目鉢。内外面にロクロ回転を利用した刷毛目を施す。口縁は外側に折 り曲げて作る。唐津。18

世紀。1184は陶器椀。内面に淡茶褐色の釉を掛け,見込みに砂目積をもつ。16世紀末。1185は磁

器 0蕎麦猪口。日縁部内面に花菱文,外面に木々を描く。釉の発色が悪く,染付の色も濁ってい

て光沢が無い。1186は香油瓶。外面に梅花文を描く。1187は 陶器。外面を鉄釉で化粧掛けし,外

面肩部分に糸目文を施す。徳利の頸部。1188は 陶器壷。褐色の胎土に褐色の釉を掛け,体部上部

と下部に届J毛 目を入れる。1189は陶器土瓶。薄手の素地で,橙褐色の胎土に外面に鉄釉と透明釉

を掛け,体部上半に沈線と爪型状の陰刻を施す。1190は土師質土器。淡褐色の胎上で内面全面に

煤が付着する。蛤壷。1191～ 1193は括鉢。1191・ 1192は 口縁部と招 り目に段を持たないもので外

面口縁下端部に重ね焼きによる熔着痕があり,色調の変化もみられる。招 り目は 8本一単位であ

る。備前。1193は体部外面には横方向のヘラ削りを施し,内外面の体部と底部の境に焼き台痕跡

をもつ。底部の招 り日は円弧状を呈する。明石産。
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(1)『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査報告Ⅶ 下川津遺跡』香川県教育委員会 1991

(2)片桐孝浩「古代から中世にかけての土器様相」『中世土器の基礎研究Ⅵ』日本中世土器研究

`当

  1990

土釜Aはこの中で片桐氏が定義したものを指す。

(3)緑釉陶器の焼成については土師質のものを軟陶,須恵質のものを硬陶と呼ぶことが多いが ,

郡家一里屋遺跡出上の緑釉陶器の場合そのような区別を意図したものかは不明であるとの

御教示を財団法人京都市埋蔵文化財研究所平尾政幸氏から受けたので,土師質のものを軟

質,須恵質のものを硬質とした。

(4)森隆「畿内における古代後半の上器様相」『シンポジウム「土器からみた中世社会の成立」』

シンポジウム実行委員会 1991

この中で森氏が定義した回転台土師器と同じものを指す。

(5)町 田洋 0新井房夫「南九州鬼界カルデラから噴出した広域テフラーアカホヤ火山灰」第四

紀研究 第17巻第 3号 1978

(6)建設省国土地理院『土地条件調査報告書 (高松地区)』 (国土地理院技術資料D・ 2-ヽ40)

など

(7)井関弘太郎『沖積平野』113P。 東京大学出版会 1983 など

(8)砥部焼の可能性が考えられる。

『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財調査報告 第九冊  一の谷遺跡群』

(9)白神典之「堺橋鉢と明石括鉢」『江戸遺跡研究会第 3回大会 江戸の陶磁器』 1990

(10)(9)に同じ

―-226-



第 4章 自然科学分析の成果

第 1節 郡家―里屋遺跡出土木材等分析委託業務報告

パリノ 0サーヴェイ社

はじめに

郡家一里屋遺跡 (丸亀市郡家町八幡下所在)は讃岐平野の中央部を流れる土器川左岸の沖積低

地に立地する。これまでの発掘調査により,古墳時代後期～近世にわたる遺構・遺物が検出され

ており,と くに奈良・平安時代の溝が多く確認されている。

今回の分析調査では,古墳時代後期～近世の各時代の掘立柱建物跡の柱材,時代時期不明の井

戸枠材,木樋の各木製品について,その用材選択を検討するために材同定を行う。また,奈良・

平安時代に形成された自然河川 (S R01)と 9世紀後半に構築された溝から検出された種子につ

いて,各時代の食利用植物などについて検討するために種子同定を行う。

1。 郡家一里屋遺跡出土木製品の用材選択について

(1)試料

材同定の対象とした試料は合計 7点であり,柱材 5点 (ヽ 1～m5),井戸枠材 1点 (M6),

木樋 1点 (M7)である。

各試料の時代はヽ1,2は近世 (18世紀後半～19世紀前半)ヽ 3が古代 (9世紀頃)ヽ4,5が 7世

紀初頭とされ,M6,7に ついては時代不明とされている。

(2)方法

剃刀の刃を用いて,試料の木口 (横断面),柾 目 (放射断面),板 目 (接線断面)の 3断面の徒手

切片を作製,ガ ム 0ク ロラール (抱水クロラール50g,ア ラビアゴム粉末40g,グ リセリン20

ml,蒸留水50mlの 混合液)で封入し,生物顕微鏡で観察・同定した。

(3)結果

7点の試料の同定結果はマツ属複維管束亜属の一種 5点 ,コ ウヤマキ 1点 ,ユ レ科の一種 1点

であった (第 5表 )。 同定根拠とした主な解剖学的特徴や一般的な性質を以下に記す。なお,一般

的性質については「木の事典 第 2巻～第 8巻」。)を参考にした。

・マツ属複維管束亜属の一種 Cj%πs subgen.Dゎ Jο:η Jοπ sp。)

早材部から晩材部への移行は急～やや緩やかで,晩材部の幅は広く,年輪界は明瞭。樹月旨細胞

はなく,樹脂道が認められる。放射組織は仮道管′柔細胞とエピセリウム細胞よりなり,分野壁

孔は窓状,仮道管内壁には顕著な鋸歯状の突出が認められ,単列, 1～ 15細胞高のものと水平樹
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脂道をもつ紡錘形のものがある。

日本産の複維管束亜属 (いわゆる二葉松類)には,ア カマツ (Pjπ %sグθηsがιο″α),ク ロマツ

(ク。ιん%η♭θrgjj),リ ュウキュウマツ (夕。ι%εんπθπs's)の 3種がある。アカマツとクロマツは本州

0四 国 。九州に分布するが,ク ロマツは暖地の海沿いに多く生育し,ま た古くから砂防林として

植栽されてきた。 リュウキュウマツは琉球列島特産である。材は重硬で強度が大きく,保存性中

程度であるが,耐水性に優れる。建築・土木 0建具 0器具・家具材など広い用途が知 られてい

る。

・コウヤマキ (Sεづααοクjすys υθ″ιjσ jιιαια)コ ウヤマキ科

早材部から晩材部への移行は緩やかで,年輪界は明瞭。樹脂細胞′樹脂道はない。放射仮道管

はなく,放射柔細胞の壁は滑らか,分野壁孔は窓状。放射組織は単列,1～ 5(10)細胞高。コウ

ヤマキは, 1科 1属 1種の日本特産の常緑高木である。自生地は本州 (福島県以南)・ 四国 0九

州に点在し,ま た植栽される。材はやや軽軟で割裂性は大きく,加工は容易,保存性は中程度で

あるが耐水性がある。各種樽桶類 0土木・舟材 0棺材などの用途がある。

・ニレ科の 1種 (Ulmaceae sp.)ニ レ科               了

環孔材で孔圏部は 1～ 2列 ,孔圏外で急激に管径を減じたのち漸減,塊状に複合し接線・斜方

向の紋様をなす。大道管は管壁が厚 く,横断面では円形～楕円形,単独′小道管は管壁厚は中

庸～薄く,横断面では多角形で複合管孔をなす。道管は単穿孔を有し,壁孔は交互状に配列,小

道管内壁にはらせん月巴厚が認められる。全体的に保存が悪く放射組織の型等は観察できない。年

輪界はやや不明瞭。

現在の日本に自生するニレ科には,ム クノキ属 (スクλαηαπιλθ),エ ノキ属 (Cθιι
's),ウ

ラジロ

エノキ属 (7″θπα),ケ ヤキ属 (ルι々ουα),ユ レ属 (びιππs)の 5属 10種が含まれる。このうち,

ムクノキ属とウラジロエノキ属は散孔材の形態をとるため,今回の試料からは除外される。残 り

の 3属についてはいずれも形態が類似しており,エ ノキ属は放射組織の翰細胞,ケ ヤキ属は放射

細胞の結晶細胞,ユ レ属は放射組織が同性の形態をとることでそれぞれ分類することができる。

しかし,今回の試料については放射組織の観察が不十分であり,こ れらを分類するには至らな

かった。

第 5表 郡家一里屋遺跡の材同定の結果

番 号 検 出遺 構 時 期 用 途 樹 種 名

Ⅱ区 S B02 7世 紀 初 頭 柱 材 コ ウ ヤ マ キ

Ⅱ 区 S B02 7世 紀 初 頭 柱 材 マ ツ属 複維 管 束 亜 属 の 一 種

I 区 S B04 古 代 柱 材 マ ツ属 複維 管 束 亜 属 の 一 種

Ⅲ 区 S B01 18世 紀後半～ 19世紀 柱 材 マ ツ属 複維 管 束 亜 属 の 一 種

Ⅳ 区 S E01 時期 不 明 井 戸 枠 クス ノキ

Ⅳ 区 S R02 8世 紀 後 半 木 樋 ニ レ科 の一 種
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0ク スノキ (Cづππποπ%π εαπクλο″α)ク スノキ科

散孔材で管壁は薄 く,横断面では楕円形,単独まれに 2～ 3個が放射方向に複合する。道管は

単穿孔を有し,壁孔は交互状に配列,放射組織との間では網目状となる。放射組織は異性Ⅲ型 ,

1～ 3は細胞幅, 1～20は細胞高。柔組織は周囲状～翼状。柔組織はしばしば大型の油細胞とな

る。年輪界は明瞭。

クスノキは,本州 (関東地方以西)・ 四国・九州に分布しまた植栽される,常緑高木である。

クスノキの材はやや軽軟～中程度で,加工は容易,耐朽 。耐虫性は高い。建築 0内装 0建具・家具

・器具材や船舶材に用いられる。材や葉からは樟脳が採られ ,ま た葉はテグス蚕の飼料とされる。

(4)考察

今回用途試料数として最も多い柱材は,7世紀初頭のものが 2点 ,古代が 1点 ,近世が 2点で

あった。樹種をみると,複維管束亜属 4点 ,コ ウヤマキ 1点で,と くに時代による用材の変化は

認められない。香川県における材同定の報告では複維管束亜属が比較的多く,高松市東山崎 0水

田遺跡②では16～ 17世紀の柱材や下駄等に,坂出市下川津遺跡では弥生時代後期から近世 (16世

紀)ま での各時代から角材,板材等の建築部材や農工具等に用いられている0。 また,善通寺市の

永井遺跡からは縄文時代後期の自然木として少数ながら複維管束亜属に含まれるアカマツが出土

しており0,材同定を行ったほとんどの遺跡で複維管束亜属が認められている。複維管束亜属は ,

現在でも沿岸地にアカマツが普通にみられるが,こ のように時代を問わず複維管束亜属が認めら

れることは,過去においても周辺で普通に見られた樹種であったと推定される。今回の複維管束

亜属の柱材がどのような性格の建物に利用されたものなのか明確ではないが,古 くからごく一般

的な用材であったことがこれまでの調査結果から推定できる。

コウヤマキの柱は,島地 0伊東0に よるとヒノキ属に次いで出土例が多いが,そ の多 くは平城

宮跡や藤原宮跡など畿内からである。また,畿内の古墳からはコウヤマキの棺材が数多く出上し

ており,コ ウヤマキが特権階級の人々によく用いられていたことが推定される。また,こ れらの

結果から,現在の畿内では高野山や紀伊半島南部等一部でしか見ることができないコウヤマキ

も,古代においては現在よりも広い範囲に分布していたことが推定される。

四国地方にはコウヤマキの天然分布が見られ,香川県でも南部地域で見ることができる。遺跡

からの出土例も下川津遺跡0,東山崎 0水田遺跡②,林・坊城遺跡0で出土しており,縄文時代晩期

から近世に至るまで時代を問わずコウヤマキが認められている。これらの木製品が,材料を運搬

し遺跡内で製品を作製したのか,製品として搬入されたのか現段階で判断することはできない。

しかし,今回の柱材のように大きく重いものは遠方から運ぶことが容易ではない。このような木

製品の素材には,比較的周辺に生育している樹木を使用した可能性も考えられ,コ ウヤマキが古

代において郡家一里屋遺跡周辺にも生育していた可能性がある。もし,古代においても現在と自

生地がほとんど変わらなかったとすれば,コ ウヤマキは搬入されてきたことになり,建物の性格
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利用目的を考える上で非常に興味ある資料と言える。

井戸枠はクスノキであった。今回材同定を行った井戸枠は,木材の周辺部を l cm～ 2 cm残 して

中央部をくり貫いたものである。クスノキは比較的加工が容易で耐朽性が高い材質をもつ。この

ことが今回の井戸枠の素材として選択された理由なのかもしれない。しかし,井戸の構築年代が

不明であるため,作製技術がどの程度のものなのか明確ではない。

木樋は材の保存が悪く,ユ レ科の環孔材であることはわかったが,それ以上の同定はできな

かった。島地・伊東0や伊東0をみると,木樋とされる木製品にニレ科環孔材の出土例はこれまで

に見られない。樹種はスギ,ヒ ノキ属等針葉樹が多く,広葉樹では大阪府山賀遺跡0においてクス

ノキが 2点同定されているのみである。これらはいずれも加工が容易で比較的水湿に強い樹種で

あり,用途に応じた樹種を選択していると言える。今回の結果は,こ れまでの結果と比較すると,

木樋としてはやや材質が劣ると思われる。時代が不明であるため断言はできないが,香川県下で

は針葉樹材が時代を問わず多く検出されており,こ のような木材が利用された背景には用材選択

において何らかの理由があったものと考えられる。今回の結果は今後用材を検討する上で興味深

い結果と言える。

2。 種子同定

(1)試料

試料は I ttSD13から検出された 7点 とⅢ区 S R02か ら検出された 6点で, I区から検出され

た 試料は 9世紀後半 ,Ⅲ 区 S R02か ら検出された試料が奈良・平安時代とされている。

(2)方法

肉眼および実体顕微鏡下で試料を観察し,種類 (Taxa)の 同定を行なった。

(3)結果

同定結果を表に示す。 1区から検出された 7点の種子は全てモモ (核)に ,Ⅱ 区から検出され

た 6点の種子はオニグル ミ (核)3点 ,オ ニバス (種子)3点であった。

以下に今回検出された種子の形態学的特徴を記載する。

・オニグル ミ σzgJαπs αjιαηιλザοιjα Carr)  クル ミ科クル ミ属

第 6表 郡家―里屋遺跡の種子同定の結果

検 出遺 構 時 期 試 料 数 種 類 備 考

I tt  S D13第 3層 9世紀後半-10世 紀前半 モ モ核 1点 は破 損

I 区  S D13(層 位不明) 9世紀後半́V10世 紀前半 1 モ モ核

I tt S D 13(層 位不明) 9世紀後半-10世 紀前半 モ モ核 1点 は破 損

Ⅲ 区  S R03 古 代 6 オ ニ グル ミ核

オ ニ バ ス種 子

占
¨
占
ヽ

2点 は破 損
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核が 3点検出され,2点は破損していた。核は褐灰色,大 きさは縦軸2.6mm-3.lllun,横 軸2.lllun

-2.3111111,厚 さ2.5面m前後。側面の両側に縫合線が発達する。広卵形で,基部は丸 く先端部は尖っ

ている。表面は荒いしわ状となり,縦方向に溝が走っている。半分に割れた個体の内側をみると,

大きく2つにくばんでいるが,こ れは子葉が入っていた跡である。

. + jL (Prunus persica Batsch) バラ科サクラ属

核 (内果皮)力 7`点検出された。一部破損している試料もあるが,ほ とんどは完形である。核

は褐色～黒褐色,大きさは縦軸2.lmm-2.811un,横軸1.9m m-2.411111,厚 さ1。 5mm-1.7mm,楕円

形でやや偏平である。下端には,丸 く小さな腑点がありへこんでいるが,上端は尖っている。一

方の側面にのみ縦に走る縫合線がみられる。表面は,不規則な線上のくぼみがあり,全体として

粗いしわ状にみえる。

・オニバス C%ηαιθル″ SaliSb)      スイレン科オニバス属

種子が 3点検出され,いずれも完形である。種子は茶褐色でやや光沢がある。形はほぼ球形で ,

大きさは1511ull前後である。

(4)考察

9世紀後半の試料は全てモモに同定され,奈良 0平安時代の試料はオニグル ミとオニバスに同

定された。この 3種類はいずれも食用とされる植物である。これらのうち,モ モとオニグルミは

本遺跡と位置的に近い善通寺市永井遺跡でも産出している0。 オニグルミは自然木にも同定され

ており0,永井遺跡周辺に生育していたものを利用したものと考えられている。今回同定された

オニグル ミも,郡家一里屋遺跡周辺にも生育していた可能性がある。

坂出市下川津遺跡では古墳時代～古代とされる木製品の中にモモが 3点同定されている。③こ

れらの木製品は外部からの搬入の可能性が低いと考えられており,古墳時代～古代には下川津遺

跡周辺でモモが栽培されていた可能性がある。したがって今回同定されたモモの種子も郡家一里

屋遺跡周辺で栽培された可能性がある。

オニバスは 3点出土したが,いずれも完形であった。そのため,当時この種子が食用とされて

いたかどうかは不明である。北村 0村田 (1961)をみると,オ ニバスは四国での自生が認められ

ていない。今回の結果は,過去において香川県にもオニバスの自生があった可能性を示 してい

る。また君5家一里屋遺跡周辺には,オ ニバスが生育するような池や沼があったと考えられる。

3。 まとめ

材同定では,柱材,井戸枠′木樋について分析を行った。柱材では,'今回行った分析調査でも

柱や建築材に同定されている複維管束亜属が5点のうち4点を占め,時代を問わず県内でごく一

般的な用材があったことが考えられる。 1点はコウヤマキであったが,コ ウヤマキは現在遺跡周

辺で自生が見られず,県南部等他の自生地から運ばれてきたものとすれば,今後建物の性格や利
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用目的を考えていく上で興味ある資料である。

井戸枠はクスノキで,加工が容易であることや,耐朽性が高いことが選択理由と思われる。ま

た,木樋はニレ科環孔材に同定されたが,過去このような樹種が検出された例はなく,興味ある

結果が得られた。

香川県下では近年材同定の調査報告例が増え,今回のように過去の用材選択を考える上で有効

な資料も得られてきている。しかし,他の地域と比較すると,決 して充分な資料数とはなってい

ない。今後さらに資料を蓄積することが望まれる。また,調査を行 うことにより,過去の人間の

用材選択の変化等がより明確となり,今後調査が進めば県内での地域差等も見えてくるかもしれ

ない。

種子では,モモ (核)7点 ,オ ニグルミ (核)3点 ,オ ニバス (種子)3点が同定された。モモ

とオニグルミは,永井遺跡などでも産出しており,古 くから本地域で栽培されていたと考えられ

る。また,下川津遺跡から出土したモモの材は,古墳時代～古代に周辺地域でモモの栽培が行わ

れていた可能性を示しており,今回同定したモモも遺跡周辺で栽培された可能性がある

オニバスは現在の香川県に自生していない種であるが,過去には香川県にも自生していたこと

が今回の結果から考えられる。また,その生育地として沼や池のような場所が本遺跡周辺にあっ

たと考えられる。

(注 )

(1)平井信二 (1979-1982)木の事典 第 1巻ん第17巻 。かなえ書房 ,

(2)(1992)第 2節 木製品の樹種  「高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第一冊

0東山崎′水田遺跡」 香川県教育委員会,ω香川県埋蔵文化財調査センター 0建設省四国地方

建設局

(3)能城修一・鈴木三男 (1990a)第 5節 下川津遺跡出土木製品の樹種分析委託報告 報告

2 昭和63年度調査の分析委託結果。「瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査報告 下川津遺跡―

第 2分冊―」,p.533-567,香川県教育委員会 00香川県埋蔵文化財調査センター 0本州四国連

絡橋公団 ,

島地謙・林昭三 (1990)第 5節 下川津遺跡出土木製品の樹種分析委託報告 報告 1 昭和61年

度調査の分析委託結果。「瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査報告 下川津遺跡―第 2分冊―」,

p.520-532,香川県教育委員会 00香川県埋蔵文化財調査センター 。本州四国連絡橋公団

(4)能城修一・鈴木三男 (1990b)善通寺市永井遺跡の木材化石群集。「四国自動車道建設に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告 第九分冊 永井遺跡 (附編 0観察表 0写真図版編)」 ,p.823-864,

0香川県埋蔵文化財調査センタニ
,

(5)島地謙・伊東隆夫 編 (1988)日 本の遺跡出土木製品総覧。p.296,雄山閣出版 ,

(6)(1993)「 高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第二冊 0林・坊城遺跡」 香川県
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教育委員会 ,0香川県埋蔵文化財調査センター・建設省四国地方建設局

(7)伊東隆夫 (1990)日 本の遺跡から出上 した木材の樹種とその用途 Ⅱ.木材研究・資料,M

26, p。  91--189,

(8)松田隆嗣 (1983)近畿自動車道天理～吹田線建設に伴 う埋蔵文化財調査概要報告書 山賀

(その 2)。 p.113-123,大阪府教育委員会大阪文化財センター

(9)古市光信 (1990)善通寺市永井遺跡 (縄文時代)産出の植物遺体 (種子)について ,「四国

自動車道建設に伴 う埋蔵文化財発掘調査報告 第九分冊 永井遺跡 (附編 0観察表 0写真図版

編)」 ,p.814-822,② 香川県埋蔵文化財調査センター ,

(その他参考文献)

伊東隆夫 0島地謙 (1979)古 代における建造物柱財の使用樹種。木材研究 0資料,M14,p.49-

76,

北村四郎 0村田源 (1961)原色日本植物図鑑 草本編 (1)。 p。 390,保育社 ,

粉川昭平 (1988)2.穀物以外の植物食。金関 0佐原編「弥生文化の研究 2,」 生業 ′雄山閣出

版,p.112-115,
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第 2節 郡家―里屋遺跡土壌中火山灰抽出分析報告書

示都フィッション・ トラック

1。 試料

分析試料は,財団法人香川県埋蔵文化財調査センターの手で郡家一里屋遺跡より採取された柱

状試料 (20個)である。なお試料採取層位は,測定データを総合的にまとめた第273図の柱状図中

に示されている。

30,Ogを 秤量 し、残余は保存試料 として残す

乾燥重量測定

水 洗

超音波洗條 (分 散剤はヘキサメタリン酸ナ

乾 燥

フルイ分け(60,120,250mesh)

リウム)

試料保存および各重量測定

I」「脚JI″ #‖I[
火

山

ガ

ラ

ス
分
析

屈

折

率
測

定

封入剤を用い岩石用薄片を作成

|:ii::::|ル
合有

屈折率測定装置R I MS86を 用い火山ガラス
の回折率を測定

第272図 土壌中火山灰分析 (火 山ガラス)抽出分析処理順序

フルイ分け済み試料

120～ 250mesh試 料

検 鏡 用 試 料

屈 折 率 測定 用 試 料
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2。 分析方法

試料分析は,第272図のフローチャー トに従い行なった。

次に処理工程について説明を加える。

(1)色調判定

未処理試料50～ 100gを 自紙上にとり,新版標準土色帳 (農林省農林水産技術会議事務局監修 ,

1970)に より判定表示する。

(2)前処理

まず半湿潤状態の生試料を30.Ogを 絆量 し,60℃ で15時間乾燥させる。乾燥重量測定後 , 2ヨ

ビーカー中で数回水替えしながら水洗し,超音波洗浄を行なう。この際,中性のヘキサメタリン

酸ナ トリウムの溶液を液濃度 1～ 2%程度となるよう適宜加え,懸濁がなくなるまで洗浄水の交

換を繰 り返す。乾燥後 ,飾別時の汚染を防ぐため使い捨てのフルイ用メッシュ 0ク ロスを用い ,

三段階の飾別 (60,120,250mesh)を 行い,各段階の絆量をする。

こうして得られた120～ 250mesh(1/8～ 1/1611ml)粒径試料を比重分別処理等を加えることな

く,封入剤 (Nd=1。 54)を用いて岩石用薄片を作成した。

(3)重鉱物分析

主要重鉱物 (カ ンラン石 0斜方輝石・単斜輝石 0角 閃石・黒雲母・アパタイ ト・ジルコン・イ

ディングサイト(1))を 鏡下で識別し,ポイント・カウンターを用いて無作為に200個体を計数し

てその量比を百分率で示した。なお,試料により重鉱物含有が少ないものは結果的に総数200個

に満たないことをお断わりしておく。この際,一般に重鉱物含有の少ない試料は重液処理により

重鉱物を凝集することが行なわれるが,風化による比重変化や粒径の違いが組成分布に影響を与

える懸念があるため,今回の分析では重液処理は行なっていない。なお重鉱物分析は横山 0楠木

(1969)(2)ぉ ょび吉川 (1976)(3)に 準拠した。

(4)火山ガラス分析

前処理で作成された岩石用薄片を検鏡し,特に火山ガラスの含有率や特徴を中心に以下の項目

について測定・チェックを行なった。

①火山ガラス含有率

鏡下で火山ガラス 0重鉱物・軽鉱物 (土粒子やアモルファス粒子を含む)を識別し,各含有率

を測定した。

②主要重鉱物

(3)重鉱物分析で得られた主要鉱物 (カ ンラン石・斜方輝石・単斜輝石・角閃石・黒雲母・

アパタイト・ジルコン・イディングサイト)の量比を示した。

③火山ガラス型

吉川 (1976)の分類に準拠して,含有される火山ガラスの形態を多いものから半定量的に求め
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表示した。なお吉川の分類に含まれないものについては,不規則型として一括した。

④プラント・オパール含有

鏡下でしばしばプラント0オ パールが識別されるため,その有無と,比較的多い場合には全粒

子に対するプラント・オパール含有率を半定量的に示した。

⑤色付ガラスの有無

淡褐～淡紫色を呈する色付ガラスの有無は,広域テフラの識別の際に特徴の一つとなる場合が

ある。そこで,色付ガラスの有無を示した。なおここでいう色付ガラスには,ス コリア (塩基性

火山砕暦物)中にしばしば含まれる赤褐,褐 ,黄 ,緑色などのガラスは含まれない。

(5)火山ガラスの屈折率測定

前処理により調製 0保存された120～ 250mesh(1/8～ 1/16mm)粒 径試料を対象に,温度変化

型屈折率測定装置 (RIMS86)(4)を用い火山ガラスの屈折率を測定した。測定に際しては,精度

を高めるため原則として 1試料当たり30個の火山ガラス片を没J定するが,火山ガラス含有の低い

試料ではそれ以下の個数となる場合もある。

なお具体的に測定データは巻末にデータシートとしてまとめられ,次に述べるように表示され

ている。まず最上位に試料名 (Seriseぉ ょびSample Name)が 印刷され,Immersion Onは測定に

使用した浸液の種類を示す。Ndの式はその浸液温度から屈折率を換算するもので,Ndは屈折率 ,

tは温度を示す。この式は一次式であり火山ガラスと浸液の屈折率が合致した温度が測定によっ

て得られるので,こ の式から火山ガラスの屈折率が計算される。(As.+De。 )/2は合致温度を上

昇させたとき (Asceent)と 下降 (Descent)の 平均値として求めたときの意味であるが,繁雑さ

を避けるため測定温度は表示せず,各火山ガラス片ごとの屈折率のみが表示されている。測定さ

れた屈折率値は最終的にTotalの項にまとめられる。count,min,max:range,mean,st,dev′

skewはそれぞれ屈折率の測定個数,最小値,最大値′範囲,平均値,標準偏差,歪度である。

3。 分析結果お よび考察

今回得られた分析結果は,集約され,前掲の図 に表示されている。これらの分析情報のなか

で考古学的に価値をもつものは,編年上意味のあるテフラ (広域テフラ)の降灰層準を合理的に

認定する根拠を与える情報である。具体的には,テ フラ起源物質として明確に同定される火山ガ

ラスの特徴や含有量比の情報が最も重要となる。

一般に土壌中に含まれる重鉱物の分析が広 く行なわれているが,重鉱物分析結果をテフラ降灰

層準との関係で議論する場合には十分な注意が必要である。その理由は,土壌中の重鉱物は母岩

起源のものを含むのが普通であり,必ずしもテフラ起源とのみ特定することができないからせあ

る。しかも同一種類の重鉱物のみを識別することは困難が多い。

このため,今回の分析結果の考察においては,重鉱物分析結果から得られる情報は参考程度と
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して低 く扱わざるを得ないことをお断わりしておきたい。

さて火山ガラスから得られる情報に着目すると,今回のE地点の試料中には 2種類の火山ガラ

スが含有される。それらは,各火山ガラスの特徴をもとに中国 。四国地方でのテフラ 0カ タログ

と対照すると,姶良Tn火山灰 (AT),鬼界アカホヤ火山灰 (K―Ah)に対比するのが自然であ

り,特に前者AT火山灰の降灰層準がE8試料層準にあると判断される。次にこれらの対比に基

づき,今回の分析結果とその解釈を第 8表に示す。

(1)町 田瑞男・村上雅博・斎藤幸治 (1983)「南関東の火山灰層中の変質鉱物 “インディサイ

ト"について」第四紀研究 22(1)

(2)横山貞雄・楠木幹浩 (1969)「鍵層としての火山灰層,特に大阪層群の火山灰について」同

志社大学理工研報告 9

(3)吉川周作 (1976)「大阪層群の火山灰について」地理学雑誌 82(8)

(4)横山貞雄 0檀原徹 。山下透 (1986)「温度変化型屈折率測定装置による火山ガラスの屈折率

測定」第四紀研究 25(1)
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第 8表 重鉱物組成表

試料名
重鉱物組成

備考全計測
粒子数

1

E① 明黄褐色
粘質土

1 1 9 2 0 全計測粒子数は薄片一枚中の
全重鉱物粒子数

35.0 45.0 10.0 100.0

2

E② 黄灰自色
粘質土

0 1 1 3 同 上

54.5 27.3 100.0

3

E③暗黄褐灰色
粘質土

1 3 同 上

53.3 20.0 20.0 100.0

4

E④ 暗褐色
粘質土

0 1 同上
Bhoを 含む

25。 0 54.2 100.0

5

E⑤ 暗褐灰色
粘質土

0 3 1 0 同上

60.0 20.0 20.0 100.0

6

E⑥ 暗黄灰色
粘土質シル ト

5 1 0 同 上

83.3 16.7 100.0

7

E⑦ 暗褐色
粘質土

7 同 上

22.2 77.8 100.0

8

E③
シル

色
砂

黄
中

灰
質

淡
ト

1 2 1 0 同 上

12.5 50.0 25.0 12.5 100.0

9

E⑨ 明橙灰色
粘土質シル ト

5 1 0 同上

57.2 35.7 100.0

E⑩ 明灰褐色
シル ト質

1 6 6 0 同 上

35.3 35.3 H.8 H.8 100.0

E⑪ 暗褐色
強粘質土

1 1 8 1 0 同上

51.9 27.6 10.3 100.0

E⑫ 明灰黄色
シル ト質細砂

0 1 0 同上

51,9 100.0

砂
色
中

青
質

灰
トル

⑬
シ

Ｅ
1 2 0 1 0 同 上

75.0 12.4 100.0

砂
色
中

黄
質

灰
トル

⑭
シ

Ｅ 1 1 1 1 1 0 同 上

91.0 100.0

E⑮ 色
質

青
ト

灰
ル

淡
シ

1 0 0 0 同 上

95。 8 100.0

E⑩ 色
質

青
ト

灰
ル

暗
シ

0 1 0 0 1 同上

68,7 18.7 100.0

E⑫ 濃灰青色
礫混じり細砂

0 1 0 0 0 同上

12.5 62.5 25.0 100.0

※上段 計測粒子数  下段 %
各鉱物とその略称は以下のように対応する。
Ol:カ ンラン石  Opx:斜 方輝石  Cpx:単斜輝石  Am:角 閃石
Opq:不 透明(鉄 )鉱物  Id:イ ディングサイ ト  Zr:ジルコン
Bi:黒 雲母  Ap:アパタイ ト  BHO:褐 色普通角閃石
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第 9表 火山ガラス屈折率測定結果一覧表

試料名
(Sampl Name)

屈折率範囲
(range) 屈折率

平均値

(mean)

測定
個体数

(個 )

屈折率最頻値
(■ode)

火山ガラス形態
(glass type)

最 小 最 大

1

E① 明黄褐色
粘質土

1.4979

(1.5099)

1.4986

(1.5099)

1.4983

1.5099

2

1
一

≦Nd<一 H型 のみ含む

E② 黄灰自色
粘質土

1.4973

1.5088

1.4992

1.5093

1.4981

1.5092

6

2

一一―≦Nd<一 H型 のみ含む

E③暗黄褐灰色
粘質土

1.4979

1.5093

1.4995

1.5H6
1.510≦ Nd<1.511 H型 のみ合む

E④ 暗褐色
粘質土

1.4966

1.5096

1.4999

1.5102

1.4989

1.5098

1 499≦ Nd<1.500 H型のみ含む

E⑤ 暗褐灰色
粘質土

1.4979

1.5096

1.4996

1.5102

1.4989

1.5098

1 498≦ Nd<1 H型 のみ含む

E⑥`暗黄灰色
粘土質シル ト 1.4980 1.5000 1 1.499≦ Nd<1.500 H型 のみ含む

E⑦ 暗褐色
粘質土 1.4986 1.4999 1.4995 1 499≦ Nd<1

H型が主  IT型
lC型を含む

8

E③ 淡灰黄色
シル ト質中砂 1.4981 1.5001 1.4992 1 499≦ Nd<1

9

E⑨ 明橙灰色
粘土質シル ト 1.4969 1.4999 1.4990 1.499≦ Nd<1.500

E⑩ 明灰褐色
シル ト質 1.4979 1.5001 1.4990 1 499≦ Nd<1.500

E⑪ 暗褐色
強粘質土 (1.4991) (1.4991) 1.4991 1

一
≦Nd<――一 H型 のみ含む

E⑫
シル

明灰黄色
卜質細砂 一一―≦Nd<―

検出不可

E⑬ 灰青色
シル ト質中砂 1.4986 1.4995 1 ―

≦Nd<一 H型 のみ含む

E⑭ 灰黄色
シル ト質中砂 ―一―≦Nd<一

検出不可

色
質

青
ト

灰
ル

淡

シ
⑮

(1.4962) (1.4962) 1.4962 1 ―一―≦Nd<一 H型のみ含む

E⑮ 暗灰青色
シル ト質 一一 ≦Nd<一

検出不可

E⑭ 濃灰青色
礫混じり細砂 一一¨≦Nd<一

検出不可

※H:扁平型  C:中 間型  T:多 孔質型(吉川,1976)
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第 3節 郡家―里屋遺跡Ⅳ区のテフラ層

1。 は じめに

香川県丸亀平野は,土器川によって形成された沖積地である。

一里屋遺跡Ⅳ区において,地質断面からテフラ試料を採取した。

に報告する。

2。 試料

採取 した試料は表に示す。

山梨文化財研究所 河西 学

丸亀平野中央部に位置する郡家

ここではこの試料の記載を中心

試料番号 地  点

NQ l

NQ 2

NQ 3

ヽ 4

NQ 5

試掘 トレンチヽ 1

″

″

″

″

ガラス質火山灰試料
ガラス質火山灰試料
ガラス質火山灰試料

第10表 試料表

3。 分析法

試料は,湿 ったまま約20gを絆量した後,水を加え超音波装置を用いて分散をはかり,分析飾

(♯250)で受けながら泥分を除去した。乾燥後,分析飾 (♯60,♯250)を用いて>1/4 11mlお よ

び1/4γ 1/16111nの粒径に節別・稀量し粒径組成を算出した。なお分析に用いた試料の乾燥重量

は,別に同一試料約 5～ 10gを押量ビンにとり稀量後 ,乾燥器で105℃ ,5時間放置して得られた

乾燥重量から算出した。鉱物粒子の観察は, 1/4～ 1/1611mlの粒径砂をスライドグラスに封入し

偏光顕微鏡下で行なった。 1試料ごとに火山ガラス 0軽鉱物・重鉱物の合計が300粒以上 ,ま た

風化物その外の粒子を含めた合計が500粒以上になるように計数した。火山ガラスの形態分類は

遠藤 0鈴木 (1980)の方法に,ま た屈折率の測定は新井 (1972)の 方法にしたがった。

4。 分析結果

偏光顕微鏡下での計数結果をもとに粒径組成,火山ガラス 0軽鉱物 0重鉱物組成,形態別の火

山ガラス含有量を第274図に示す。なお火山ガラス含有率は,試料単位重量当たりの1/4～ 1/

1611111粒径の火山ガラスの割合で表示した (注 )。 屈折率の測定結果は第11表に示す。
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粒径組成 火山ガラス・軽鉱物 。重鉱物組成

Nl l

No 2

Na 3

No 4

No 5

国
囃

粘 土

有機質粘土

0  10  20  30 40  50  60

□  囲
1/4111111以 上  1/4～ 1/16111111

E互 囮
礫

[豆三二Z]テフラ
火山ガラス含有量

A        A′

Nα l

N● 2

M3

No 4

1la 5

l   !
0   10%

第274図 テフラ層分析結果

第11表 屈折率測定値

試料番号 火山ガラスの特徴 屈折率 (モ ー ド) 対 比

N)1

NQ 2

ヽ 3

NQ 4

バブルウォール型》軽石型

バブルウォール型》軽石型

バブルウォール型》軽石型

バブルウォール型》軽石型

1。 499～ 1.501(1.500)

1.499ハVl.501 (1.500)

1.498～ 1.501(1.499～ 1.500)

1.498ん 1.501(1.499～ 1.500)

AT

AT

AT

AT
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ヽ 1～ 5は ,試掘 トレンチヽ 1の断面において明瞭な一次テフラと認められる火山ガラス質テ

フラと直下の有機質粘土および直上の灰色粘土を含んだ範囲で連続採取された。火山ガラス・軽

鉱物・重鉱物組成における火山ガラスの割合は,m5の 88%を除き95～ 98%と きわめて高率であ

る。また,火山ガラスは無色で,形態はバブルウォール型のAOA'型 が優勢で,BOcOD0
EOF型 は少ない。ヽ 1～ 4の火山ガラスの屈折率は1.500付 近にモー ドを持つことで共通す

る。以上の特性からこれらのテフラ試料は姶良Tn火山灰 (AT;町田 0新井,1976)に対比 され

る。

m2～ 4はATの純層であり,こ の直下および直上のヽ 501中の火山ガラスは二次的移動に

よる火山ガラスの拡散と考えられる。その拡散量は,粒径組成および火山ガラスの含有量のグラ

フに示されるようにかな り低率である。このことからAT降灰前後のこの地点における堆積環境

は比較的安定していたものと推定される。さらにATの純層は,下部で粗粒で上方細粒化構造を

しめす。すなわち粒径組成におしヽて下部のヽ 4では, 1/16mm以 上の砂分が全体の54%と 高率で

とくに 1/4 11ml以 上の砂分が全体の20%を 占めている。これに対し上部のヽ 2では, 1/1611un以 上

の砂分が32%と減少し, 1/4 mm以 上の砂分にいたっては1%と微量である。また形態別の火山

ガラス含有量において,A型火山ガラスが上方にむかって増加傾向を示している。A型は緩やか

な曲面をもった薄い平板状の形態を有する火山ガラスである。A型が平面的であるのに対し他形

態の火山ガラスは立体的である。火山ガラスの形態の相違は空気抵抗の差を生じると考えられ

る。粒径組成に認められた上方細粒化とともにA型火山ガラスの上方漸増傾向はテフラ降灰過程

における分級作用を示しているものと推定される。

(注) 形態x型の火山ガラスの合有率Axは
,

Ax(%)=(C/B)× (Ex/D)× 100

で算出される。ただし,

B :試 料の乾燥重量 (g)

C :1/4～ 1/16叩粒径砂分の重量 (g)

D :計数した1/4～ 1/16111m粒径粒子の総数

Ex :計数したx型火山ガラスの粒数
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的研究―。第四紀研究 ,11,254-269。

遠藤邦彦・鈴木正章 (1980)立川・武蔵野ローム層の層序と火山ガラス濃集層。考古学と自然

科学 ,13,19-30。

町田洋 。新井房夫 (1976)広域に分布する火山灰一姶良Tn火山灰の発見とその意義。科学 ,

46,339--347。
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第 4節 年代測定結果報告書

社団法人日本アイソトープ協会

1。 測定試料名

郡家一里屋遺跡Ⅳ区

S R01 流木

2。 年代測定結果

4440± 85 y BoP。 (4310± 85y B.P。 )

年代はMCの
半減期5730年 (カ ッコ内はLibbyの値5568年)に基づいて計算され,西暦1950年 よ

りさかのぼる年数 (yearsBoP.)と して示している。付記された年代誤差は,放射線計数の統計誤

差と,計数管のガス封入圧力および温度の読取 りの誤差から計算されたもので,HC年代がこの

範囲に含まれる確率は約70%で ,こ の範囲を 2倍に拡げると確率は約95%と なる。
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第 5節 丸亀平野における遺跡の立地と環境

一その1 植物化石による環境の復原―

外山秀一

1。 |ま じめ|こ

扇状地性の低地からなる丸亀平野においては,「龍川」などの地名が象徴するように,多 くの旧

河道や浅谷状の微凹地が細長く帯状に連続して認められ,ま たこうした微凹地に囲まれて自然堤

防状や中州状の微高地が分布する。前者では生産域の確認されることが多く,ま た後者は弥生時

代前期の土器の散布する五条遺跡に代表されるように,居住域として選定されている°し

こうした微凹地を埋積する有機質の地層は,植物化石の分析を用いて遺跡とその周辺の植生環

境を明らかにするうえで良好な資料を提供してくれるが,こ うした植物化石のうち,花粉化石と

プラント・オパールの分析を通して,筆者は遺跡の立地環境の復原を試みている (第275図 )。 そ

れは,植生環境の変遷,農耕の諸問題,土地条件の変化,土地利用などを明らかにしようとする

ものである②。

本研究では,郡家一里屋遺跡で実施した花粉分析とプラント・オパール分析,飯野東二瓦礫遺

跡のプラント・オパール分析の結果を踏まえて,丸亀平野の植生と気候の変遷,稲作の問題,そ

して発掘調査区を中心とする土地条件と土地利用の問題を検討し,両遺跡の立地環境を明らかに

したいと考える。

そこでここでは,ま ず研究の視点と方法についてその概要を述べるとともに,香川県内におけ

るかかる分析の成果を簡単に紹介する。また,瀬戸内沿岸から大阪湾岸地域にかけての稲作の開

始と波及に関する資料を整理し,丸亀平野の位置づけをおこなう。加えて,植物化石の分析を通

して明らかにし得る当地域の遺跡の立地環境について述べることにしたい。

2。 植生環境 の復原

香川県内においては,沖積層を対象とした花粉分析の研究事例は必ずしも多くはない。観音寺

市と隧灘千拓地③′県東端の引田町0,高松市の多肥上町 0松縄町と丸亀市°,瀬戸内海の坂出市与

島0と 同塩浜遺跡0な どで実施された分析では,主にボーリングの試料を対象として千年単位の植

生変遷が編まれている。また,高松平野の弘福寺領讃岐国山田郡田図比定地の調査 (弘福寺 I遺

跡)0では,晩氷期から後氷期前半の植生環境と気候の変化は明らかにはなったものの,それ以降

についての詳細は不明である0。 従って,人々の生活の痕跡が顕著に認められる弥生時代前後お

よびそれ以降の植生環境と遺跡の立地との関係を明らかにする必要がある。
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地形 。地質・土壌調査

プラント・オパール分析

植生の復原 (広域) 植生の復原 (狭域)

:

i

|

|

:

:

自 然 現 象  |
!  |――――――――――――――――――――――

「
――r~~~~― ――――

!  |――――――――――――――――――――――
「

――
「

~~~~「 ~~~~

:  !

tttl

i 'fft in i ',4*ft-',

気候の復原

栽培植物の検出

旧耕地面の認定二次林・草本類の検討

人 文 現 象

第275図 遺跡の立地環境の復原
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郡家一里屋遣跡で確認された埋没旧河道では,地表面下約230cmま での地層は17層 に細分され

たが,そ こでは弥生時代中期後半とその上位より奈良時代の土器片が出上している。0。 こうした

地層を対象として実施した花粉分析の結果,大略下位の層準では樹木花粉が優占し,上位層準に

なるとイネ科に代表される草本花粉が,最上位の層準ではマツ属花粉が増加を示す。

3。 土地条件と土地利用

プラント・オパール分析法を用いて,土地利用や土地条件を明らかにするには,地層の詳細な

観察と埋没微地形の分布状況を把握したうえで試料を採取する必要がある。そして,検出された

プラント・オパールの出現傾向に基づき,遺跡近辺の植生の復原とその変遷を追う。また,定量

分析の結果は,単位面積 0層厚あたりの検出量として示される。従って,各プラント・オパール

の検出量の違いは,試料に供した地層の堆積環境すなわち土地条件や土地利用の違いを反映して

いることになる。こうして,プ ラント・オパールの出現傾向の違いや地層の堆積状況,さ らには

埋没微地形の分布などから,土地条件を高燥・低湿 。安定 0不安定といった相対的な指標を用い

て検討する。

こうした自然現象に加えて,植物や土地に対する人間の働きかけについても検討をおこなう。

すなわち,時期の比定された地層中からイネを始めとする栽培植物を検出して,農耕の開始とそ

の波及について明らかにする。そして,これらの結果と地形分析の成果を比較検討しかつ総合す

ることで,旧耕地面や生産域を認定して,土地の利用状況を明らかにすることができる (第 276

図)°
D。

分析の結果は,ダイアグラムとして示されるが,こ れを地層の堆積状況や埋没微地形の分布状

況などを踏まえることで,土地条件の変化が明らかになる。

各地で実施した分析の結果に基づいて弥生時代以降の遺跡近辺の土地条件の変化に注 目する

と,不安定な時期に共通性が認められ,しかもそれは地形の変化と対応することがわかる (第 3

図)°
a。

これに対して,プラント・オパール分析を用いた土地利用の解明は,水田域を始めとする生産

域の推定°めや微高地縁辺部の墓域の推定°ち さらには環濠とされる溝状遺構の廃棄過程の利用状

況l151な どに及び,集落内構造をも把握することが可能になってきた。°。

また,高松市の弘福寺Ⅳ遺跡では,古墳時代後半～中世初頭と中世～近世までの地層を対象と

して,プラント・オパールの出現傾向の違いから同一地表面上の土地利用の違いとが明らかにさ

れ。η,それはまた微地形の分布状況や発掘成果とも整合している⑩。
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狭 域 の 植 生 復 原

生 産 層 の 認 定非 生 産 層 の検 討

生産 域 の推 定

農耕 の開始 と波 及

農 耕 の 諸 問 題

第276図 プラント・オパール分析とその成果 (外 山 1992)

几例( 蒻協聯動慟彦不安定 翠蝋熙]‖ やや不安定)

第277図 プラン ト・オパーJレ分析からみた弥生時代以降の土地条件の変化 (外 山 1992)
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4。 稲作 の開始 と波及

埋没旧河道内を充填する地層を対象として実施した郡家一里屋遺跡のプラント・オパール分析

の結果,イ ネの増加のピークの一つが13b層の試料 9においてみられることから,同層の上面が

旧耕地面,こ こでは水田面と認定される。なお,同層準においては畔状の遺構が検出され,その

上面では奈良時代に比定される土器片が出土している。9。

丸亀平野を始めとする瀬戸内沿岸地域は,古来稲作の適地であったと考えられるが,それでは

かかる地域における稲と稲作の開始と波及はいかなるものであったのだろうか。

わが国における縄文時代晩期～弥生時代前期のイネ資料°°の検出ならびに出土状況を検討する

と,稲作の開始と波及に関する従来の考え方は,修正せざるを得ない状況にあるCD。

そこでここでは,該期の瀬戸内沿岸から大阪湾岸地域のイネに関する資料の出土状況を整理し

たうえで,香川県内のイネ資料について検討し,稲作の開始期を探ることにしたい。

第12表は,瀬戸内沿岸地域におけるイネ資料の検出状況を整理したものであるが,こ れまでに

100を超える遺跡でイネに関する資料が確認されている②。以下,土器の型式編年°めに基づきそれ

らの検出状況を追 うことにしたい。

縄文時代晩期前半において九州北部を中心にみられたイネ資料は,同後半あるいは弥生時代早

期・先 I期になると著しく増加し,地域的にも中国・四国から近畿地方西部にかけての西日本に

拡大する。その多くは,こ れまでのところ瀬戸内沿岸から大阪湾岸一帯に集中する傾向を示して

いる。また,該期で特筆されるのは,岡山県の津島江道遺跡の水田址9°にみられるように,水稲栽

培を確実に示す資料が得られていることである。従って,該期は西日本各地の一部の集団で水稲

農耕が開始されてゆく時期と考えられる。

弥生時代前期前葉になるとイネ資料は九州北西部や大阪湾岸地域を中心に増加し,同後葉にな

ると急増してそのほぼ全域で確認され,と りわけ大阪湾岸地域の増加が著しい。

このように,イ ネの波及に関する時間的 0空間的展開をみると,縄文時代晩期前半において九

州北西部に集中するイネの分布は,晩期後半の段階になると瀬戸内沿岸から大阪湾岸を中心に拡

大する。さらに,弥生時代前期後葉までには西日本のほぼ全域で確認されるようになる。

水田址の検出をもって水稲農耕さらには農耕社会の成立とみなすならば,すでに縄文時代晩期

後半の突帯文期には瀬戸内沿岸から大阪湾岸地域もしくは西日本一帯にかけて稲作農耕を中心と

する農耕技術が波及していたことになる。

以上のことから,瀬戸内沿岸地域には縄文時代晩期後半 (弥生時代早期・先 I期)には,稲と

ともに稲作技術が波及していたとみられる。それは香川県内においても例外ではなく,当地域の

稲作は瀬戸内沿岸や大阪湾沿岸地域と時期をほぼ同じくして開始されたと考えられる°D。 事実′

弥生時代前期とされる水田址が丸亀平野の川津下樋遺跡°°と高松平野の弘福寺 Ⅱ遺跡°D,浴 0長

池 Ⅱ遺跡2助で発掘され,ま た前期包含層からは下川津遺跡°Dと 弘福寺 Ⅱ遺跡°°,三豊平野の一の谷
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第12表 瀬戸内沿岸地域における縄文時代晩期～弥生時代前期のイネ資料

時期
|

水 田址 *1 籾 痕 土 器 *2

福岡―長行

大分一大石

大阪―讃良郡条里

1福岡―板付、十郎川

1 兵庫
一大ll

l大阪―長原、久宝寺北、鈴の宮

1福岡―今川

岡山一円田

山ロー崚羅木郷

兵庫―上ノ島

*31イ ネの花粉化石*4

1(土器包含層)

イネのプラント・オバール

(土 器包含層)*5

炭化米・初殻・II藁

(土 器包含層)

縄文晩期1 福岡

後半又は1岡山

弥生早期1 大阪

・先I期
|

板付、野多目

津島江道

牟礼?

福田―板付|

兵庫一大開

大阪―山賀|

大分―恵良原、大石?

愛媛―大渕      1福 岡―板付、山り田

広島一帝駅峡名越    1兵 庫―ゴ酒井、玉津田中

岡山一岡大構内

兵庫―岸、今宿丁田、日酒井

大阪一四ツ池、鬼塚

姉

　

　

　

　

一　
畑

福岡―板付、有田、端聴

兵庫一大開

1 福岡―鶴町福岡―板付、野多日、端聴

岡山一津島

弥生前期

中葉

福岡―板付

兵庫―玉津田中

福岡―津古内畑

山ロー辻

福岡―立岩、

端聴、

徳島―庄

山ロー無田、

惣の尻

兵庫一本庄町

大阪―瓜破

兵庫―戎町

弥生前期

後葉

福岡

香‖|

山ロ

岡山

兵庫

大阪

板付、今サ‖

弘福寺日、サ‖津下樋、浴・長池

延行条里

津島江道、百間‖1沢 田?

百間川原尾島?、 岡大津島地区

本庄町、戎町、美乃利、雨流

山賀、若江北 友井東、美園

地島・福万寺

諸岡、「]田

東櫛原今寺

下東、宮原

、崚羅木郷

、上ノ島

一
　

門

若

*1 弥生前期の水田址のうち、前半のものはV期に、後半ならびに前期と認載されているものは1期 とした。

*2 籾rl土 器のうち、縄文挽期前半のものは1-皿 期、後半のものはⅣ期に、また弥生前期前半のものはV期 、後半のものはI期 とした。

なお、時期の詳細については不明であるll、 縄文晩期と弥生前期の初痕土器が出土した遺跡として、以下のものがあげられる。

縄文晩期 大分一大飼町  大阪―小阪

弥生前期 福岡―城ノ越員塚、吹上、有田、三代、経田、立岩  香川―三井  山日―岩田  広島一亀山、西山、大官、横路  兵庫―上ノ島、吉田、玉津田中  大阪一四ツ池

*3 時期の詳細は不明であるが、縄文晩期と弥生前期の上器包含層や貯蔵穴から炭化米・籾敵、網藁が出土した追跡その他として、以下のものがあげられる。

縄文晩期 福岡一次郎丸高石、四箇  大分一荻町、真萱

弥生前期 福岡―竹下、北原、須川・八並長者、津古空前  香川―行末  広島―宮脇  岡山一津島  兵庫―吉田、王津田中  大阪―ll生 堂

*4 イネ花粉がその他のイネ科花粉との比率で30%を超える遺跡についてのみ掲載した。また、イネの花紛が継続して検出されるものについては|で示し、その上限のみを示した。

*5 イネのプラント・オパールが継続して検出されるものについては|で示し、その上限のみを示した。

なお、詳細な時期や出土状況の不明なものについては未掲載であるが、弥生前期の土器包含層からイネのプラント・オパールが検出された遺跡として、以下のものがあげられる。

弥生前期 福岡―鶴町  香川―弘福寺Ⅱ、一の谷
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遺跡0)でイネのプラント0オ パール,丸亀平野の行末遺跡Caでは炭化米が検出されている。さら

に,丸亀平野の三井遺跡6助では前期に比定される糎殻圧痕土器が出土している。特筆すべきこと

は,高松平野の林・坊城遺跡では縄文時代晩期後半の土器包含層から諸手鍬やスプーン状を呈す

る木製品の出土をみている・ 0。 従って,当地域においては,弥生時代前期およびそれ以前にすで

に稲が存在していたことになる。

また,香川県内における稲情報の多くは,扇状地を開析した旧河道や埋没旧河道において検出

されている。前述したように,丸亀平野においては旧河道や浅谷状の微凹地が各地で認められる

が,稲作農耕の開始期においては,こ れらは重要な生産の場として機能していたに違いない。

こうした微凹地には旧耕地面が保存されやすく,従って当時の水田址あるいは少なくともイネ

そのものはこうした地形のもとに眠っている可能性がある。丸亀平野においても上記の時期と同

時期あるいはそれを遡るイネ資料の検出が期待されるのである。

5。 おわ りに

丸亀平野においては,郡家一里屋遺跡からその東方の郡家大林上遺跡にかけての微地形の分類

が進められており,10cm等高線による微起伏の状況が詳細に検討されている (木下1990)°助。それ

によると,郡家一里屋遺跡東方には埋没した微凹地の存在が指摘され,それは発掘調査において

埋没旧河道として確認された。当遺跡において実施した花粉分析とプラント・オパール分析の試

料は,かかる旧河道の埋積層を対象としたものである。

なお,当遺跡の立地環境については,こ うした地形分析の成果を充分に踏まえたうえで検討す

る必要があり,それについては,別稿において詳述したいと考える。

(注 )

(1)香川県埋蔵文化財センター 木下晴一氏のご教示による。

(2)外山秀一 (1989)「遺跡の立地環境の復原―滋賀,比留田法田遺跡・湯ノ部遺跡を例に一」

帝京大学山梨文化財研究所研究報告 第 1集

(3)斉藤 実他 (1972)「瀬戸内南岸平野部の水理地質について」香川大学農学部学術報告 23

巻 2号

(4)坂東祐司 0古市光信 (1972)「四国北部の沖積平野における第四系の花粉学的・層位学的研

究―その 2-香川県引田町における研究」香川大学農学部学術報告 Ⅱ 215号

(5)古市光信 (1980)「香川県高松 0丸亀平野ボーリング 0コ アの花粉分析 (予報)一特に三豊

層の再確認とその地質年代について一」香川県自然科学館研究報告 第 2巻

(6)坂東祐司 (1980)「与島塩浜地区沖積層中の埋木化石と花粉分析」香川県教育委員会『 瀬戸

大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報 (Ⅲ )I塩浜遺跡』
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(7)安田喜憲 (1982)「坂出市塩浜遺跡の泥上の花粉分析」香川県教育委員会『 瀬戸大橋建設に

伴 う埋蔵文化財調査概報 (V)Ⅱ 与島西方遺跡の調査』

(8)高松市では弘福寺領讃岐国山田郡田図関係遺跡の調査と研究が進められてきたが,こ こで

は1987年度に実施した花粉ならびにプラント・オパール分析結果を弘福寺 I,1988年 度を

弘福寺 Ⅱ,1989年度を弘福寺Ⅲ,1987～ 1989年度の総括を弘福寺Ⅳとする。

(9)外山秀一 (1988)「高松平野における花粉分析ならびにプラント・オパール分析 その 1-

太田地区周辺試掘調査第13地点一」高松市教育委員会『 弘福寺領讃岐国山田郡田図比定地

域発掘調査概報 I』 (弘福寺領山田郡田図関係遺跡発掘調査事業に伴う調査概要)

(10) 甫i劇5 (1)

(11)外山秀一 (1992)「地理学におけるプラント・オパール分析の応用」立命館地理学 4号

(12)a外 山秀一 (1990)「 プラント0オパール分析からみた歴史時代の土地条件―香川・林町遺

跡 (仮称),山梨 0宮 ノ前遺跡,滋賀 0光相寺遺跡 0吉地薬師堂遺跡を例に一」条里制研究

第 6号  b前掲 (11)

(13)藤原宏志・杉山真二 0外山秀一 (1984)「 地層の区分と水田址の探索」「地形環境および水

田址の検討」福岡市教育委員会『那珂君休遺跡 Ⅱ』(福岡市埋蔵文化財調査報告書106)

(14)外山秀一 (1990)「桜井畑遺跡の立地と土地条件の変化」山梨県教育委員会 0山梨県商工労

働部『桜井畑遺跡AOC地区一甲府勤労者総合福祉センター建設に伴う埋蔵文化財発掘調

査報告書―』(山梨県埋蔵文化財センター調査報告54)

(15)外山秀一 (1990)「溝状遺構内堆積物のプラント・オパール分析」大阪府教育委員会『史跡

池上曽根遺跡発掘調査概要一松ノ浜曽根線建設に伴 う発掘調査一』(大阪府文化財調査報

告書)

(16) 甫i引5 (11)

(17)こ こでは,低湿な環境を示すヨシ属と高燥な環境を示すタケ亜科やウシクサ族,さ らに栽

培植物のイネを加えてこれらの出現傾向を,細分された各地層ごとに検討した。

外山秀一 (1992)「弘福寺領山田郡田図比定地周辺地域の遣跡の立地環境」高松市教育委員

会『 讃岐国弘福寺領の調査一弘福寺領讃岐国山田郡田図調査報告書一』

(18)a高橋 学 (1992)「高松平野の地形環境―弘福寺領山田郡田図比定地付近の微地形環境を

中心に一」前掲17)

b山本英之 0中西克也 (1992)「 発掘調査の成果」前掲17

(19) 甫i引5 (1)

(20)発掘調査その他で得られるイネに関する資料は,水田址などの遺構の検出と遺物としての

イネの出土とに分けられる。さらに,イ ネには直接的資料と間接的資料とがあり,前者の

なかには炭化米や糎殻,稲藁などの大型植物遺体とイネの花粉化石やプラント・オパール
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などの微化石が含まれる。これに対して,後者すなわち間接的資料には糎痕土器がある。

外山秀-0中山誠二 (1990)「中部 日本における稲作農耕の起源とその波及 (序論)― プラ

ント0オパール土器胎上分析法による試み―」帝京大学山梨文化財研究所研究報告 3集

(21)a前掲 (20)

b中山誠二・外山秀一 (1991)「稲と稲作の波及」『 季刊考古学』第37号 雄山閣

c外山秀-0中山誠二 (1992)「 日本における稲作の開始と波及」植生史研究 第 9号

d前掲11)

(22)瀬戸内沿岸と大阪湾岸地域については,既報 (1990、 1991)に新たなイネ資料を追加して整

理した。

a前掲 (20)

b外山秀-0中山誠二 (1991)「稲と稲作の波及の現状」埋蔵文化財研究会『 各地域におけ

る米づ くりの開始 第Ⅲ分冊』

c前掲 (21)b

(23)時期の区分は,土器の型式編年に基づき縄文時代晩期前半と後半 (弥生時代早期 0先 I期 )

弥生時代前期前葉 ,中葉 ,後葉の 4期 とした。なお,籾痕土器や炭化米 ,糎殻 ,稲藁を出土

した弥生時代前期の遺跡のなかで,時期の詳細が不明なものについては前期後葉とした。

(24)柳瀬昭彦 (1988)「中国・四国地方における稲作農耕の開始と展開」日本考古学協会静岡大

会実行委員会・静岡県考古学会『 日本における稲作農耕の起源と展開―資料集―』

(25) 前掲  (17)

(26)片桐孝浩 (1991)「り|1津下樋遺跡」埋蔵文化財研究会『 各地域における米づ くりの開始第 I

分冊』

(27)高松市教育委員会 (1989)「調査の概要 0調査の結果」高松市教育委員会『 弘福寺領讃岐国

山田郡田図比定地域発掘調査概報 Ⅱ』 (弘福寺領山田郡田図関係遺跡発掘調査事業に伴 う

調査概要)

(28)高松市教育委員会 (1991)「浴 0長池 Ⅱ遺跡」第 7回 四国埋蔵文化財調査担当者情報交換

会資料

(29)森下英治 (1991)「 下川津遺跡」前掲 (26)

(30)外山秀一 (1989)「高松平野におけるプラント・オパール分析 その 2=昭和63年度第 I調

査区一」前掲 (27)

(31)森下英治 (1991)「 一の谷遺跡群」前掲 (26)

(32)綾歌町史編さん委員会 (1976)「 行末遺跡」『 綾歌町史』

(33)松本豊胤 (1988)「 弥生時代」香川県『 香川県史 第 1巻 通史編』

(34)廣瀬常雄 0宮崎哲治 (1990)「香川県高松市林・坊城遺跡」日本考古学協会『 日本考古学年
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報41(1988年 度版)』

(35)木下晴一 (1990)「丸亀低地の微地形―発掘調査成果を中心として一 (予報)」 香川地理学会

会報10号
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第 5章 まとめ

第 1節 遺構の変遷について

(1)弥生時代後期～  (第2780279図 )

この時期にはⅢ区の低地にS D01,S R01で弥生時代後期～ 6世紀の上器が出土している。し

かし,当該期には微高地上では遺構は確認されなかった。

(2)6世紀末～ 7世紀初頭

Ⅱ区を中心に遺構が出現する。この時期に当てはまる遺構としては円弧状の溝 S D15,真北方

向を向く溝 S D02003,S B02は出土遺物から確実で,その他掘立柱建物についてもS B02と 同

方位のものは同時期と考えた。またS H01についても出土遺物からは特に矛盾はなく,主軸方位

がたの掘立柱建物とは異なるが,こ の時期のものとした。

(3)平安時代～中世

当遺跡の大半の遺構はこの時期に入ると思われる。この中でも当然数時期に分けることができ

ようが,大半の遺構は出土遺物が少なく細かい遺構の変遷を捉えるのは難しい。ここでは多くの

溝が並行する I区を中心に,い くつかの点を念頭において,遺構の変遷を追ってみたいと思う。

遺構変遷を考える上では, 1,遺構の切 り合い関係。 2,出土遺物。 3,方向性。 4,埋上。

を念頭においたが,こ の内, 2は I区の溝集中部の溝は 6世紀末～奈良時代の遺物を含む溝が多

く,磨滅の度合いもひどい。一定量の遺物が出土する溝はある程度時期を推測することが可能で

あろうが,出土遺物の少ない溝では,遺物の時期から遺構の時期を決定することは困難であろ

う。 3については,真北方向に直交する満が数本あるが,こ の地区の溝は南側で真北方向を向く

溝が北へ向かうにつれて条里方向へ方向を変え,ま た西で真北方向に直交する溝が東で同じく条

里方向へ方向を変えるものがあり,方向性からも時期を決定するのはむずかしい。よって,こ こ

では遺構の時期は主に遺構の切 り合い関係をみながら,出土遺物や方向性を参考にして考えた。

また,上記のことの他に,現在の水路を考えてみる。現在,水路は条里坪界線と推定される位

置に幹線水路があり,その他S D15と ほぼ重なる位置に 1本 ,南北方向では I区をほぼ東西に 2

等分する位置から北 1/3強で西へ屈曲し,S Xll付近で再び北へ屈曲してS D13と ほぼ並行す

るようにJヒヘ抜ける。ここで何条も走る南北方向の溝のうちS D19に注目すると,こ の溝はこれ

らの溝のうちS D19の みは中世包含層の上から掘削され,備前焼・甕,括鉢から18～ 19世紀の時

期と考えられる。この溝は北 1/3強で方向を東へ変え,現水路の屈曲点へ続くようである。この

ことからこの溝が埋没したのち現方向へ水路が付け替えられたことが予測され,現方向へ水路が

変更される前はS D19の 方向で水路が流れ,こ れらの水路によって,地割が決定されていたと考
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えられる。そしてS D19と 方向を同じくする溝群もS D19同 様の機能を果たしていたことが考え

られる。よって,こ の区画を南北に走る溝は,真北方向から北側で条里方向へ方向を変える溝で
,

少しずつ位置をずらしながらS D19が営まれる近世まで存続していったと考えられる。なお,西

側の溝群はS⊇ 19以外は14～ 16世紀にかけて堆積した中世包含層によって覆われる。この付近に

再び溝が掘削されるのは近世に入ってからである。次に東西方向の溝を考えると,東西方向の溝

は現水路に沿 うものはS D15のみである。しかし,真北方向に直交する東西方向の溝が数条検出

され,そ の内の 2条は東で条里方向へ方向を変える。よって,S D15以前の東西方向の溝は真北

方向に直交する方向の溝によって区画されていたのではないだろうか。なお,これらの溝はSD

15に比べ浅いものであり,S D15が機能していた時期よりはこの区画はしっか りしたものではな

かったのかもしれない。現基幹水路付近では条里方向の溝が数条検出されている。これらはSD

13付近に密集する溝群に比べて本数が少なく,遺物量も全体に少ない。うちS D36は現私道下へ

延びる。基本的にこの付近は南北方向の溝 2本 とそれをつなぐ東西方向の溝で構成されていると

考えられる。これらのことを前提にして遺構の変遷を考えることとする。

西側の南北方向の溝から考える。該当する溝はS D120 130 070 14・ 15018・ 21008016019

等があるが,こ の内S D12は大量の上器が出上したがいずれも9世紀後半を下らないものなので

下限を 9世糸己後半に置 くことができよう。S D13は95%弱の出土土器はS D12と 同じ9世紀後半

までの上器で占められるが,わずかに11世紀代の上器 (約 4%),13世紀代の上器 (約 1%)を含

み,こ れらの扱いをに問題が残るものの,S D12と 接合関係にあり,同時期に機能していたと考

える。またS D07も 出土遺物からおおよそこの時期になろう。S D18か らは13世紀代の瓦器が ,

S D21か らは小皿が出土し,S D15か らは13世紀代の東播系の捏ね鉢が出土していることから,

これらの溝は13世紀代のものと考えられる。また,S D15を切るS D14は これより新しい。SD

16は S D13の上から掘削され,S D08は S D07を 切る。S D16と S D08は南側では並行して走

り,ほぼ同地点で反対方向に屈曲する。S D16と S D08が他の13世紀代とした溝群との前後関係

は不明であり,これらが同時存在した可能性もある。その後14～ 16世紀にかけてこれらの溝群を

覆うように中世包含層が堆積し,近世に再びS D19が掘削される。

次に東西方向の溝を考えると,該当する溝はS D40041・ 42043・ 15がある。この内S D15は

13世紀代の遺物が多く出上し,現水路とほぼ重なることから,S D15は現水路の前身である可能

性がある。S D40041と S D420 43は それぞれ並行して走る。このうち,S D42043は東で条里

方向へ方向を変え,現基幹水路に並行して走るS D35へ流れ込む。S D43は S D41を切るので
,

変遷はS D40041→ S D42・ 43→ S D15と 考えることができよう。S D15以外の時期については

出土土器が少なく明らかではないが,S D40か ら9世紀後半の須恵器が出土していることや,対

応する西側の南北溝から考え合わせ,S D40・ 41は 9世紀後半,S D42043は 9世糸己後半～13世

紀までの一時期と考えられよう。
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東側南Jヒ方向の溝についてはS D34035・ 36038047・ 48が あげられる。出土土器は S D35は

奈良～平安時代の須恵器を,S D34は 13世紀代の瓦器を,S D36は 14世紀代の土釜がある。また

S D36は現基幹水路に一番近 く,ま た S D38を切る。なおかつ S D38は S D35を切 り,切 り合い

関係からもS D35→ S D38→ S D36と いう1買番が追え,S D34は 出土土器から考れば S D35と S

D38の 間へ入れることができよう。 S D42が S D35へ流れ込むことから考えてS D42と S D35は

同時存在である可能性が高い。

以上のことから, I区の溝は

南北溝 (西側)        東西溝

S D12,13,07-―――――――――――――――――S D40,41

南北溝 (東側) 時期

9世紀後半

43-一 ― ― 一 一 一
― ――

一 一 一 S D35

13世紀

14世紀～16世紀

近世

と想定することができよう。

掘立柱建物については,S B01は地鎮と考えられるピットから9世紀の須恵器が出上 している

ことから,S D12,13等 が機能する以前のものと考えられる。また現地割と方向を同 じくする掘

立柱建物 (S B02,05,06,09)も この時期と考えられるが,細かい時期は不明である。

Ⅱ区では 9世紀前半～後半と思われる遺構には真北方向にはぼ直交するS D06,幅 4～ 6mの

幅広の溝とそれに連結する溝 S D20,S D21が ある。 S D20,21は現地割では条里坪界線上に

のってこないが,先の推定条里坪界線の約110m東にあたる。また S D06に ついては,ほぼ真北方

向に直行する方向で北流するようだが,こ れは, I区西部の溝と同様に地形に制約を受けた結果

であろう。 S D06と 同方向で S D06に 切られる溝があるが,こ れらの細かい時期は明らかではな

い。Ⅲ区ではS R02,S R03と その上部を覆 う包含層で奈良時代～平安時代の遺物を含む。SR

02か らは樹種鑑定の結果,オ ニバスの種子が出上 してお り,こ の地は低湿地であったことが推定

される。

V区ではSD010 SD02で 9世紀後半の上器が出土している。 S D02は S D03004005に切ら

れることから,これらの溝の時期差はあまりないと考えられる。

(4)近世

18世紀～19世紀にかけて I区の西部と東部を中心に多数の上坑が掘削される。これらの上坑は

↓

S D08,16…

S D14, 15

↓

↓

S D42,

↓

,21-一一‐‐…――一S D15

「

‐―

‐―

１

１８

↓

S D34

↓

S D38

↓

S D36

中世包含層

↓

S D19
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バリエーションが豊富である。またこの時期に掘削された溝は溝あるいは畦畔などとして,かな

りの程度現代の地割に反映しているようである。掘立柱建物も数棟想定されるが,いずれも規模

は小さく,主屋ではなく補助的な建物として使用されたものであろう。

(5)ま とめ

この遺跡では弥生後期の旧河道があるものの,集落が出現するのはほぼ 6世紀末～ 7世紀初頭

といえよう。遺構はやや希薄であるが, 6世紀末～ 7世紀初頭には各地で集落が出現する時期に

なり(1),こ の動きと軌を一にしているといえよう。

平安時代に入るとI区で多くの溝が掘削される。これらの溝は少しずつ位置をずらしながら13

世紀まで存続し,い ったん14～ 16世紀にかけて埋没するが,近世に入り再び近接した位置に溝が

掘削される。これらI区 ,I区のこの時期と想定した溝は,真北方向あるいはそれに直交する方

向の溝が多い。これらは方格地割よりも微地形に影響されたものであろう。これらの溝はS D12

013で大量の上器が出上した他は遺物量の少ない溝がほとんどで,溝の内部には掘立柱建物がわ

ずかにあるものの全般に遺構は希薄であり,基本的にこれらの溝は宅地を区画するものというよ

りは,農業用の水路であると考える。一方 Ⅱ区では数条の溝が検出されているが, I区に比べて

遺構は希薄である。

18世紀に入るとⅡ区で多数の土坑′溝などが検出され,Ⅱ 区が中心となるのは近世になってか

らであると考えられる。特に東部では地割の中に多数の土坑が掘削されており,生活空間であっ

たことが想定できる。
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弥生時代 後期

6世紀末～ 7世紀 初頭

0    20m

0    20m

ｍ０ ２〇

一

9世紀後半

10～12世紀

第278図 遺構変遷図(1)
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0    20m

0        20m

0    20m

14～ 16世紀

Ｆ

Ｏ

へ

´
　

Ｏ

ｏ

‐Ｆ

0    20m

近 世

第279図  遺構変遷図(2)-4
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第 2節  S D12,13出 土土器について

今回,S D12,S D13か らは京都産緑釉陶器とともに,9世紀後半から10世紀初頭 と考えられ

る土器がまとまって出土した。ここではそれらの器種構成を中心にまとめてみたいと思 う。

(1)器種及び器種構成

器種構成を求めるにあたって,個体数の出し方としては 1.破片数を数える方法, 2.破片数

から同一個体と考えられる破片を引いて数える個体識別法,3.破 片の口縁の同じものを集め ,

それぞれを同心円の径出し表において何周回るかを数える口縁部計測法がある。ここでは試みに

3つの方法で器種構成を求めてみようと思 う。ただし,こ れらの遺構の出土遺物で破片数のなか

で回縁部が残存する割合はたいへん低いので,比較的よく残っている底径で口径の代用させるこ

ととした。器種構成を求めるにあたって資料としたものは,報告書掲載遣物を中心に,補助的に

報告書不掲載の遺物で底径が 1/16以上残存する遺物を使った。また,S D13は 第 3章では層位

ごとに報告したが,特に層位ごとに時期差がみられないことから第 1層～第 3層までまとめた。

ただし,これらの溝,特にS D13は一括性にやや欠けるもので,これらのデータはおおよその傾

向を示すことを指摘するに留めたい。これらをまとめたのが第13～ 19表である。

器種については土師器・杯はヘラ切 りの底部をもついわゆる回転台土師器によって占められ

る。これらは須恵器と同器形をもつもので製作技法も須恵器と同じである。このような回転台土

師器が出土することは畿内以外の地方では一般的にみられることで,香川でもその趨勢に沿って

いたのであろう。 S D12か らはすべっと2号窯から出土した椀と同器形の椀が出土している。消

費地からの出土は稀である。またS D12か らは 1点 ,S D13か らは多数の京都産緑釉陶器が,S
D13か らは猿投産の灰釉陶器が数点出上し,周辺遺構と考え併せても特異な出土状況を示す。

まずS D12については供膳具の須恵器の占める割合が非常に多い。これはほぼ同時期と考えら

れるS D13や下川津遺跡 (2)で 出た数値がほぼ須恵器と土師器が同数であることを考えると奇異

な感じがする。器形の面から考えると,椀型の器形が黒色土器,土師器,緑釉陶器にみられるも

のの圧倒的に杯が多く,S D12,S D13と も供膳具全体の60%強 を占める。皿の割合も20%前後

である。出土土器全体に占める供膳形態の割合も70%～80%に なる。

(2)法量分化

法量については,口 縁部から底部まで残存する破片が少なく,資料は余 り多くないので,多少

客観性に欠ける可能性もある。

ややばらつきがみられるものの,概ね杯は12～ 13cm前後,器高3.0～ 4。 5cm前後に集中するよう

である。その他としては口径に対し器高が高い,やや大きめで深めの杯がわすかにあるが,数量

は圧倒的に少ない。皿については器高 2 cm前後に集中′口径はややばらつくが,13～ 14cm前後で

やや集中する。また,須恵器と土師器では法量差はあまりみられない。
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第13表  S D12出土土器 (供膳形態)

破 片 数 個 体 識 別 法 底 部 計 測 法

土 師 器 19(17.9%)
杯  9(8.5%)
皿   3(2.8%)
椀  7(6.6%)

16(19.3%)
杯 7(8.4%)
皿 3(3.6%)
椀 6(7.2%)

6 5/8(16.7%)
杯 37/8(9.8%)
皿 1 (2.5%)
椀 13/4(4.4%)

須 恵 器 77(72.6%)
杯 56(52.8%)
皿 18(17.0%)
椀  3(2.8%)

59(71.1%)
杯 42(50.6%)
皿 14(16。 9%)

椀  3(3.6%)

27 7/16(69.4%)
杯  20  (50.6%)
皿   6 7/16(16.3%)
椀  1  (2.5%)

黒 色 土 器 椀  9(8.5%) 椀  7(8.4%) 椀 41/2(11.4%)

緑 釉 陶 器 椀  1(0。 9%) 椀  1(1.2%) 椀 1(2.5%)

合 計 39 9/16

破 片 数 個 体 識 別 法 底 部 計 測 法

杯 65(61.3%)
土師器  9

須恵器 56

49(59.0%)
土師器  7

須恵器 42

23 7/8(60.0%)
土師器  3 7/8
須恵器 20

皿 21(19。 8%)

土師器  3

須恵器 18

17(20.5%)
土師器  3

須恵器 14

7 7/16(18.7%)
土師器 1

須恵器 6 7/16

椀 20(18.9%)
土師器  7

須恵器  3

黒色土器 9

緑釉胸器 1

17(20.5%)
土師器  6

須恵器  3

黒色土器 7

緑II陶 器 1

7 1/2(18.8%)
土師器 1 3/4
須恵器 1

黒色土器4 1/2
緑釉胸器1

106 39 9/16

第14表  S D12出土土器 (器種別)

第i5表  S D12出土土器 (全体)

破 片 数 個 体 識 別 法

供 膳 形 態 106
(84.8%)

83
(86.5%)

器恵
壺

須
＜ 甕 類 )

4

(3.2%)

土 師 器
(甕 , 土 釜 類 )

15
(12.0%)

10
(10.4%)

合  計
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第16表  S Di3出 土土器 (供膳形態)

第17表  S D13出土土器 (器種別)

破 片 数 個 体 識 別 法 底 部 計 測 法

土 師 器 68(43.6%)
杯 54(34。 6%)

椀 12(7.7%)

39(34.2%)
杯 32(28。 1%)

椀 7(6.1%)

22 2/3(40。 2%)

杯 192/3(34.9%)
椀   3(5.3%)

須 恵 器 59(37.8%)
杯 47(30。 1%)

皿  12(7.7%)

52(45.6%)
杯 41(36.0%)
皿  11(9.6%)

235/8(41.9%)
杯  221/4(39。 5%)
皿   23/8(4.2%)

黒 色 土 器 椀 12(7.7%) 椀 10(8.8%) 椀  4 1/4(7.5%)

緑 釉 陶 器 椀 14(9.0%) 椀 10(8.8%) 椀 37/16(6.0%)

灰 釉 陶 器 椀   5(3.2%) 椀  3(2.6%) 椀  1 3/8(2.4%)

合 計 56 17/48

破 片 数 個 体 識 別 法 底 部 計 測 法

杯 101(64.7%)
土師器 54

須恵器 47

73(64.0%)
土師器 32

須恵器 41

41 11/12(74.4%)
土釘器 19 2/3
須恵器 22 1/4

皿 12(7。 7%)

須恵器 12

11(9.6%)

須恵器 11

2 3/8(4.2%)
須恵器 2 3/8

椀 43(27.6%)
土師器  12

黒色土器 12

緑釉胸器 14

灰釉掏器  5

30(26.3%)
土師器   7
黒色土器 10

緑釉胸器 10

灰釉胸器  3

12 1/16(21.5%)
土師器  3

黒色土器 4 1/4

緑釉胸器 3 7/16
灰釉掏器 1 3/8

56 17/48

第18表  SD13出 土土器 (全体)

破 片 数 個 体 識 別 法

供 膳 形 態
7%)

114
(75.0%)

器恵
壺

須
＜ 甕 類 )

27
(11.5%)

20    :
(13.2%)

土 師 器
(甕 , 土 釜 類 )

51
(21.8%)

18
(11.8%)

合 計 125
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Ъ講▲∫
。平 `、1`。S D12 須恵器

`SD13 須恵器

口  径

第19表 IttS D12,i3土師器・須恵器杯法量表

(3)緑釉陶器について (第280図 )

郡家一里屋遺跡ではS D13を 始め多量の緑釉陶器が出土した。これらはごくわずかの例外を除

き,わずかに 9世紀中葉を含むものの 9世紀後半,京都産である。県内での出土例は増加しつつ

あるとはいえ′まとまった量が出土する遺跡は讃岐国分寺′讃岐国府,大浦浜遺跡,羽佐島遺跡

など数遺跡にすぎない。これらは国府,国分寺等の国単位の官衝または国家レベルの祭祀遺跡と

想定されている公的色彩の強い遺跡である。郡家一里屋遺跡は南方に那珂郡行が想定されている

ものの遺跡自体はそのような性格の遺跡とは到底考えることはできない。今後′集落遺跡でもこ

のように多量に施釉陶器が出土する例が増えてくるのかあるいは遺跡の周辺で何らかの公的施設

があるのか今後の課題としたい。
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(注 )

(1)「瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅶ 下川津遺跡 一第 2分冊―」

『第 4節 下川津遺跡における6～ 8世紀の集落構造と動向』1990

香川県教育委員会,0香川県埋蔵文化財調査センター,本州四国連絡橋公団

(2)「瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅶ  下川津遺跡 一第 2分冊一」

『第11節 下川津遺跡における7,8世紀代の上器様相について』1990

香川県教育委員会,0香川県埋蔵文化財調査センター,本州四国連絡橋公団
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第280図 香川県緑釉陶器出土遺跡
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旨
憔
溝
担
岬
拭

讐
鯉
ペ

世
ミ
ト
旨
世
ミ
讐
ヨ
墨

Ｎ
櫓
錮

誨
錮
い
く
日
＃

墨
錮
拒
合
暉

櫓
錮

田
陣

櫓
錮
緊

ヽ
К

歯
錮
螂
Ｋ

漁
錮
〓
■

櫓
錮
未
Ｋ

櫓
剌
終
燿

繁
剌
Щ
憔
轟

誨
剌
ゼ
ロ
ヽ
識

櫓
剌
世
ミ
ト

Ｃ
嗣
―
製
引
ョ
器
塁
櫂
唯
咲
ミ
細
　
誦
Ｒ
鵬
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。
●
‘
）
民
杓
却
騨
）
漁
錮
〓
子

。
長
田
極

（
。
●
■
）
Ｄ
投
翠
せ
週
劇
Ｈ

′測
輝
縮
祇

′細
ギ
史
椰
振
慕
ヤ
黙
や

′Ｄ
黒
像
せ
蕪

¶
掏
黎
引
）
Ｄ
利
囀
引
引
ヨ
楓
叶
８
黒
雪
）

十
像
□
彗
網
　
翠
Ｑ
や

Ｓ
嗣
―
響
引
ヨ
器
塁
撰
唯
鰈
ミ
畑
　
脳
ヽ
鵬

尽
錮
壮
氷

（侭
）騨
引
Ｊ
畔

（侭
）
騨
最
＝

（に
）騨
巨
蒻

撻
肛
　
憚
□
　
騨
＝
楓
目

　

（目
　
尽
　
目
冬
）
囀
場
調

憚
憮
　
禅
□
撫
　
禅
皿
　

（目
岳
）
職
場
引

輛
嚢

r-iHHdiidiH-dH-

岬

騨
目 尽 尽

（
縮
嶼

）
目侭

（
縮
嶼

）

準
錮
引
ヨ

四
∞
翡

い
‐
国

（伽
口
）
熙
∞
総

ｏ
‐
【

＝
Ｒ

∞
甲
つ

四
く
∞
総
　
ｏ下
ｏ

四
∞
翡

ｏ下

』

四
∞
無
　
い
‐
目

四
卜

四
Ｎ
紙

Ｈ〒
ロ

興
卜

四
Ｎ
根

Ｈ
〒
国

四
∞
愚

い
‐
国

四
∞
翡

甲
∩
嵌
ン
や
ふ
や

熙
゛
態

対
‐
』

四
∞
∬

゛
‐
ｏ

＝
Ｒ
Ｏ
習
〓
８
７
〓

一
諷
【

写

い
静
朴
一

四
【翡
　
【
ム
ｏ
ｏ

興
伽
Ｊ

四
卜
紙

製
畑
需
い
状

四
Φ
鉄

製
畑
羅
い
状

ヨ
押
さ

蟷
無
Ｋ
旨
陣
馨
撻
ョ
緊

鵬
翠
屏
旨
鵬
叶
撻
ヨ
緊

旨
■
ｔ
讐
ヨ
緊

岬
櫓
錮

誨
剌
墜
無
Ｋ

漁
錮
硼
螺
屏

撻
□
当
部
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挿 図 図版
遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

区

Ｈ Ю恵器 0.1～2mmの砂粒を
含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
2条の沈線

1

区

Ｂ
須恵器
杯身

0.1～ lmmの砂粒を
含 やや良 明灰色

内外面:回転ナデ

2

24172

4

Ⅱ区
S P01

須恵器
杯身

0.1～ lmmの 砂粒を
含 やや良 灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ11り

区

Ｐ
須恵器
蓋

0.1～ lmmの砂粒を
含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
頂部:ヘラ切り

5

24172

6

Ⅱ区
S P03

器恵
身

須
杯

0.1～3mmの砂粒を
含 普通 明灰色 |]臥 ;i;デ

区

Ｄ
須恵器
杯身

0.1～ lmmの砂粒を
含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

7

Ⅱ区
S D02 響森器

0。 1～ lmmの 砂粒を
含 やや良 明灰色 1‖[il;11

区

Ｄ
須恵器
皿

0.1～ 2.5mmの砂粒
を含 不良 灰自色

内外面:回転ナデ

9

区

Ｄ
器恵

蓋
須
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

27172

11

Ⅱ区
S D15 当師器

0.1～2mmの砂粒を
含 普通 茶褐色

鵬
耐

脈
酬

内面:ナデ
ロ縁内面:横刷毛目

区

Ｄ
器
　
手

師

把

土
甕
＜

0.1～3mmの砂粒を
含

やや
不良 橙褐色

指押さえ

区

Ｄ 得葺器
0.1～ lmmの 砂粒を
含 普通 灰色

内外面:回収ナデ

Ⅱ区
S D15

須恵器
高杯
(脚部)

0.1～ lmmの砂粒を
含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ
1条の沈線

Ⅱ区
S D18

須恵器
杯身

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

区

Ｄ
須恵器
杯蓋

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰白色

内外面:回転ナデ
頂部:ヘラ切り痕が明瞭に残る

区

Ｄ 藝恵器
0.1～ 2.5mmの砂粒
を含 やや良 灰色

内外面:回転ナデ

27172

18

Ⅱ区
S D24 基師器

0.1～ 2mmの砂粒を
含 普通 淡褐色 ‖]1解響翻頭賠

粘土Iの継日がみえる

30173

19

嘔
ＳＢ蹴

須恵器
杯

0.1～ lmmの砂粒を
含 普通 灰白色

内外面:回転ナデ
全面に火棒

駆ＳＢ蹴
墾恵器

『
～肺mの砂粒を

普通 灰色
内外面:回転ナデ

I区
S B01
(地鎮ビット)

須恵器 0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良

面
面

外
内

暗灰色
明灰色

内外面:回転ナデ
底部外面:ヘラ切り後ナデ
外面一部に自然釉

I区
S P01

須恵器
杯

0.1～ lmmの 砂粒を
含 やや良 自灰色

内外面:回転ナデ

第22表 遺物観察表
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挿図 図版
遺構 器種

法量 (cm)
胎 土 焼成 色  調 備  考

報文番号 口径 器高 底径

区

Ｐ
須恵器
杯

0.1～2mmの砂粒を
含 普通 灰色

区

Ｐ
器師

釜
土
土

0。 1～ 5mmの砂粒を
含 普通 茶褐色

I区
S P04

土師器
土釜

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通

内面 黒色
外面 巻橙褐

区

Ｋ
土師器
椀

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ

52173

27

I区
S K01

器師
壺

土
蛸

0.1～2mmの砂粒を
含

や
良

や
不 淡橙褐色

内外面:指押さえ

区

Ｋ
土師器
甕
(把手)

0.1～3mmの砂粒を
含

や
良

や
不 橙褐色

内外面:指押さえ

52173

29

I区
S K02 略

肝

土
甕
＜

0.1～3mmの砂粒を
含 普通 橙褐色

内外面:指押さえ

I区
S K05

須恵器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不良 灰自色 I骨i常li[回転ナデ

区

Ｋ
器

部

師

脚

土
甕
＜

0。 1～ 2.5mmの 砂粒
を含 普通 橙褐色 1計 li:朧麟

区

Ｋ 鸞牒
器 0.1～ 1.5mmの砂粒

を含 やや良 明灰色 l‖li;Iナ
デ

2条の沈線

区

Ｘ
須恵器
杯

0.1～ lmmの砂粒を
含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
高台付

I区
S X07

須恵器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不良 灰自色

内外面:回転ナデ
高台ll

I区
S X09

須恵器
甕

0.lγ2mmの砂粒を
含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
ロ縁部:自然釉
器壁に気抱が入る

I区
S X10

瓦器
椀

ほとんど砂粒を含
まない

やや
不良 明灰色

内外面:ナデ

区

Ｘ
土師器
杯

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

I区
SXH

土師器
皿

粒砂のｍｍ
・

５１”
含

０
・を 普通 橙褐色

内外面:ナデ
高台付

I区
S Xll

土師器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ

区

Ｘ
須恵器
杯

0.1～ lmmの砂粒を
含 普通 灰白色

内外面:回転ナデ  火欅力1ヽかる

I区
S Xll

須 恵器
皿

0.1～ 2mmの砂粒を
含 不良 灰自色 llIえ鶏係ナデ

I区
SXH

須恵器
杯

0.1～2mmの砂粒を
含 普通 明灰色

内面:仕上げナデ 外面:回転ナデ
高台付

I区
SXH 得

恵器 0.1～ lmmの砂粒を
含 普通 灰自色

内面:ILLげ ナデ 外面:回転ナデ
底部:ヘラilり

高台付
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挿 図 図版
遺構名 器 種

法量 (cm)
胎 土 焼成 色 調 備  考

番号 口径 器高 底径

I区
SXH

須恵器
杯蓋

0.1～0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色

内外面:回転ナデ

I区
SXH

須恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 灰色

内外面:回転ナデ
底散ヘラ切り
高台付

I区
SXH

須恵器 0.1～ lmmの砂粒を
含 不良 灰色

内外面:回転ナデ

“
173
47

I区
SXH

須恵器
(把手)

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内外面:指ナデ
上面に長軸方向にヘラで線が入る
剥離部分に本体の叩き痕がみられる

I区
S D01

土師器
椀

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
内面:ナデ

区

Ｄ
須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒

を含 やや良 灰色～暗灰色
内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

一
Ｔｒ

区
Ｄ

土師器
蛸壺

0.1～2.5mmの砂粒
を含 普通 茶褐色

内外面:指押さえ

一
Ｔｒ

区

Ｄ
須恵器
高杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰自色

内外面:回転ナデ

区

Ｄ
須恵器
高杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不良 灰自色

磨減の為不明

I区
S D05

土師器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 橙褐色

外面:回転ナデ
内面:磨滅

区

Ｄ
須恵器
杯身

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰色

内外面:回転ナデ

I区
S D05 得曇器 細かい砂粒を含 や

良
や
不 明灰色

内外面:回転ナデ

区

Ｄ
土師器
椀

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 白褐色

肺
ガデ柵

酬
螂
論

I区
S D07

土師器 0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや多い

やや
不良 橙褐色

磨減の為不明

I区
S D07

器師
釜

土
土

0.2～ 3.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 茶褐色

外面:鍔からT,指押さえ  上,ナデ
内面:横ナデ

I区
S D07

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

I区
S D07

須恵器
杯 L暮

刊.5mmの砂粒やや
不良 灰色 :‖11;;;Iナノ面:火欅

区

Ｄ
須恵器
皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ 外面:火禅
底部:ヘ ラ切り後ナデ

I区
S D07

須恵器
杯

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 明灰色

輌
部‥
舗

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

胴
部‥
舗

I区
S D07 得

恵器
L答
瑚.5mmの砂粒

やや良 灰色
鰤
晰
謝
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挿図 図版
遺構 器 種

法量 (cm)
胎 土 焼成 色  調 備  考

報文番号 口径 器高 底 径

I区
S D07

須恵器
蓋

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

区

Ｄ
須恵器
蓋

0.1～ 0.2mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

区

Ｄ
須恵器
蓋

0.1～ 0.5mmの 砂粒
を含 普通 暗灰色

デ
ガ
滅

晰
Ш
動

脈
脈
血

区

Ｄ
須恵器
蓋

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

I区
S D07

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 茶灰色

内外面:回転ナデ
全面に自然釉

I区
S D07

須恵器 0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 やや良 暗灰色

内外面:回転ナデ

区

Ｄ
須恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒

を含 普通 告吾:腹雹色内外面:回転ナデ
底部:ナデ

I区
S D07

須恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 灰色

内面:指押さえ
外面:ヘ ラilり

区

Ｄ
須恵器
甕

0.1～0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 明灰色

内外面:回転ナデ

I区
S D07

須恵器
甕

0.1～2mmの砂粒を
含 普通

外面 :灰色
内面 :灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ナデ

I区
S D07

須恵器
甕

0.1～ lmmの砂粒を
含 普通 灰白色

内外面:回転ナデ

I区
S D07 響

恵器
21.8

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 茶褐色

内外面:回転ナデ

区

Ｄ
緑釉陶器
(底部)

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良
質

や
不
軟

淡褐色
黄緑色 (釉 )

磨減の為不明
全体に釉がnlかってι巧
底部:11り 出し

I区
S D07

緑釉陶器
椀

0.1～0.5mmの砂粒
を含 やや良

硬質
色
釉

灰
＜

色
緑

灰
暗

内外面:回転ナデ後粗t載方向ヘラ磨き
靴

67174

79

区

Ｄ
緑釉陶器
皿

砂粒含まない
通
質

普
硬

色
＞

灰
釉

色
緑
＜

灰
黄

明
淡

内外面:回転ナデ後粗ι晰方向ヘラ磨き

67174

80

I区
S D07

二彩か 0.1～ 0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不

淡褐色
淡黄緑色

(釉 )

I区
S D08

土師器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不良 淡褐色 l鯛』;拓ナデ

区

Ｄ
土師器
土釜

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

｀
やや多い 普通 橙褐色

外面:鍔からT,指押さえ 上,板ナデ
内面:横ナデ     ・

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ 火檸慟いる
底部:ヘ ラ切り後ナデ

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
高台付

I区
S D08

須恵器
魅 答ゝ■

.5mmの砂粒
普通

面
面

外
内 騎優色内外面:回転ナデ

外面に突線,そ Ol下に波状文有り
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挿図 図版
遺構名 器 種

法量 (cm)
胎 土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 灰褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

I区
S D10

須恵器
杯

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含 やや良 明灰色

内外面:回転ナデ
底部:ナデ
高台付

I区
S D12

土師器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:障ナデ

I区
S D12

土師器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 橙褐色 l‖臥;;;るけデ

I区
S D12

土師器
杯

細かい砂粒を含
普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

区

Ｄ
土師器
杯

細かい砂粒を含
普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

I区
S D12

土師器
杯

0,1～ 1.5mmの砂粒
を含

やや
不良 自褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

I区
S D12

土師器
杯

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 自灰褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

I区
S D12

土師器
杯

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

I区
S D12

土師器
杯

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

区

Ｄ
土師器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや多い

や
良

や
不 自灰褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
SD13と推合

I区
S D12

土師器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
[部 :ヘラ切り

区

Ｄ
土師器
杯

細かい砂粒を含
普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

区

Ｄ
土師器
杯 Lζ

Og肥
8参警

い
普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

I区
S D12

土師器
皿

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:ナデ

I区
S D12

土師器
皿

0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや多い 普通 橙褐色 1概;;IIナデ

I区
S D12

土 師器
皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:不明
日鵬納耐こ漱

75174

103

I区
S D12

土師器
皿

0.1～0.2mmの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り

I区
S D12

土 師器
皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:ナデ

区

Ｄ
土師器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 淡橙褐色

内外面:ナデ
底部:不明

I区
S D12

土師器
椀

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 褐色 :!11;;;Iナ デ
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胎 土 焼成 色  調 備  考

報文番号 口径 器高 底径

I区
S D12

土師器
椀

細かい砂粒を含
普通 橙褐色

磨減のあ不明

I区
S D12

土師器
皿

0.lmm程度の砂粒
を含 普通 橙褐色 11:え;;;デ

I区
S D12

土師器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 褐色

内外面:回転ナデ
底部:磨減

区

Ｄ
土師器
椀

細かい砂粒を含
普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

I区
S D12

土師器
椀

細かい砂粒を含
普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:不明

I区
S D12

器師
杯

土
高

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 褐色

輌 :耐り
内面:ナデ

I区
S D12

土師器
土釜又は土鍋

0.1～3.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 淡褐色

外面:板状の工具の腋
内面:償方向の]毛目

I区
S D12

土師器
甕

0.1～2.Ommの 砂粒
を含

や
良

や
不 茶褐色 ‖]:;;さえ雛方向

Oll稲

口縁輌 :横方向の刷毛目

区

Ｄ
土師器
土釜又は土鍋

0.1～3.Ommの 砂粒
を含 やや多い

や
良

や
不 茶褐色

外面:横ナデ
内面:横刷毛日

I区
S D12

土師器
甕

0。 1～ 3.Ommの砂粒
を含 普通 濃茶褐色

腋剛剛酬
糀
配
醐

区

Ｄ
土師器
土釜

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 茶褐色

内外面:横ナデ

I区
S D12

土師器
土釜

0.1～3,Ommの 砂粒
を含

や
良

や
不 茶褐色

外面:鍔より下,不 Fp1 1,横ナデ
内面:指ナデ ロ最内面:横方向の尉毛目

区

Ｄ
土師器
土釜

0.1～5.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 橙褐色

磨減の為不明

76174

120

区

Ｄ 豊鋼奎
0.1～ 7.Ommの砂粒
を含 多量に含 普通 淡橙褐色

内外面:脚さえ賭
外面:粘上の儀目残る

区

Ｄ
器
壺

師
蛸

土
真

0.1～5.Ommの 砂粒
を含 多量に合 普通 橙褐色

口縁内外面:横ナデ
内面:指押さえ

I区
S D12

土師器
飯蛸壺

0.1～3.Ommの砂粒
を含 多量に含

内外面:指押さえ痕残る

I区
S D12 叢廻奎

0.1～3.Ommの砂粒
を含 多量に含 普通 橙褐色

内外面:指押さえ痕残る

I区
S D12

須恵器
杯身

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色

内外面:回転ナデ

76175

125

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 白灰色

け
動
肺

圃
‥ヘラ淵

酬
鰤
師

76175

126

I区
S D12

須恵器
杯

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不

灰白色
口縁部が一部
黒灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り
全面に火欅  ロクロ右回り

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色 l‖11;;;デ

ロクロ右回り
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胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

“
い

128

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通

面
面

外
内

暗灰色
明灰色 螺肛ク硼

I区
S D12

須恵器
杯

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰白色

内外面:回転ナデ
全面に火檸

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 自灰色 |111;;;:ナ デ

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 明灰色 [鯛夫;;;:ナデ  墨書あり

全面に火欅  ロクロ右回り

76175

132

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや多い

やや
不良 灰白色 l鞣野;iナデ

全面に火欅

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不

自灰色
口縁部黒灰色

ガ
嘘
欅

面‥
Ａ
輌

区
Ｄ

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 白灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り
内面に火檸

76175

135

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや多い

や
良

や
不 白灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
全耐こ火棒

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～ 1,Ommの砂粒
を含 やや多い

や
良

や
不 自灰色

内外面:回転ナデ

需i爆
切
!クロ細り

I区
S D12

須恵器
杯

細かい砂粒を含
不 良 灰白色～

黒灰色
|‖]ス;;;:ナデ
全面に火棒

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 明灰色 晰蜘搬

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 灰自色 11臥 ;;;:ナ デ

全面に火欅

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや多い 不良 自灰色 :‖]ス;;;:ナデ

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 鼻吾:略展色内外面:回転ナデ

内面に火欅

761巧

142

I区
S D 12

須恵器
杯

細かい砂粒を含
不良 自灰稽戻色

酬
鰤
輌

I区
S D12

須恵器
杯

砂粒をほとんど合
まない 普通

明灰色
口縁部は黒灰
色

内外面:回転ナデ
全耐こ火檸

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～0.2mmの砂粒
を含 大きい砂粒
が目立つ

やや
不良 灰自色 :脚 ;;:ナデ

全面に火棒

区

Ｄ
須恵器
杯

0.lmmの砂粒を含
やや良 灰色

内外面:回転ナデ

鶏11♂
リロクロ相り

76175

146

I区
S D12 得

恵器 0.1～ 0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 灰白色

圃
‥ヘラ
騨

酬
螂
踊

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 白灰色 l‖11;;;Iナデ

I区
S D 12 得

恵器 0.1～0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 自灰色 l‖Wiダ

底部内面に火欅
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区

Ｄ
須恵器
杯

細かい砂粒を含 やや
不良 灰自色

内外面:回転ナデ

[霊i,:切
り後ナデ

区

Ｄ
須恵器
杯 L暮・ ・Ommの砂粒

普通 灰色
闘
‥ヘラ
隣

酬
螂
輌

区

Ｄ
須恵器
杯

細かい砂粒を含 やや
不良 灰白色

内外面:回転ナデ

:鳥 i貪 :切

り後ナデ
区

Ｄ
須恵器
杯

細かい砂粒を含
普通 灰 色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り
全面に火欅

I区
S D12

須恵器
杯 L暮■・

Ommの砂粒
普通 明灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
全面に火欅

I区
S D12

須恵器
杯 答ゝ

η.5mm?砂粒
不良 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

I区
S D12

須恵器
杯 L答

鋤.5mmの砂粒
やや良 明灰色 11殊 ;;;デ

全面に火棒  ロクロ右回り

区

Ｄ
須恵器
皿 L暮

刊.5mmの砂粒
不良 灰白色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

77175

157

I区
S D12

須恵器
皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰白色 デ

ロ右

デ
け
ロク

軒
動脈酢搬

77176

158

区

Ｄ
須恵器
皿 L答・ ・Ommの砂粒

不良 灰自色 11躊 ナデ
全面に火棒  ロクロ右回り

77176

159

区

Ｄ
須恵器
皿 L暮■・Ommの砂粒 や

良
や
不 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ  墨書あり

I区
S D12

須恵器
皿 L答・ ・Ommの砂粒

不良 灰自色
内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

区

Ｄ
須恵器
皿 暮ゝ

蜆・Ommの砂粒
不良 自灰色

内外面:回転ナデ
底部:不明

77176

162

I区
S D12

須恵器
皿 L答

可
撃Ψ多歌粒やや

不良
灰自色,日縁
部一部黒灰色 1鞣;;;Iナデ

全面に火棒 ロクロ右回り

77176

163

I区
S D12

須恵器
皿 L答

4・ Ommの砂粒 や
良

や
不 灰白色

内外面:回転ナデ

:監:解
切)後ナデ

77176

164

区

Ｄ
須恵器
皿

0.1～0.5mmの砂粒
を含

やや
不良

灰自色
口縁部黒灰色

面‥
ハ
臥

区

Ｄ
須恵器
杯 L答

媚・Ommの砂粒やや
不良 明灰色

内外面:回転ナデ
高台付

771“

166

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～2.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

稿1鳥
底
I;::IPこ

鼎
雅

77176

167

区

Ｄ
須恵器
杯 L答

4・ Ommの砂粒
普通 灰色 鰤♂璃:棚

嗣け難
区
Ｄ

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 明灰色

内外面:回転ナデ
外面に火欅あり
高台付

I区
S D12

須恵器
杯

細かい砂粒含 や
良

や
不 明灰色

内外面:回転ナデ
高台付
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I区
S D12

須恵器
杯

0,1～0.5mmの砂粒
を含 やや良 灰色 デ

臥

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや多い 良 暗灰色 脚耐舗

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内面:回転ナデ
底部:ヘラ||り

高台付

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色 11:::;非

襲サデ
高台付

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内耐回転ナ離聾サデ
高台付

I区
S D12

須恵器
杯

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内外面:回颯ナデ
高台付

I区
S D12

須恵器
杯

細かい砂粒を含
普通 灰自色

|111:||;  高台付

I区
S D12

須恵器
杯

細かい砂粒を含
良 衡吾:騎展色獨:l:|:||メ

ナ
:台付

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～3.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰白色

内面:回転ナデ
底部:ヘラ切り
高台付

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色 l]:]:;蓼

いナデ
高台付

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰色～暗灰色

内外面:回転ナデ
高台付

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 明灰色 鰤!具;i確;)ナ

デ
高台付

I区
S D12

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内面:回転ナデ後軽いナデ
高台付

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色 〕[鯛雛響

けデ限を雌
底部:ヘラ切り

区

Ｄ
須恵器
椀

細かい砂粒を含 や
良

や
不 灰自色 邸牌強m

I区
S D12

須恵器
椀 細かい砂粒を含

や
良

や
不 否鼻象黒灰色

内外面:回転ナデ
全面に火欅

区

Ｄ 編恵器 細かい砂粒を含
やや
不良 否鼻身黒灰色

内外面:回転ナデ

I区
S D12

須恵器
蓋

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 やや多い 不良 灰自色 廠剛廠

771%

188

I区
S D12 響

恵器 0。 1～ 2.Ommの砂粒
を合 やや多い 普通 明灰色

晰
泄
助

区

Ｄ 響
恵器 0。 1～ 3.Ommの砂粒

を含 やや多い 良 明灰色
ガ
州
備

臨
‥へ
舗

鰤
醐
柵

I区
S D12 響

恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内面:仕上げナデ
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I区
S D12

須恵器
蓋

細かい砂粒を含
不良 白灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ

区

Ｄ
須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色

内面:回転ナ殺仕llチナデ
外面:回転ナデ

区

Ｄ
須恵器
蓋

0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや多い 不良 自灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ
頂部:ヘラ切ウ

区

Ｄ
須恵器
蓋

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含 やや良 暗灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ
頂部:ヘラ11り

I区
S D12 璽恵器

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色 艦]II夕

」チナデ
頂部:ヘラ11り

I区
S D12

須恵器
蓋

細かい砂粒を含
普通 灰色

内外面:回転ナデ
頂部外面:ヘラilり

歪み情 bll

I区
S D12 墾恵器

0.1～2.Ommの砂粒
を含 良 明灰色

内面:回転ナデ後lllチナデ
頂部外面:ヘラ切り
外面に帥釉付着

I区
S D12

須恵器
蓋

0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含 良 明灰色

区

Ｄ
須恵器
蓋

0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや良

灰色,日縁部
一部暗灰色

内外面:回転ナデ
内面:4LLげナデ
外耐こ自然釉III

I区
S D12 響森

器 0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや多い

や
良

や
不 灰自色 l‖T;|;

I区
S D12

須恵器
高杯

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

78176

202

I区
S D12

須恵器
不明

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

面‥
ハ

ロ右

78177

203

I区
S D12

須恵器
鉢

0.1～3.Ommの砂粒
を含

やや
不良 自灰色

内外面:回転ナデ
内面に煤llt

I区
S D12

須恵器
壺

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや多い 普通 灰色

内外面:回転ナデ
頸部外面にヘラ書き

区

Ｄ
須恵器 細かい砂粒を含

普通 自灰色
内外面:回転ナデ
高台付

区

Ｄ
須恵器
壺

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

酬
論

I区
S D12

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

鰤
鍬
謝

量
２０８

I区
S D12

須恵器 0.1～ 5.Ommの砂粒
を含 普通

明灰色～
暗灰色

け
世脈鰤謝

I区
S D12

須恵器 0。 1～2.Ommの砂粒
を含

やや
不良 灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

I区
S D12

須恵器 0.1～3.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色

内外面:回転ナデ
高台付

区

Ｄ
須恵器
壺

0.1～ 5.Ommの砂粒
を含 やや多い 普通 灰色 11鴎‰私に鵬:動[|:

台付に高台に沿って掻き取った後がある
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

I区
S D12

須恵器
壺

0。 1～ 3.Ommの砂粒
を含 普通

明灰色～
暗灰色 晰剛鵬

輌
鰤
輌

I区
S D12

須恵器 0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通

内面 :灰白色
外面 :灰色

内外面:回転ナデ
高台付

区

Ｄ
須恵器 0.1～0.5mmの砂粒

を含
や
良

や
不 舞吾!僣提程

外面:回転ナデ,下部ヘラ‖り
内面:板ナデ
高台付

I区
S D12

須恵器
甕

0.1～3.Ommの砂粒
を含 やや多い

やや
不良 明灰褐色

内外面:回転ナデ

I区
S D12

須恵器
甕

0.1～3.Ommの砂粒
を含 やや良 衡吾!詩展色内外面:回転ナデ

区

Ｄ
須恵器
甕

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 普通 暗灰色

内外面:回転ナデ

旦
218

区

Ｄ
須恵器
甕

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 良 明灰色

内外面:回転ナデ
内面に自然釉

79177

219

区

Ｄ 曇
恵器 1.5mm程度の砂粒

やや多い 普通 灰色 Il]』 i11,角形にしひる可能性が
ある

区

Ｄ
須恵器
甕

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 やや多い 不良 明灰褐色

内面:ナデ
外面:平行叩き
口縁:回転ナデ

I区
S D12 不

恵器 0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色 l]:|!:酷||夕

のナデ

区

Ｄ
須恵器
甕

0,1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内面:指押さえ後斜め方向のナデ
外面:叩き日後回転ナデ

79178

223

区
Ｄ

，

黒色土器A類
椀 L「

2が継参磐桜普通 鼻吾:晟指色内面:底部一方向, 体部分割のヘラ磨き
外面:磨減の為不171

79178

224

I区
S D12

黒色土器A類
椀

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 鼻喜:晟亀色内面:横方向のヘラ磨き

外面:磨鵬 不明

I区
S D12

黒色土器A類
椀

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 鼻吾:晟是色1監層捌ネ:腱

円 178
226

I区
S D12

黒色土器A類
椀

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 褐

色
橙

黒
淡

面
面

内
外
色

内面:底部は一方向, 体部は分割のヘラ

li:磨減の為不明

I区
S D12

黒色土器A類
椀

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 褐

色
橙

黒
淡

面
面

内
外
色

内面:ヘラ磨きが見える力11とんど磨減
外面:磨減の為不明

旦
228

区

Ｄ
黒色土器A類
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 舞吾:層亀色内面:ヘラ磨き

外面:磨減のあ不明

区

Ｄ
黒色土器A類
椀

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 鼻吾1晨暑褐

色

飛
獅

旦
230

区

Ｄ
黒色土器A類
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 鼻吾:量亀色内外面:磨わ為不明

I区
S D12

緑釉陶器
椀

細かい砂粒を含
良
硬質 履負色(釉 )

全面に横方向の磨き底部ヘラ書き
全面に薄l哺llllか る

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色

内外面:回転ナデ
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎 土 焼成 色調 備  考

報文番号 口径 器高 底径

区
Ｄ‐
楯

Ｉ
Ｓ
第

土師器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
甕
(把手)

0.1～ 2.Ommの 砂粒
を含 やや多い 普通 褐色

全体に指頭痕力峨る

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

器師
釜

土
土

0.1～ 2.Ommの 砂粒
を含 普通 橙褐色

輌
輌
鷺

80179

236

区
Ｄ‐
晴

Ｉ

Ｓ

第

土師器
竃

0.1～ 5.Ommの 砂粒
を含 普通 褐 色

鶴
備

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
竃

0。 1～ 5.Ommの 砂粒
を含 普通 淡褐色

内面:横方向の刷毛目
外面:縦方向の]毛 日

区
Ｄ‐
楯

Ｉ
Ｓ
第

土師器
竃

0.1～5.Ommの 砂粒
を含 普通 淡褐色

内外面:ナデ
鍔の下側:横方向の刷毛日

区
Ｄ‐
晴

Ｉ
Ｓ
第

土師器
蛸壺

0.1～5.Ommの 砂粒
を含 やや多い 普通 褐色

内外面:指頭痕

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯身

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り

80179

241

区
Ｄ‐
躍

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

区
Ｄ‐
躍

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 不 良 淡褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ
内面に煤付着

区
Ｄ‐
距

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
内外面に火欅  ロクロ右回り

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰白色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り
外面に火欅

区
Ｄ‐
晴

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

脈
跡
耐

区
Ｄ‐
楯

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの 砂粒
を含 やや多い 普通 灰 色

内外面:回転ナデ
底散ヘラ切り

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
皿

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色,日縁

部黒灰色

内外面:回転ナデ
全面に火欅
重ね焼き痕有り

区
Ｄ‐
楯

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
皿

0.1～0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 灰白色

回
‥ヘラ
騨

区
Ｄ‐
鋸

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 暗灰色

内外面:回転ナデ
高台付

区
Ｄ‐
躍

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～3.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ
高台付

区
Ｄ‐
増

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色 11臥 ;;;:ナデ

高台ll

区
Ｄ‐
楯

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～3.Ommの 砂粒
を含 やや多い やや良 灰色

内外面:回転ナデ
内面:仕上げナデ
底部:ヘ ラ11り   高台付

区
Ｄ‐
躍

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
内面:llげナデ
底部:ヘ ラ11り   高台付
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

I区
S D13
第3層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰白色 l鋼謂討Iガ

高台付

区
Ｄ‐
晴

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 自色 郷:l:1馨」

ナ
韓

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

器恵
蓋

須
杯

0.1～2.Ommの 砂粒
を含 不良 自灰色

内外面:回転ナデ後ナデ

鵬1肺77り

戯る

I区
S D13
第3層

墾恵器
0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 明灰色

ア́
　
麟

雅
デ
瑚

け
軒
ハ

面‥
面‥
緋

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

墾
恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒

を含 普通 灰色
殻
デ
刑

軒
け
“

脈
柵
醐

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 自灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ
頂部脈 ヘラ‖り

区
Ｄ‐
晴

Ｉ

Ｓ

第
響
恵器 粒砂のｍｍ

・

０１”
含

０
・を 普通 明灰色

碓
デ
刑

け
け
パ

閻
胸
鰤

区
Ｄ‐
楯

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ後仕上げナデ
椰胴 :ヘラ‖り

譴 179
262

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
鉢

0。 1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 濁灰色～灰色

内外面:回転ナデ
胴 :爆

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

響再蕊
0.1～5.Ommの砂粒
を含 やや多い やや良 暗灰色

内外面:回転ナデ

田 179
264

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色 紡

附
班
敵

師醐囃
区
Ｄ‐
晴

Ｉ

Ｓ

第

須恵器 0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰自色 1柵l臨 )

外面に自然麟

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器 0。 1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内面:指ナデ

|‖:,縣 li部の儀目が明瞭に残る
区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器 0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

1孵鸞
'高

台付
区
Ｄ‐
晴

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
壺

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色～暗灰色

内外面:回転ナデ
高台付

区
Ｄ‐
楯

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
壷

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通

明灰色
一部暗灰色

内外面:回転ナデ
高台付

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

墾恵器
0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色 輌

る
ガ麟翻

衝
謝
曜

師
輛
輌

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
甕

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内面:11き後ナデ

梱i‖illi'デ

区
Ｄ‐
晴

Ｉ
Ｓ
第

藝恵器
0。 1～ 2.Ommの砂粒
を含 やや多い 普通 灰色

内面:当て具痕

I骨古li:回転ナデ
区
Ｄ‐
楯

Ｉ

Ｓ

第
藝
恵器 0。 1～ 1.Ommの砂粒

を含 不良 衆吾1悟良色内外面:回転ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第
藝恵器

0.1～3.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色～明灰色

内面:当て具痕
外面:叩 き後カキロ
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
甕

0.1～3.Ommの 砂粒
を含 やや良 灰色 肥 苗騨ダ ロ最部内面鴻椰 か

けて自然釉付着

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
甕

0.1～ 3.Ommの 砂粒
を含 普 通 明灰色

内面:当て具痕
外面:llき 目後カキロ
ロ縁内外面:回転ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

藝
恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒

を含 普通 暗灰色～
茶灰色

外面:格子目後llき

口最内外面:回転ナデ

譴 180
278

区
Ｄ‐
晴

Ｉ
Ｓ
第

緑釉陶器
皿

砂粒を含まず
やや良
硬質

灰色
黄緑委黒)

嗽
鵬

裁
識
底

障
障
帥

師
輌
輌

譴 180
279

区
Ｄ‐
踊

Ｉ
Ｓ
第

灰釉陶器
皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰白色

lll軋 lにかけ硼 鰤 る

82180

280

I区
S D13
第2層

土師器
杯

砂粒をほとんど含
まない 普通 淡橙褐色

内外面:横ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
含 普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

82180

282

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り
ロクロ右回り

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯 讐

1～ 1・ Ommの砂粒
普通 淡橙褐色

磨和杯明

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
含 普通 暗橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

0.1～ 2.Ommの砂粒
含 不 良 淡橙褐色

底部:ヘ ラ切り
磨減の為不明

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

細かい砂粒含 や
良

や
不 白褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
含 普通 自橙褐色 l‖11,;;:ナデ

区
Ｄ‐
楯

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
含 普通 淡褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
含 普通 淡橙褐色 翻艦灯勁射デ

区
Ｄ‐
埴

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

0。 1～ 1.Ommの砂粒
含 普通 淡褐色

脈
椰
姉

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

0.1～ 3.Ommの砂粒
含

や
良

や
不 白褐色

内外面:回颯ナデ
底部:ヘラ切り

I区
S D13
第2層

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
含 普通 橙褐色

脈
部‥へ
姉

区
Ｄ‐
楯

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

0.1～ 2.Ommの砂粒
含 普通 橙褐色 l鯛瀾拒ナデ

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
含 普 通 橙褐色 :111;;;:ナ デ
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

細かい砂粒含
普通 淡褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

0。 1～ 0.5mmの 砂粒
含 普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

82180

298

区
Ｄ‐
楯

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
含 普通 橙褐色 1‖]瀾「

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

0.1～0.5mmの 砂粒
含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り

I区
S D13
第2層

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 淡橙褐色 11臥;iすIナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

細かい砂粒を含
普通 淡褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

0.1～ 0.5mmの 砂粒
を含 普通 橙褐色 ll臥;;ほナデ

区
Ｄ‐
循

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

細かい砂粒を含
普通 淡橙褐色 l‖ ]夫;;IIナデ

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯  .

0.1～ 2.Ommの砂粒
を合 やや多い

や
良

や
不 橙褐色 [‖Iス;i拓ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:回颯ナデ
底部:ヘラ切り

区
Ｄ‐
循

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

0.1～3.Ommの 砂粒
を含 普通 橙褐色

酢

ハ
ロ右

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

0.lmmの砂粒を含
普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 淡橙褐色 111ス;;IIナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯

0.1～ 1.Om市の砂粒
を含 普通 褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

82180

3H

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯又は椀

粒砂のⅢ・

５

卜
含

０
・を 普通 淡褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り
ロク哺回り  円鰍論

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯又は椀

細かい砂粒を含
普通 淡褐色 l‖Iえ;i;Iナデ

円盤状高台

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯又は椀

0。 1～2.Ommの 砂粒
を含

や
良

や
不 淡褐色

詢
鰍

区
Ｄ‐
楯

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯又は椀

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 暗橙褐色

脈
脚
臨

区
Ｄ‐
楯

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯又は椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 自橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ
円盤状高台

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
杯又は椀

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
円盤状高台
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

I区
S D13
第2層

土師器
椀

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含

やや
不良 橙褐色

磨減の為不明

区
Ｄ‐
靡

Ｉ

Ｓ

第

土師器
椀

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 橙褐色

内面:回転ナデ

82180

319

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
椀

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 淡褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

82180

320

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
椀

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 橙褐色 [‖11;揃 II;

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 淡橙褐色

831譴

322

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
土鍋

0.1～3.Ommの砂粒
を含 やや多い 普通 茶褐色

内面:ナデ

襴il鶴舗]:目 日縁外面:横ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第
圭期支は土釜

0.1～3.Ommの砂粒
を含 やや多い 普通 茶褐色

内外面:横ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
土鍋又は土釜

0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや良 茶褐色

口縁内面:横刷毛日
口縁外面:横ナデ

区
Ｄ‐
靡

Ｉ
Ｓ
第

圭蠣交は土釜 21.8
0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 橙褐色

内面:横刷毛目
外面:横ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

略
肝

土
甕
＜

0.1～.Ommの砂粒
を含

やや
不良 橙褐色

内外面に指頭痕残る

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
土釜

0.1～3.Ommの砂粒
を含 普通 茶褐色

内面:ナデ
外面:横ナデ

I区
S D13
第2層

土師器
土釜

0.1～3.Ommの砂粒
を含 普通 褐色 l‖醐品鋼

I区
S D13
第2層

土師器
土釜

0。 1～ 5.Ommの砂粒
を含 やや多い 普通 橙褐色

内外面:横ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第
圭塑交は土鍋

0.1～3.Ommの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:指ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

土師器
竃

0。 1～ 5.Ommの砂粒
を含 普通 橙褐色 1翫il,鋤}W鶴

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
竃

0。 1～3.Ommの砂粒
を含 普通 奔吾:後婚色内面:ナデ

外面:斜め方向の刷毛目 指頭痕残る

I区
S D13
第2層

土師器
竃

0.1～3.Ommの砂粒
を含 普通 鼻吾:蒼糧色内面:ナデ

外面:縦方向に刷毛目

田 1譴
334

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

器
壺

師
蛸

土
真

0。 1～ 5.Ommの砂粒
を含 普通 茶褐色

内面:指頭痕
外面:鯛毛目

里
３３５

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

哉鱈奎
0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色

内面:指ナデ
外面:指 nFl

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

羨鱈奎
0.1～3.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色

内外面:指押さえ

I区
S D13
第2層

写葺
器 0.1～ 1.Ommの砂粒

を含 普通 明灰色
内外面:回転ナデ
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯身

細かい砂粒を含
普通 明灰色

内外面:回転ナデ

841鈍

339

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰白色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り
全面に火棒

841譴

340

区
Ｄ‐
唱

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰自色

楓
絲

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り
全面に火欅

I区
S D13
第2層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰白色

内外面:回転ナデ

841譴

343

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

細かい砂粒を含 や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ
輌臥檸
ロクロ右口)

Ⅷ
徹

邸
雅

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含

やや
不良 灰自色

外面‥
い
耐

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 自灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り
内面に火欅

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 自灰色

内外面:回颯ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り
全面に火欅

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

脈
跡
鰍

区
Ｄ‐
寵

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回颯ナデ
底部:ヘラ切り

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰白色

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り
外面に火欅

84181

354

区
Ｄ‐
循

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

841Ы

355

区
Ｄ‐
楯

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含

やや
不良 明灰色

脈
部‥へ
耐

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色 憮酢醐

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯 L答■・Ommの砂粒

普通 明灰色
内輌 :回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ
全面に火欅
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎 土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

面‥
Ａ
口右

区
Ｄ‐
増

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの 砂粒
を含 普通 暗灰色 脚雌肺

84182

361

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含

やや
不良 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:回転糸切り

84182

362

I区
S D13
第2層

須恵器
皿

0,1～2.Ommの砂粒
を含 不良 灰白色

憮
椰
舗

84182

363

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 白灰色 1‖躊 ナデ

高治付

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須 恵器
皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不 良 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切)

高台付

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須 恵器
皿

0.1～2.Ommの砂粒
を含 不 良 灰白色

磨誠0為不明
高台付

84182

366

区
Ｄ‐
靡

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ
高台付

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰自色

内外面:回颯ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
高台付

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰色～明灰色 晰鵬冊

面‥
“
輌

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰色～明灰色

|llil1li;;

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0。 1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

囃
鋤
泄

脈
椰
鰤

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色 静慨評鮒デ

I区
S D13
第2層

須恵器
杯

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰白色 1‖li歌編り

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0,1～2.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色 111]I;;後

性げナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

け
助
世

‥回
”
面‥

緬
部‥
紬

85182

376

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0,1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色 l‖I謂;係ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 暗灰色

内外面:回転ナデ

I区
S D13
第2層

須恵器
杯

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色～暗灰色

晰
鋤
泄

面‥
ハ
輌

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

細かい砂粒を含 やや
不良 灰自色

内外面:回転ナデ
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

旦
380

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

細かい砂粒を含 や
良

や
不 灰色

内外面:回転ナデ
高台付

I区
S D13
第2層

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや多い やや良 明灰色

内外面:回転ナデ
底部:回転ヘラilり

底部内面:ILLげナデ  高台付

区
Ｄ‐
循

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～3.Ommの砂粒
を含 やや多い 不良 自灰色

磨減の為不明
高台付

I区
S D13
第2層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り
底部内面:ILLげナデ  高台付

I区
S D13
第2層

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 不良 自灰色 曾lT:睛

ナデ

区
Ｄ‐
循

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色

静即

ア́
　
け

晰
鋤
世

面‥
“
輌

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 灰自色

内外面:回転ナデ
高台付

区
Ｄ‐
楯

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り
高台付

85182

388

区
Ｄ‐
循

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯 暮ゝ・・Ommの砂粒やや

不良 灰自色
内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ
高台付

I区
S D13
第2層

甥
恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒

を含
やや
不良 灰自色

内外面:回転ナデ
外面に指引農残る

I区
S D13
第2層

得墓器
0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色

内外面:回転ナデ
頂部外面:ヘラ11り 後ナデ

区
Ｄ‐
唱

Ｉ

Ｓ

第
得曇器

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

区
Ｄ‐
楯

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
蓋

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 やや良 明灰色

内面:回転ナデ後ll上げナデ
外面:ヘラ切り後ナデ

I区
S D13
第2層

須恵器
蓋

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内面:回転ナデ後壮上げナデ
外面:ヘ ラ11り

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
蓋

細かい砂粒を含
普通 灰色

外面:回転ナデ

Ｅ
Ｄｌ
楯

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
蓋

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
頂部外面:ヘラ切)農残る

里
３９６

区
Ｄ‐
鱈

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 濁灰色 ll:][;摯

」″デ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
蓋

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色

内外面:回幸ナデ

l]:場 |;る」デナデ
I区
S D13
第2層

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不 良 自灰色

内外面:回転ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
高杯

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色 研晰鶉85182

400

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

器恵
明

須
不

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ
外面下半:ヘラ11)
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

85182

401

区
Ｄ‐
靡

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
捏ね鉢

0.1～ 3.Ommの 砂粒
を含 やや多い

や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ
内面に指押さえ痕残る

8,182

402

I区
S D13
第2層

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

区
Ｄ‐
楯

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
甦

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ
外面T半 :ヘ ラilり  底部:ナデ
榔に麟鳳る

85183

404

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
平瓶

0.1～ 0.3mmの砂粒
を含 やや良

頂部 :明灰色
体部 :暗灰色

外面:回転ナデ

[柵;稔ナ卿腑

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 明灰色 蜂[:肺繕

I区
S D13
第2層

須恵器 0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 やや良 暗灰色

内外面:回転ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 暗灰色

内外面:回転ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

田 183
409

区
Ｄ‐
楯

Ｉ
Ｓ
第

須恵器 0.1～3.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ
頸部:回転ナデ
頸部と胴部の継日が明瞭に残る

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器 0.1～3.Ommの砂粒
を含 普通 灰色 撃計臨

ガ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器 0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色～暗灰色

内外面:回転ナデ
高台付

I区

星鑓
3

須恵器 0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや良 鼻吾:路展色l儡雅;ナデ

底部外面:ヘラ切り後ナデ  高台付

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

須恵器 0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや良 界吾i略展色脈

脈
謝

区
Ｄ‐
循

Ｉ

Ｓ

第

須恵器 0.1～2.Ommの砂粒
含 やや良 灰自色 1]::lll庫

高台付

区
Ｄ‐
楯

Ｉ

Ｓ

第

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色～暗灰色

内外面:回転ナデ
底部内面:ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
甕

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰 色

内面:回転ナデ
胴融撤

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
甕

0.1～2.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色

内外面:回転ナデ
輌職撤

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
甕

0.1～3.Ommの砂粒
を含 やや良 鼻喜:癸長色 ‥回

漱
鰤
楓

区
Ｄ‐
循

Ｉ

Ｓ

第
藝
恵器 0.1～2.Ommの砂粒

を含 普通 灰色
口録内外面:回転ナデ
体部内面:当て具痕
体部外面:llF目 叩き日

I区
S D13
第2層

須恵器
甕

0.1～5.Ommの砂粒
を含 やや多い 普通 明灰色

|||lllllli::ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
甕

0.1～2.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰白色

内外面:回転ナデ
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

量
４２２

区
Ｄ‐
循

Ｉ
Ｓ
第

径
恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒

を含 普通 灰自色
内外面:回転ナデ
内面に自然‖lll

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

饗
恵器 0.1～ 2.Ommの砂粒

を含
や
良

や
不 明灰色

内外面:回転ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第
響
恵器 0.1～ 2.Ommの砂粒

を含 やや良 灰色～暗灰色
内外面:回転ナデ

区
Ｄ‐
楯

Ｉ
Ｓ
第

婆
恵器 0.1～2.Ommの砂粒

を含
やや
不良 明灰色

内外面:回転ナデ

87183

426

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

響
恵器 0.1～2.Ommの 砂粒

を含 やや良 灰色～暗灰色
内外面:回転ナデ
体部外面:ナデ

87183

427

I区
S D13
第2層

饗
恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒

を含 やや良 暗灰色
内外面:回転ナデ
体部外面:格子目叩き 自然鵬

区
Ｄ‐
循

Ｉ

Ｓ

第
不
恵器

L答・・Ommの砂粒
やや良

明灰屠戻色 内外面:口颯ナデ
紛的に榊 入る

I区
S D13
第2層

須恵器
甕

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 明灰色

内外面:回颯ナデ
外面:自然釉付着

87183

430

I区
S D13
第2層

須恵器
甕

0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや良

内面 :暗灰色
外面 :茶灰色

内外面:回転ナデ
体部外面:格子日叩き後ナデ

区
Ｄ‐
唱

Ｉ

Ｓ

第
響恵器

0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

区
Ｄ‐
循

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
鉢

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 灰自色

内外面:回転ナデ

87183

433

I区
S D13
第2層

黒色土器A類
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 鼻吾i晟指色内面にヘラ磨き

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

黒色土器A類
椀

0.1～2.Ommの砂粒
を含

やや
不良

内面 :黒色
外面 :自褐色

内面にヘラ磨き

区
Ｄ‐
唱

Ｉ

Ｓ

第

黒色土器A類
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 鼻吾:晟指色内面:ヘラ磨き

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

黒色土器A類
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 鼻吾:晟指色内面:ヘラ磨き

I区
S D13
第2層

土師器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通

内面 :黒色
外面 :橙褐色

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

土師器
椀

0。 1～2.Ommの砂粒
を含 普通 鼻吾i晟指色:鞣)7;iナデ

87183

439

I区
S D13
第2層

黒色土器A類
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 輿吾:晟指色内面:ヘ ラ磨き

外面:ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

黒色土器A類
椀

0.1～3.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不

内面 :黒色
外面 :淡褐色

内面:ヘラ磨き
外面:磨獅為不明

87184

441

I区
S D13
第2層

緑釉陶器
椀

0.1～0.5mmの砂粒
を含

や
良
質

や
不
軟

色
釉

色
灰
＜

褐
緑

淡
黄

内外面:横方向のヘラ磨き
全面施釉

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第
規釉陶器

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含

や
良
質

や
不
軟

色
釉

色
灰
＜

褐
緑

淡
淡 ]楓

回転ナデ
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胎 土 焼 成 色 調 備  考

番号 口径 器高 底径

87184

443

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第
貧懲鼎す

0.1～0.5mmの 砂粒
を含

や
良
質

や
不
軟

淡褐色
黄緑灰色

(釉 )

l魃
繊働m哺

87184

444

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第
委融鼎黄

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 良

質
不
軟

淡褐色
黄緑灰色

(釉 )

鋼齢

87184

445

区
Ｄ‐
循

Ｉ

Ｓ

第

緑釉陶器
(底部)

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良
質

や
不
軟

灰褐色
黄緑委鼎)

全酬

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

緑釉陶器
(底部)

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含

や
良
質

や
不
軟

淡褐色
黄緑灰色

(釉 )

識
画
面‥回
酬

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

緑釉陶器
(底部)

細かい砂粒を含
やや良
硬質

灰色
llII:鳴

台‖跛
販

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

緑釉陶器
椀

0.1～ 0。 5mmの砂粒
を含

幕醤
灰色
緑灰色 (釉 )

晰
剛
嘲

脈
脚
鰤

87185

449

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

緑釉陶器
皿

細かい砂粒を含
やや良
硬質

灰色
棄

ア́

雌
洲
障

晰
嚇
憶

I区
S D13
第2層

灰釉陶器
皿

砂粒を含まない
やや良

明灰色
淡緑灰色

肛
闘

87185

451

I区
S D13
第2層

瓦器
椀

0.1～0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 黒褐色

内面:横方向のヘラ磨き
外面:指押さえ
口縁端部外面:横ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

瓦器
椀

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 黒色

内面:ヘラ磨き

区
Ｄ‐
帽

Ｉ

Ｓ

第

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 淡褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り

88185

454

I区
S D13
第1層

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色 llIえ;;;:ナデ

88L
455

I区
S D13
第1層

土師器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

量
４５６

区
Ｄ‐
櫃

Ｉ
Ｓ
第

土師器
土釜

0。 1～ 5。 Ommの砂粒
を含 普通 橙褐色

内面:ナデ
外面鍔より上:慣ナデ
外面鍔より下:磨減の為不明

88185

457

区
Ｄ‐
帽

Ｉ
Ｓ
第

土師器
土釜

0.1～3.Ommの砂粒
を含 普通 褐色

内外面鰐より上:横ナデ

区
Ｄ‐
櫃

Ｉ
Ｓ
第

土師器
竃

0.1～3.Ommの砂粒
含 普通 橙褐色

外面鍔より上:斜め刷毛目
外面鍔より下:横刷毛日

旦
459

I区
S D13
第1層

篠葺器
0.1～ 1.Ommの砂粒
を合 やや良 明灰色

内外面:回転ナデ

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

器恵
身

須
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 明灰色

内面:回転ナデ

区
Ｄ‐
帽

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
やや多い 普通 明灰色

附
鋤
泄

糀
部‥へ
鰤 ロクロ右回り

I区
S D13
第1層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り

I区
S D13
第1層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 自灰色
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器 高 底径

I区
S D13
第1層

須恵器
杯

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 やや良 暗灰色

面‥
ハ
臥

I区
S D13
第1層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り
外面に火棒  ロクロ右回り

I区
S D13
第1層

須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 自灰色

面‥
ハ
臥

88185

467

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

輌
散
帥

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
杯

細かい砂粒を含 やや
不良 灰色

内外面:回転ナデ
高台付

里
４６９

I区
S D13
第1層

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
やや多い 普通 灰色

晰
‥ヘラ
泄

面‥
緬
師

区
Ｄ‐
媚

Ｉ

Ｓ

第

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含

やや
不良 明灰色

内面:I上げナデ
外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ  高台付

堕
471

I区
S D13
第1層

須恵器
杯

0.1～3.Ommの砂粒
を含

やや
不良 明灰色 1押え,;;Iナデ

高台付

I区
S D13
第1層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 灰白色

内外面:回転ナデ
高台付

I区
S D13
第1層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色 曾ll臨

ガ

I区
S D13
第1層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 白灰色

磨滅のお不明
高台付

I区
S D13
第1層

璽
恵器 0.1～2.Ommの砂粒

を含 普通 明灰色
内外面:回転ナデ
頂部外面:回転ヘラ11り

I区
S D13
第1層

須恵器
高杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含

やや
不良 明灰色

内外面:回転ナデ

I区
S D13
第1層

須恵器
高杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色 l‖li[i;:

区
Ｄ‐
帽

Ｉ
Ｓ
第

須恵器 0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
外面:カキロ後波状文

I区
S D13
第1層

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色 鍮聰八∬

瀬

I区
S D13
第1層

年層蔀)

0.1～3.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内面:回転ナデ
外面砕 ヘラ‖り
外面に火欅〕重ね焼き痕

区
Ｄ‐
櫃

Ｉ
Ｓ
第

須恵器
甕

0.1～2.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ

区
Ｄ‐
帽

Ｉ

Ｓ

第
藝
恵器 0.1～ 2.Ommの砂粒

を含 やや良 灰 色 翻1llil:i:椰内面:当て賄
外面に波状文 沈線

I区
S D13
第1層

須恵器
甕

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良

明灰色～
暗灰色 ll[ili循

I区
S D13
第1層

婆
恵器 0.1～3.Ommの砂粒

を含 普通 灰色
内外面:回転ナデ
体部外面:カキロ
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

田 186
485

区
Ｄ‐
媚

Ｉ
Ｓ
第

緑 釉陶器
皿

0.1～0.5mmの 砂粒
を含

や
良
質

や
不
軟

淡褐色
黄緑灰色

(釉 )

内外面:回転ナデ後ヘラ磨き
全面施職

89186

486

I区
S D13
第1層

緑釉陶器
(底部)

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良
質

や
不
軟

淡褐色
釉は完全に剥落

89186

487

区
Ｄ‐
増

Ｉ
Ｓ
第

緑釉陶器
(底部)

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

蓑昼
淡褐色
黄緑灰色

(釉 )

全面施釉

89186

488

区
Ｄ‐
帽

Ｉ
Ｓ
第

緑釉陶器
椀

砂粒をほとんど含
ない 通

質
普
硬

灰色
黄緑灰色

(釉 )

内外面:回転ナデ
外面:ヘラ磨き
全面施職

89186

489

I区
S D13
第1層

緑釉陶器
椀 警警庶

ほとんど含 や
良
質

や
不
硬

明灰色
淡緑灰色

(釉 )

内外面:回転ナデ後ヘラ磨き
全面施釉

里
490

I区
S D13
第1層

瓦器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 黒色 憮舞鷲孵呻

89186

491
‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

土師器
杯

細かい砂粒を含
普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切)後ナデ

I区
S D13
その他

土師器
杯

0.1～2.Ommの 砂粒
を含

や
良

や
不 自橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

土師器
杯

0.1～2.Ommの 砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

里
４９４

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
やや多い 普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

土師器
杯

細かい砂粒を含
普通 褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

旦
496

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

土師器
杯または椀

0.1～2.Ommの 砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
円蛾論

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

土師器
杯または椀

0.1～ 3.Ommの 砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
円餓論

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

土師器
椀 Lttη

.5mmの砂粒
普通 淡褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

土師器
椀

0.1～2.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 橙褐色

磨減の為不明

I区
S D13
その他

土 師器
皿

砂粒をほとんど含
まない 普通 橙褐色

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

土師器
皿

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色

鵬
舗

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

土師器
甕

0.1～3.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 橙褐色

磨減の為不明

90186

503

I区
S D13
その他

土師器
土釜

0.1～5.Ommの砂粒
やや多い 普通 茶褐色

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

器師
釜

土
土 L答

巧・Ommの砂粒
普通 褐色

鰐から上:横ナデ

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

篭師器 L答
巧・Ommの砂粒

普通
内面 :茶褐色
外面 :淡褐色

内面:ナデ
外面:指頭痕 斜め方向刷毛目
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎 土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底 径

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

土師器
甑

0。 1～ 5.Ommの砂粒
を含 普通 茶褐色

内面:指ナデ
外面:縦刷毛日

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
杯身

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

写葺
器 0.1～ 1.Ommの砂粒

を含 普通 灰自色
内外面:回転ナデ
輌に自蹴 詣

I区
S D13
その他

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良

明灰稽戻色 ガ
孵

闘
‥ヘラ
畔

酬
螂
胴

90186

5H
‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
杯

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り
外面に火禅  ロクロ右回り

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 灰白色 :鞣;iほナデ

全面に火棒

I区
S D13
その他

須恵器
杯

0,1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ

:li♂
リロクロ左回り

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
杯

細かい砂粒を含 や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り
外面に火欅 ロクロ右回り

旦
515

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
杯

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 自灰色 :IL];:為

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
杯

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含

やや
不良 灰自色

内外面:回転ナデ
ニ部:ヘ ラ切り後ナデ
粘J峨湘カリ曳る

I区
S D13
その他

須 恵器
皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通

明灰色～
暗灰色 ll町

'け

デ
底部内面:仕上げナデ

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
杯

0.1～3.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

底部内面:llげナデ
高台付

I区

23組

須恵器
杯

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 やや良 明灰色

面‥
　
鮒

緋

．月
所冊躊

‥日
輌
胴

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
杯

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内面:仕上げナデ
外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ11り  高台付

I区
S D13
その他

須恵器
杯 埋暮

2・ Ommの砂粒
普通 灰 色

内面:回転ナデ後世げナデ
高台付

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

写
恵器 0.1～ 2.Ommの砂粒

を含
やや
不良 灰自色 脈鰤謝

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
杯

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含

やや
不良 灰白色

内面:仕上げナデ

l]:果 ;1私ナデ高舗

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
杯

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 やや良 灰自色

論

世
睛
”

輌
胴
腑

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
蓋

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内面:回転ナデ

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

響恵器
0.1～ 2.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 濁灰色 1]::I;;後

仕」″デ

頂部外面:ヘラ‖り
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色 調 備  考

番号 口径 器高 底径

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良

明灰色～
暗灰色

内外面:回転ナデ
頂部外面:ヘラ切り

I区
S D13
その他

須恵器
蓋

0.1～2.Ommの 砂粒
を含 やや多い やや良 明灰色

内外面:回転ナデ

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
高杯

0.1～2.Ommの 砂粒
を含 普通 灰色

I区
S D13
その他

須恵器
高杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普 通 灰色

I区
S D13
その他

須恵器
高杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ
杯部内面:仕上lテナデ
脚部内面:技 〕目

90186

532

I区
S D13
その他

須恵器
高杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや多い やや良 明灰色

猪
デ
備帖嘲馴I区

S D13
その他

須恵器
高杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
杯部内面:仕上げナデ

」
５３４

I区
S D13
その他

須恵器
高杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ
外面:横方向の租い磨き

‖ 187
535

I区
S D13
その他

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良

内面 :灰色
外面 :茶灰色 画外面‥へ‥ナデ

耕
榔
邸

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器 0。 1～2.Ommの 砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
高台付

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
壺

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
高台付

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 明灰色～灰色

内外面:回転ナデ
高台付

脱 187
539

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
下部外面:ヘラllり

輌に自榊晴 卿に源llAる

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
瑯胴 :ヘ ラ‖り
底部:ヘ ラ切り後ナデ 高台付

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
壺

0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 灰 色

内外面:回転ナデ

鸞::『lt;i:

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 暗灰色

内外面:回転ナデ

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器 0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良

明灰色～
暗灰色

内外面:回転ナデ
内面に自然釉討着

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内面:回転ナデ
外面:回転ヘラ11り

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
壺

0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色

内外面:回転ナデ

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
鉢

0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

藝恵器 L暮ツ・Ommの砂粒
やや良 灰自色

口縁内外面:回転ナデ
体部内面:当て具痕後ナデ
体部外面:格子目11き 全面に自然釉lll
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
甕

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通

明灰色～
暗灰色

内外面:回転ナデ

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

須恵器
甕

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色～暗灰色

内外面:回転ナデ
飽力lAる

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

黒色土器A類
椀

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通

内面 :黒色
外面 :淡褐色

内面:ヘ ラ磨き

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

緑釉陶器
(底部)

砂粒をほとんど含
まない

や
良
質

や
不
硬

雅麟螢
(釉 )

内外面:回転ナデ後ヘラ磨き
重ね焼き痕有り     高台11り 出し
印対花文

帆 187
552

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

委磯照す
細かい砂粒を含

普通
硬質

灰色
緑灰色

(釉 )

内面:口颯ナデ後ヘラ磨き  重ね焼痕有)

高台11り 出し
全面蒐釉

‖ 187
553

‐３
他

区
Ｄ
の

Ｉ
Ｓ
そ

緑釉陶器
皿

0.1～0.5mmの砂粒
を含 通

質
普
硬

灰色
緑灰象釉)

内外面:回転ナデ

:騨

"187
554

I区
S D13
その他

緑釉陶器
椀

0.1～0.5mmの砂粒
を含 やや良

硬質
履負色

(釉 )

内外面:回転ナデ  外面下半:ヘラ11り

外面:ヘ ラ磨き
輪花

I区
S D13
その他

灰釉陶器
椀

0.1～0.5mmの砂粒
を含 やや良 白灰色

憮
耐

92188

556
③
榊

区
１３
舗

Ｉ
ＳＤ
趾

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り
全面に火欅  ロクロ右回り

I区
SD13(SDl
2と合流部付近)

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰 色 :IWttIナデ

全面に火欅  ロクロ右回り

６
締

区
１３
舗

Ｉ
ＳＤ
錠

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

ＳＤ
艇

区
１３
舘

Ｉ
ＳＤ
た

須恵器 0.1～ 0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 灰 色

内外面:回転ナデ

I区
SD13(SDl
2袷榔艇)

須恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良

明灰色～
暗灰色 l‖:;,「

ナデ

I区
S D13

14Tr
響
恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒

を含 普通 灰色
内面:仕上げナデ
外面:回転ナデ

区

Ｄ
須恵器
蓋

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 明灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ

掘鯛駄乳り
I区
S D13,2
7, 28Tr

土師器
土釜

0.1～4.Ommの砂粒
を含 やや多い

やや
不良 茶褐色

内外面:横ナデ

I区
S D13,2
7, 28Tr

得
恵器 0.1～0.5mmの砂粒

を含
やや
不良 明灰色 :鞣騎ほガ

全面に火欅

I区
S D13

28Tr

土師器
杯

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り

区

Ｄ
土師器
土釜

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色

外面:指押さえ後縦方向指ナデ

92188

567

区

Ｄ
土師器
竃

0.1～ 4.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 淡褐色 ガ脚脚

酬
舶
耕

区

Ｄ
器恵

身
須
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含 不良 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

区

Ｄ
須 恵器
皿

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含

やや
不良 明灰色

酢
パ
臥

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ
高台付

区

Ｄ
須恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒

を含 やや良 明灰色
内外面:回転ナデ
外面体部下半:ヘ ラ‖り

I区
S D13

28Tr

笙恵器 0.1～ 1.5mmmの砂
粒を含

やや
不良 明灰色

内面:指ナデ
外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ  高台付

区

Ｄ
須恵器 0.1～2.Ommの砂粒

を含 やや良 明灰色
内面:回転ナデ
外面:ヘラ||り

底部:ナデ

旦
575

区

Ｄ
須恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒

を含 やや良
明灰色～

暗灰色 !]嘲獄:

93188

576

区

Ｄ
土師器
/Jヽ皿

0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 橙褐色

区

Ｄ
土師器
土釜

0.1～2.5mmの砂粒
を含 やや多い

やや
不良 茶褐色

外面:横ナデ

I区
S D14 得

恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 自灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

区

Ｄ
須恵器
高杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

I区
S D14

須恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 灰色 1]III;;

底部:ナデ 高台付

区

Ｄ
土師器
小皿

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

区

Ｄ
須恵器 0.lmmの砂粒を含

普通 灰色 1‖躊 ナデ

区

Ｄ
須恵器 0。 1～ 1.5mmの砂粒

を含 やや良 灰色 111]「‡私ラ『;内

面:指ナデ
高台付

区

Ｄ
黒色土器A類
椀

0.1～2.Ommの 砂粒
を含

やや
不良

内面 :黒色
外面 :橙褐色

磨麟の為不明

区

Ｄ
瓦器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良

内面 :淡褐色
外面 :黒褐色

磨減の為不明

I区
S D15

土師器
杯

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 不良 淡褐色

磨減の為不明

区

Ｄ
土師器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含

やや
不良 淡褐色 1]:黒;;;

区

Ｄ
土師器
小皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

I区
S D15 義師器 L答■

.5mmの砂粒やや
不良 自褐色 ll碍,研
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

I区
S D15

須恵器
杯

0,1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰色

面‥
Ａ
付

I区
S D15

須恵器
蓋

0.1～0.5mmの 砂粒
を含 やや良 灰色(やや赤っばい)

稚
デ
い

脈
脈
醐

区

Ｄ
須恵器
壺

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良

明灰屠戻色 :|];,Fナ【ラ記号がある
高台付

93188

593

I区
S D15

器恵
鉢

須
捏

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良

明灰色
口縁部外面:暗灰色

内外面:回転ナデ
重ね焼き痕あり

I区
S D15

緑釉陶器
椀

0.1～0.5mmの砂粒
を含 やや良

硬質

灰色
緑灰色

(釉 )

]1li回
転ナデ

I区
S D15

瓦器
椀

0.1～0.5mmの砂粒
を含 不良 界吾:晨鱈色磨滅の為不明

旦
５９６

区

Ｄ 得曇
器 0,1～ 1.Ommの砂粒

を含 普通 灰色
内外面:回転ナデ

区

Ｄ
須恵器
高杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不 良 白灰色

磨減のため不明

I区
S D16

須恵器
壺

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良

暗灰晶戻色 内外面:回転ナデ

93188

599

I区
S D16 委懲鼎す

0.1～0.5mmの砂粒
を含 やや良

硬質
曇負色

(釉 )

l鯛i;il礁):晟る
底部のみ無釉

Ｌ

６００

区

Ｄ
灰釉陶器 0。 1～ 0.5mmの砂粒

を含 やや良 自灰色 辮紺
ナデ

I区
S D16

瓦器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 鼻薔1曇暦色磨機のため不明

区

Ｄ
土師器
椀

0.1～0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 淡橙褐色

磨減のため不明

区

Ｄ
土師器
椀

0.1～ 0。 5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 淡橙褐色

磨減のため不明

」
６０４

区

Ｄ
土師器
蛸壺

0.1～2.5mmの砂粒
を含

やや
不良 茶褐色

内外面:指押さえ

I区
S D18

須恵器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含

やや
不良 灰自色

内面:回転ナデ後仕上|チナデ
外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

I区
S D18 Ю恵器

0。 1～ 2.Ommの砂粒
を含 やや良

明灰稽辰色
内外面:回転ナデ

I区
S D18

瓦器
椀

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不良 黒褐色

残
デ

ｍ
漱
温

嚇
獅
湘

輌
晴
輛

I区
S D19

器師
釜

土
土

0.lγ2.Ommの砂粒
を含

やや
不良 褐色

内外面:横ナデ

I区
S D19

土師器
土釜

0。 1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色

口縁内面:横ナデ
鍔より下:指押さえ

区

Ｄ
土師器
土釜

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 褐色

縦方向指ナデ
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

区
Ｄ

土師器
土釜

0。 1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 褐色

縦方向指ナデ

I区
S D19

須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
高台付

I区
S D19 墾恵器

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 鼻吾i略痰色内外面:回転ナデ

I区
S D19

須恵器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 暗灰色～灰色

内外面:回転ナデ

I区
S D19 暑

器
39.8

0.1～3.Ommの砂粒
を含 良 茶褐色

内外面:回転ナデ
備前

区
Ｄ

器
鉢

陶
橋

0。 1～ 2.Ommの砂粒
を含 良 茶褐色

内外面:回転ナデ

|『

:勲腋あり

I区
S D21

土師器
小皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 淡褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

I区
S D21

須恵器
杯

0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

I区
S D22

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 淡褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

I区
S D22

器師
錘

土
土

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや多い

や
良

や
不 黒褐色

指鵬 る

I区
S D22

須恵器
杯

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

I区
S D22 墾恵器

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内面:仕上げナデ

I区
S D28 委程鼎ず

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや良
硬質

灰色
緑灰色(釉 )

内面:ヘラ磨き
‖り出し員台

駆蜘剛
土 師器
皿

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含

やや
不良 褐色

内外面:横ナデ

区
癬
酬

Ｉ
蠅
躙

土師器
土釜

0.1～ 2.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 褐色

内外面:横ナデ

I区
申胞鋼
躙蹄阻

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

ガ
略

面‥
パ
臥

研
邸
輌

縄
脚

須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

||:l:|liliデ 高台付

駆咄脚

須恵器
杯

0.1～ 0。 5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ  高台付

縄層
灰醐 質土

写曇
器 0.1～ 1.Ommの砂粒

を含 普通 明灰色
内外面:回転ナデ
頂部:ヘラ切り

駆
朧

須恵器
蓋

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を合 普通 灰色

ア́
　
動

灘
デ
”

酔
柵
醐

中踊監
墾恵器

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 明灰色 l孵1;子り
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

I区

lllil土

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ
頂部外面:回転ヘラ||り

駆卿脚
須恵器
高杯

0.1～2.Ommの 砂粒
を含 やや良 明灰色 滋Jiが入る

駆懺鵬

須恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや多い 普通 暗灰色

内外面:回転ナデ

」
６３５

区
盤
鶴

Ｉ
蠅
躙

須恵器 0.1～2.Ommの 砂粒
を合 やや良

内面 :灰色
外面 :暗灰色

輌
踊
廓

編層
灰llu質土

響
恵器 0.1～2.Ommの 砂粒

を含 やや良 灰色
内外面:回転ナデ

区
齢
鶴

Ｉ
蠅
躙

須恵器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

96189

638

区
齢
鶴

Ｉ
蠅
躙

緑釉陶器
(底部)

0.1～0.5mmの砂粒
を含

や
良
質

や
不
軟

姿纂視程
(釉 )

全闘  (1の残りは非常|こ悪い)
高台ilり 出し

96189

639

I区

離癬士
青磁
椀

ほとんど砂粒を含
まない 良

灰色
緑灰色

(釉 )

内外面:回転ナデ
全闘

嘔雌旧

土師器
椀

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや多い 普通 自褐色

駆咄
Ⅱ層．４

土師器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色 11];野

ナデ

区
齢

・４

Ｉ
蠅
哺

土師器
甕
(把手)

0.1～3.Ommの砂粒
を含 やや多い 普通 淡橙褐色

全面に指頭痕有り

I区
蠅齢層
口層-4

土師器
土釜

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 やや多い

や
良

や
不 茶褐色

内外面:横ナデ

区
齢

・４

Ｉ
弛
媚

土師器
竃

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 普通

内面:壇
査

外面 :淡褐色

内面:指 ナデ
外面:指ナデ後縦・斜め方向の劇毛日

961田

645

区
齢

・４

Ｉ
蠅
哺

土師器
土錘

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 橙褐色

I区
中愧含層
]層 -4

須恵器
皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色 耐耐Ⅷ

駆憮
・層．４

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ
高台付

I区
中愧含層
1層

-4

須恵器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 明灰色

Ｗ
　
謝

け
け
刑

輌
輌
螂

区
齢

・４

Ｉ
蠅
帽

須恵器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
高台付

‖廿::層
E層 -4

須恵器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色 酵既盤#デ 御

区
齢
４

Ｉ
世
帽

須恵器
杯

粒砂の鰤卜
含

０
・を

や
良

や
不 明灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ  高台付

乱晶層
口層-4

須恵器
杯

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ 高台付
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎 土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

区
鈴

・４

Ｉ
蠅
唱

須恵器
蓋

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰自色

識
デ

け
け

‥回
涸

駆憮
・層．４

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内面:回転ナ離仕上げナデ
外面:回転ナデ

I区
蠅盤層
[層 -4

須恵器
高杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

I区
中世包含層
[層 -4

器恵
杯

須
高

0.1～3.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ
接合部に慣方向の対日が入る

乱塁層
]層-4

笙恵器 0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色～灰色

´
ア

「
圃
圃
鮒

I区
中世包含層
E層 -4

須恵器 0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

ガ
嚇
嚇

面‥
輌
“

縄
Ⅲ層̈４

呵恵器
0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
気籠動1入る

駆雌幌

須恵器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 明灰色～灰色

内外面:回転ナデ
内面に自然釉付着

I区
蠅齢層
Ⅱ層-4

須恵器
甕

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色 lil]叫 I;;

外面:叩き後カキロ

編層
II層

-4
藝恵器

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 灰色～暗灰色 1監 [霜 iき後回隔ナデ

97189

663
褥
Ⅲ層-4

緑釉陶器
(底部)

細かい砂粒を含
普通 色

＞
灰
釉

色
緑
＜

販
減

”

帥
讚
鰤

脈
畔
榊

乱饒
口層-4

瓦器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不 良 黒灰色

内面:横方向のヘラ磨き
外面:指押さえ

駆瑕口層．４

瓦器
椀

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不良 黒灰色

内面:磨減のお不明
外面:横ナデ 指押さえ

駆雌囃

土師器
椀

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 橙褐色 ll];量

転ナデ
円盤状高台

区
齢

・３

Ｉ
蠅
媚

土師器
小皿

0.1～0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 自褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

97189

668
踪
皿層-3

土 師器
/1ヽ皿

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや多い 普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り

縄層
II層

-3

土師器
小皿

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 淡橙褐色 lllk;;;:ナ デ

踪
・層．３

土師器
/jヽ皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 淡橙褐色

内外面:回颯ナデ
底部ヘラ切り

褥
帆

土師器
椀

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 褐色

磨麟の為不明

97189

672

I区
中愧鍋
]層-3

器師
釜

土
土

0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや多い 普通 茶褐色

内面:横方向の刷毛日

蹴〕];|1塊目
区
齢

・３

Ｉ
蠅
媚

器師
釜

土
土

0.1～2.Ommの砂粒
を含 やや多い 普通 淡橙褐色

内外面:横ナデ
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

I区
中世包含層
口層-3

器師
釜

土
土

0.1～2.Ommの 砂粒
を含 普通 自褐色 11囀

'硼

鶴
鍔より下:指押さえ

I区
中世齢層
ヨ層-3

土師器
土釜

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 暗褐色

内面:ナ デ
外面:指押さえ後ナデ

I区
中胞舗
日層-3

土師器
土釜

0.1～2.Ommの 砂粒
やや多い 普通 茶褐色

箭
働

97189

677

I区
中世包含層
E層 -3

土師器
土釜

0.1～ 1.5mmの砂粒
やや多い 普通 淡褐色

口縁部内外面:横ナデ
外耐から下:指頭痕

97189

678

I区
中世齢層
1層 -3

器師
釜

土
土

0.1～2.Ommの 砂粒
を含 普通 淡褐色 瑞辮ずtiさぇ

駆雌
爛

器師
釜

土
土

0。 1～2.5mmの 砂粒
やや多い 普通 淡橙褐色

縦方向の指ナデ

務
器師

釜
土
土

0。 1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色

縦方向の指ナデ

駆隕口層．３

器師
釜

土
土

0.1～ 1.5mmの砂粒
やや多い 普通 淡褐色

I区
中地錮
日層-3

器師
釜

土
土

0.1～2.Ommの砂粒
やや多い 普通 橙褐色

縦方向の指ナデ

区
齢

・３

Ｉ
蠅
嘔

器師
釜

土
土

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 褐色

縦方向の指ナデ

I区
中世包含層
口層-3

器恵
身

須
杯

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

編層
1層 13

器恵
身

須
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰自色

内外面:回転ナデ

駆雌
胴

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 明灰色

鰤
帥

‖廿::層
1層 ¬3

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 明灰色

|1翫蠣;;員鮒
踪
1層 -3

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

||llhiデ

嘔雌
口層．３

須恵器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 明灰色

内面:回転ナデ後仕llfナデ
外面:回転ナデ
高台付

縄層
口層-3

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色 1]::I;;後

仕上げナデ

高台付

I区
中世包治層
1層 -3

須恵器
杯

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色 節説群

″
l付

I区
中世包含層
1層 -3

須恵器
杯

0.1～ 0。 5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色 1監 ][す絆けデ

底部:ヘラ切)後ナデ 高台付

嘔岬劇

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 灰色 1概;||デ

褥
1層 -3

須恵器 0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色～暗灰色

内胴 :麻ナデ
外面:ヘラ描き
師に自燃‖lll
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齢 名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

I区
中世包含層
日層二3

須恵器 0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 明灰色

内外面:回転ナデ

I区
剋盤層
1層 -3

須恵器
L答
■.5mmの砂粒

やや良
明灰魯戻色 :鯛え;;;:ナデ

富台付

98190

697
駆雌
・層．３

緑釉陶器
椀

細かい砂粒を含

幕醤 釉
色励
＜

灰
緑

内外面:回転ナ識ヘラ磨き

1聯陰劇ilx

98190

698

I区
申世包含層
1層 -3

緑釉陶器
椀底部

0.1～0.5mmの砂粒
を含

幕醤
灰色
緑灰色

(釉 )

脈捌硼
‖廿::層
1層 -3

瓦器
椀

0.1～0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内面:回転ナデ
外面:指押さえ

嘔雌劇
贅重栄通費)

旦
701

駆憮
‐層̈３

土師器
土釜

0.1～2.Ommの砂粒
やや多い 普通 褐色

I区
中断 層
1層 -3,4

須恵器
蓋

0,1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰 色

内外面:回転ナデ

編
1層 -3,4

須恵器
蓋

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰白色

内外面:回転ナデ
外面に自然釉付着

縄層
1層 -3,4

響
恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒

を含 普通 灰白色
内面:回転ナ■ミ 上げナデ
外面:回転ナデ
外耐こ自然釉付着

I区
中愧含層
]層 -3,4

須恵器 0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

褥
日層-3,4

須恵器 0,1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰 色

内外面:回転ナデ

駆雌旧

須恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良

明灰色～
暗灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
高台付

1廿::層

[層 -3,4
藝
恵器 0。 1～ 1.5mmの砂粒

を含 普通 明灰色
内外面:回転ナデ

駆瑕日層．３，

須恵器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 灰色

内外面:回転ナデ

雛醒‖櫂に
へ
絲る

駆雌
口層．３

須恵器
甕

0.1～ 2.Ommの砂粒
やや多い 普通 灰 色

内外面:回転ナデ

旦
7H

縄層
口層-3,4

須恵器
甕

0.1～2.Ommの砂粒
やや多い 普通 灰色

納
輌
胴

晴
脚
螂

98190

712
駆雌口層．３，

須恵器
(底部)

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含 やや良 明灰色

ア́
　
襴

け
し
陪

脈
榊
繊

98190

713
乱塁層
1層 -3,4

緑釉陶器
(底部)

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 やや良

硬質

灰色
緑灰色

(釉 )

昔l『 ;[iナ:I卜
き

重ね焼き痕あり

98190

714
駆鵬囃

委懲鼎ヂ
砂粒をほとんど含
ない やや良 灰自色

内外面:回転ナデ
全硼

縄層
1層 -1,2

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
やや多い 普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
ニ部:ヘラ切り
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色 調 備  考

番号 口径 器高 底径

I区
蠅輪層
1層

二1,2

土師器
小皿

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

99190

718

I区
中世包含層
Ⅲ層-1,2

土師器
小皿

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 淡橙褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

I区
中世包含層
[層 1,2

土師器
小皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色 111t鶏;デ

I区
中断 層
1層 1,2

土師器
椀

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含

やや
不良 淡橙褐色

磨減のお不明

I区
中世包含層
]層 -1,2

土師器
土鍋

0.1～2.5mmの砂粒
を含 普通 鼻悪:梁婚色内外面:横ナデ

I区
剋齢層
E層

-1,2

土師器
土釜

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 白褐色

内面:横ナデ
外面鍔より下:指押さえ

99190

723
乱属層
口層-1,2

器師
釜

土
土

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 淡橙褐色

内面:横ナデ
外面鍔より下:指押さえ 煤付着

99190

724

I区
中世包含層
Ⅲ層 1,2

器師
鍋

土
土

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色

内面:横ナデ

lIli;!lilillilヵ 所院る

I区
中胞舗
Ⅲ層-1,2

土師器
土釜

0.1～2.Ommの砂粒
やや多い 普通 淡褐色

樅方向の指ナデ
接着部:横方向の尉毛目

I区
蠅齢層
1層 1,2

土師器
土釜

0.1～2.Ommの砂粒
やや多い 普通 淡褐色

縦方向の指ナデ

I区
中世包含層
口層-1,2

土師器
土釜

0。 1～ 2.Ommの砂粒
やや多い 普通 茶褐色

縦方向の指ナデ

I区
中世包含層
口層 1,2

土師器
土釜

0.1～2.5mmの砂粒
を含 普通 自褐色

縦方向の指ナデ

I区
中世包含層
口層 1,2

須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回颯ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ  高台付

I区

提崎;2

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色 晰側硼

面‥
師
ハ

I区
中世包含層
口層-1,2

須恵器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 灰色

内外面:回転ナデ

]舗I翻着

Ｌ
７３２

I区
蠅齢層
1層 -1,2

須恵器
甕

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

I区
中飽舗
口層-1,2

婆
恵器 細かい砂粒を含

やや良 灰色
内外面:回転ナデ

99190

734

I区

l艶
「

2

青磁
椀

ほとんど砂粒を含
ない 良

灰色
緑委鼎)

内外面:回転ナデ

ill者帰
高台内以棚

I区
中世包含層
口層-1,2

青磁
椀

ほとんど砂粒を含
ない 良 擾履負色

(釉 )

扮
鵬

I区
中世包含層
1層 -1,2

青磁
椀

ほとんど砂粒を含
ない 良

明灰色
緑灰色

(釉 )

高台ilり 出し 高台内以外施‖

I区
中飽舗
媚-1,2

青磁
椀

ほとんど砂粒を含
ない 良

明灰色
淡緑灰色

(釉 )

高台11り 出し 高台内以外備釉
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

I区
中世包含層
l,I層

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 淡褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

I区
中世包含層
l,1層

器師
釜

土
土

0.1～2.5mmの砂粒
を含 普通 淡橙褐色

口縁部内外面:横ナデ
外面鍔より下:指押さえ
外面鍔より上:横ナデ

I区
中世包含層
:,I層

土師器
土釜

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 茶褐色

内外面:横ナデ
外面鍔より下:指押さえ 蝶付着

I区
中世包含層
l,1層

土師器
土釜

0.1～2.5mmの砂粒
を含 普通 淡褐色

内面:横ナデ
外面:指頭痕

編層
!,I層

土師器
土釜

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色

I区
中断 層
I:I層

器師
釜

土
土

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 淡褐色

縄層
1,Ⅱ層

議聖器
0.1～3.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰褐色

内外面:指押さえ

ЮO I肛

745

I区
申世包含層
1,I層

器師
鉢

土
橘

0.1～3.Ommの砂粒
を含

やや
不良 白褐色

州
輌
脚

飾
デ
切

脚耐柵

輌
酪
晴

I区
中断 電
l,I層

須恵器
杯

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内面:回転ナ離仕上げナデ
外面:回転ナデ
高台付

I区
申愧鋪
l=Ⅱ層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色 獣境群メ

ナ
繁付

I区
蠅齢層
l,I層

緑釉陶器
(底部)

0.1～0.5mmの砂粒
を含 通

質
普
硬

灰色
黄緑委鍮)

晰
咄
鮒

I区

|1籠
層 青磁

椀
ほとんど砂粒を含
ない 良

明灰色
緑灰色

(釉 )

I区
申世包含層
!,I層

青磁
椀

ほとんど砂粒を含
まない 良

灰白色
淡緑灰色

(釉 )

I区
申愧舗
その他

土師器
杯又は椀

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含

やや
不良

面
面

内
外 籍糧

色
llWi;:ナデ
円盤状高台

区
齢
他

Ｉ
蠅
０

土師器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 淡褐色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

駆憮硼

土師器
皿

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 橙褐色

内外面:横ナデ
高台付

編
硼

圭師器
0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 褐色

磨減の為不明

咀
755

駆懺釧

土師器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

駆雌硼

土師器
椀

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 自褐色

区
齢
他

Ｉ
蠅
０

土師器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 褐色 ll殊 ;;;:ナデ

区
盤
他

Ｉ
蠅
靱

土師器
土釜

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 淡橙褐色 1]:II「 :縦加の板ナデ 指頭痕が

残る 保備
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底 径

区
齢
住

Ｉ
蠅
０

土師器
土釜

0.1～2.Ommの 砂粒
を含 普通 自褐色

縦方向の指ナデ

駆帖
輔

土師器
土釜

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 橙褐色

縦方向の指ナデ

I区
中世包含層
その他

土師器
橘鉢

0.1～3.Ommの砂粒
やや多い

や
良

や
不

内面 :茶褐色
外面 :黒褐色 l]ll,ツ

ロ指儡最常;る

駆瑕硼

土師器
蛸壺

0.1～4.Ommの 砂粒
やや多い 普通 淡橙褐色

内外面:指押さえ

編層
そのlt

律
恵器 0。 1～ 1.5mmの砂粒

を含
や
良

や
不 灰白色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
全面に火俸

区
齢
他

Ｉ
蠅

初

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
やや多い

やや
不良 灰白色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

褥
鮒

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色 llIえ野;デ

全面に火棒 高台付

区
齢
他

Ｉ
蠅
ω

須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
全面に火檸   高台付

駆蜘
榔

須恵器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰自色

内外面:回転ナデ
高台付

区
朧
他

Ｉ
蠅
初

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 灰自色 l‖臥野;Zガ

高台付

駆帖釧

須恵器
杯

0.1～2.Ommの砂粒
やや多い 普通 灰色

内面:回転ナ殻仕」Jナデ
外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ  高台付

乱櫂
その他

・

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

l脚1群ζ付
駆憮飢

須恵器
杯

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ 高台付

区
齢
他

Ｉ
蠅
０

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色 111:|1響

ルデ
底部:ヘ ラ||り  高台付

駆雌姉

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 や

良
や
不

灰自色
内外面:回転ナデ
高台付

駆雌鋤

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 明灰色

||11:lli;:ナ デ 全酬

編
姉

響恵器
0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 界吾!果展色1監 ]讚I編

頂緋面:回転ヘラ11り

駆蜘輔
響
恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒

を含 普通 明灰色
内外面:回転ナデ
頂部外面:ヘラ1:り

駆雌輔

須恵器
高杯

0.1～2.Ommの砂粒
やや多い やや良 灰 白色

内外面:回転ナデ
脚部:故り日あり

縄層
その他

器恵
杯

須
高

0,1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色

内外面:回転ナデ
杯部内面:回転ナデ後仕上げナデ

轟
釧

響幕器
0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:日颯ナデ
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎 土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

区
盤
ト

ー
蠅
０

須恵器
高杯

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

‖[][ll‖サli;卜し協

乱晶層
その他

須恵器
鉢

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 灰自色

内外面:回転ナデ

区
朧
他

Ｉ
蠅
０

須恵器
壺

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

区
齢
他

Ｉ
蠅
御

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 暗灰色

内外面:回転ナデ

区
癬
他

Ｉ
蠅
０

器
壺

恵
付

須

ロ Lζ
LOmmの砂粒 や

良
や
不 明灰色

内外面:回転ナデ
脚部に長方形の透かしがある

駆蜘硼

須恵器
甕

0.1～2.Ommの砂粒
やや多い 普通 灰色

内外面:回転ナデ

編
術

藝
恵器

L答
2・ Ommの砂粒やや

不良 灰自色
内外面:回転ナデ

駆雌硼

須恵器
甕

0.1～3.Ommの砂粒
を含 不良 白灰色

内面:回転ナデ
外面:格子llき後回転ナデ

I区
中山含層
その他

須恵器
甕

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

区
齢
他

Ｉ
蠅
靱

藝恵器 L答
■.5mmの砂粒

やや良 明灰色
内外面:回転ナデ
内面に自然‖耐着
瓢 る

区
鈴
他

Ｉ
蠅
０

器
鉢

陶
橘

0.1～3.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内面:回転ナデ後おろし日
外面:回転ナデ
備前

区
鈴
ぽ

Ｉ
蠅
初

土師質土器
橘鉢

0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色 1]:]I;熟 i!l戯る)

片口部分が残る

Ю2192

792

区
朧
他

Ｉ
蠅
御

緑釉陶器
(底部)

ほとんど砂粒を含
まない 通

質
普
軟

淡橙褐色
淡黄緑灰色

(釉 )

内外面:回転ナデ後ヘラ磨き
高台11り 出し 全面蘭釉

Ю2192

793

区
癬
伊

Ｉ
蠅
御

貧愁鼎ヂ ほとんど砂粒を含
まない やや良

硬質

明灰色
淡黄緑灰色

(釉 )

曾l];]i雌舗き

Ю2192

794
駆慨硼

緑釉陶器
(底部)

0,1～0.5mmの砂粒
を含 やや良

灰色
緑灰色

(釉 )

内外面:回転ナデ後ヘラ磨き
高台11り 出し 内面に重ね焼痕残る
全闘

Ю2192

795

I区
中世包含層
その他

灰釉陶器
(底部)

ほとんど砂粒を含
まない 普通 灰自色

内外面:回転ナデ
底部内外面以外施釉

Ю2192

796
為属層
その他

裏
磁 ほとんど砂粒を含

ない 良 灰白色
外面に編蓮弁

区
硼
他

Ｉ
蠅
わ

陶器
嬌鉢

0。 1～ 3.Ommの砂粒
を含 良 茶褐色

内面:回転ナデ後おろし日,上婦はナデ消す
外面:横方向のヘラ1:り

編
釧

陶器
橘鉢

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 良 茶褐色

内面:回転ナデ後おろし日
外面:横方向ヘラilり

区

Ｄ
須恵器
杯蓋

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内面:回転ナ難仕上lチナデ

‖]i]:(熟り
I区
S D34

土師器
蛸壺

0.1～3.Ommの砂粒
やや多い 普通 橙褐色

内外面:指‖さえ
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器 高 底径

I区
S D34

須恵器
杯

0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含

やや
不良 灰自色

内外面:回颯ナデ

I区
S D34

瓦器
椀

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 不良 鼻吾:資信色内面:不明

外面:指押さえ

I区
S D36

土師器
土釜

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 淡褐色

内外面:横ナデ
鍔から下:指押さえ

I区
S D36

須恵器
蓋

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内面:仕上げナデ
外面:回転ナデ

I区
S D36 墾恵器

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

I区
S D36

須恵器
壺

0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不

内面 :明灰色
外面 :灰色

llil:|:|1上

げ

::|

区

Ｄ 藝
恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒

を含 普通 明灰色 臓{;響
な|;

区

Ｄ
須恵器
甕

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:口颯ナデ
2条の沈線

里
809

I区
S D41

土師器
甕

0.1～2.Ommの砂粒
を含 不良 橙褐色

磨減の為不ll

I区
S D41 得曇器

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

1孵 iliナデ

区

Ｄ
須恵器
杯蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

外面:哺ナデ
頂部:ヘ ラ切り

I区
S D41

須恵器
甦

0.1～2.Ommの砂粒
を含 不良 淡褐色 l]:只;;稔ナデ

1条の沈繊

区

Ｄ
須恵器
甕

0.1～2.5mmの砂粒
を含 不良 灰自色 鴨獅脚

I区
S D42

須恵器
高杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不 良 明灰色

内外面:回転ナデ

区

Ｄ
須恵器
高杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰 色

杯部内面:仕上げナデ
外面:回転ナデ

Ｌ
８‐６

I区
S D42

須恵器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰自色

内外面:回転ナデ

I区
S D42 婆恵器

0。 1～ 2.Ommの砂粒
を含 不良 灰自色

口縁内外面:回転ナデ
外面:叩き

区

Ｄ
須恵器
杯

0.lγ l.5mmの砂粒
を含 不 良 灰自色

附
泄
嚇

鰤
酬
郎

I区
S D44 響

恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色 1]!:II;'仕

上げナデ

I区
S D44

須恵器
甕

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

軒
誡
デ

輛
面‥
鴨

晴
卿
胴

I区
S D44 藝

恵器 0.1～2.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎 土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底 径

Щ
822

Ⅱ区
S D06

土師器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 淡橙褐色

磨減のお不明

区

Ｄ
須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 自灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り

20192

824

Ⅱ区
S D09

器師

手

土
飯
把

0.1～2.5mmの砂粒
を含 普通 橙褐色

肝酬喘頭
内耐こ接願あり

Ⅱ区
S D09

器恵
杯

須
高

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不良 灰自色

内外面:回転ナデ

Ⅱ区
S D17

土師器
竃 L答

2.5mmの砂警普通 褐色

V区
S D01

土師器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通

内面 :黒色
外面 :橙褐色 雌Ｍ棚

V区
S D01

須恵器
L答
■.5mmの砂粒

やや良
明灰色～

暗灰色 lllt;;;77iナ デ
高台付

皿 192
830

V区
S D01

須恵器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 暗灰色

内面:指押さえ部分的にナデ
外面:格子llき

I区
包含層

須恵器
杯身

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

雹唇層 写葺器
0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

I区
包含層

須恵器 0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不

内面 :灰色
外面 :黒灰色

内外面:回転ナデ

雹唇層 須恵器
高杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ

層
区
含

Ｉ
包

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り
全面に火欅

と春層 墾恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒
を含

やや
不良 明灰色 ll臥 ;i;デ

I区
包含層

黒色土器A類
椀

0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不

内面 :黒色
外面 :橙褐色

内面:ヘラ磨き
外面:磨滅のお不明

とR 須恵器
陸

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰白色

内外面:回 転ナデ
下部外面:仕上げナデ
II部外面に沈線

雹唇層 不
恵器

L答
″.5mmの砂粒

普通 暗灰色 I:l]:]繁子争ナデ
体部内面:当て具痕 2条の沈線

B5193

840
層

区
含

Ｉ
包

土師器
竃

0.lγ3.Ommの砂粒
やや多い 普通 茶褐色

内外面:ナデ

蝸剛ケ後ナデ鵬る

雹唇層 須恵器
杯

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

柵
椰
鰍

雹褻
須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色 Ⅲ

酬

輩
デ
リ

I区
包含層 写曇器

0.1～2.Ommの砂粒
やや多い 普通 暗灰色 ll]入;i;デ
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

R5193

844

I区
包含層

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通

外面 :灰色
内面 :濁灰色

内外面:回転ナデ

I区
包含層

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰色

内外面:回転ナデ

I区
包含層

須恵器 0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 暗灰色

デ
刊
瑚

B5193

847

I区
包含層

黒色土器A類
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 鼻吾:晟亀色内面:横方向のヘラ磨き

外面:磨滅0為不明

R6194

848
雹署層

器師
明

土
不

0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 橙褐色

縦方向の指ナデ
中央部分に穴をあけ■

`上面に剥離痕

Ⅱ区
包含層 写葺

器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

Ⅱ区
包含層 得

恵器 0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 鼻吾:曙炎色

世

ガ

識
デ
唯

け
貯
渕

‥回

‥回

“

輌
輌
鰤

Ⅱ区
包含層

須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
高台付

Ⅱ区
包含層 篠曇

器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰白色

内外面:回転ナデ

雹唇層
須恵器
杯蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

層
区
含

Ⅱ
包 律曇

器 0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

雹唇層 得曇器
0。 1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

Ⅱ区
包含層

器恵
蓋

須
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 明灰色

内外面:回転ナデ

Ⅱ区
包含層 響恵器

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色 l鵠早i;子り

層
区
含

Ⅱ
包

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 暗灰色

内外面:口颯ナデ
気胞膚り(入る

Ⅱ区
包含層 墾

恵器 0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内面:回転ナデ後lllチ ナデ
外面:回転ナデ
頂部外面:ヘラ‖り

と唇層 響恵器
0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰 色

内外面:回転ナデ

Ⅱ区
包含層

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 自灰色 雛蒸穐晰ガ

雹唇層
須恵器
高杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 不良 灰自色

内外面:回転ナデ

里
863

Ⅱ区
包含層

須恵器
高杯

0.1～2.Ommの砂粒
を含 不良 自灰色

内外面:回転ナデ

■6194

864
と署層 響扉

器 0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

闘
帥
嗽
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎 土 焼成 色 調 備  考

番号 口径 器高 底 径

Ⅱ区
包含層

須恵器
不明

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 暗灰色

内外面:回転ナデ

棚麟鵬

Ⅱ区
包含層

須恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 明灰色

Ⅱ区
包含層

須恵器
壺

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

粗‐、
腑

師
脈
謝

Ⅱ区
包含層

須恵器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不良 自灰色

内外面:回転ナデ

Ⅱ区
包含層

土師器
土釜 L暮

2・ Ommの砂粒
普通 橙褐色

縦方向の指ナデ

Π区
包含層

土師器
土釜 L暮

■.5mmの砂粒
普通 界吾:蒼捏色鍔より上:横ナデ

鍔より下:指押さえ

層
区
含

Ⅱ
包 幡釜

土
土 L暮

域・Ommの砂粒
普通 橙褐色

Ⅱ区
包含層

緑釉陶器
(底部)

ほとんど砂粒を含
まない

通
質

普
硬 色純輸

灰
黄

明
淡

内外面:回転ナデ
高台ilり 出し

■6194

873

Ⅱ区
包含層

緑釉陶器
皿

ほとんど砂粒を含
ない

普通
硬質

明灰色
緑灰色

内外面:回転ナデ
貼り付け高台  全面施釉

堕
874

雹唇層
土師器
椀

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 淡褐色

Ⅱ区
包含層

土師器
椀

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不良 淡褐色

磨減の為不明

雹唇層
土師器
土釜 L答

■.5mmの砂粒
普通 淡褐色

内外面:ナデ
鍔から下:指‖さえ

Ⅱ区
包含層

須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含

や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

雹唇層 須恵器
杯 L暮・ ・Ommの砂粒やや

不良 灰自色
内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

里
879

Ⅱ区
包含層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 灰 色

デ
け

憮
部‥へ
舗

Ⅱ区
包含層

須恵器
高杯 L答

域・Ommの砂粒
不良 灰自色

内外面:回転ナデ

雹唇層 須恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 明灰色 :臨雛|(刑

1本の沈線

Ⅱ区
包含層

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰色 脈

底部‥へ謝
程唇層 須恵器 答ゝ■

.5mmの砂粒
やや良 衆吾:案指色

デ
鴨
ハ

け
細
艇

面‥
面‥
緋

V区
包含層

土師器
椀

0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 橙褐色

内外面:回転ナデ

里
885

雹唇層
土師器
土鍋 L暮

乾・Ommの砂粒 や
良

や
不 橙褐色 I:1]|ll'の

刑鶴
体部内面:ナデ体部外面:縦方向の]毛日
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

こ唇層
土師器
土鍋

0.1～3.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 橙褐色

口縁内面:斜め方向の刷毛日

1監 :i鮨不明
V区
包含層

須恵器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 鼻吾:路展色内外面:回転ナデ

V区
包含層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 灰白色

輌
散
配

層
区
含

Ｖ
包 得墓

器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

と唇層 得曇器
0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
頂部外面:ヘラ切り

V区
包含層

須恵器
壺

0.1～ 0.5nlmの 砂粒
を含 やや良 鼻吾:略展色lII]:|:後 回転ナデ

高台‖

V区
包含層

須恵器 0。 1～ 0.5mmの砂粒
を含 やや良 鼻吾:躍展色1]:]I;;後

仕」チナデ

底部ヘラ切り後ナデ

V区
包含層

須恵器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 明灰色

内輌 :回転ナデ

Ⅲ区
S D01

弥生土器
壺

0。 1～4.Ommの 砂粒
を含

や
良

や
不 淡橙褐色

1輔繁橋お後横方向の刷毛目

И3195

895

Ⅲ区
S D01

弥生土器 0.1～ 4.Ommの砂粒
を含 雲母含 普通 下

色

色
面
黒

褐
外 瞬111,Iナ

デ

区

Ｄ
Ⅲ
Ｓ

弥生土器
甕

0.1～2.5mmの砂粒
を含 雲母含 普通 橙褐色

内面:指ナデ
外面:横ナデ

区

Ｄ
Ⅲ
Ｓ 費農爺秀

0.1～ 3.Ommの砂粒
を含 雲母含 普通 茶褐色 1監命酬～離底部:ナデ

皿区
S D01

弥生土器
(底部)

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 雲母含 普 通 栞喜i君渠指内面:ヘ ラ||り

1繁∫

'm芍

離

Ⅲ区
S D01 斐憲義賃

0.1～ 5.Ommの砂粒
を含 雲母を含

やや
不良 褐色 (部分的

に黒色)

´
ア

「
ダ
ア

師
踊
螂

И31%

900

区

Ｄ

Ⅲ

Ｓ
弥生土器
鉢

0.1～ 2.5mmの砂粒
を含 普通 淡褐色 l監鰹|)i;iラ腱

M3195

901

区

Ｄ

Ⅲ

Ｓ
須恵器 0.1～2.Ommの砂粒

を含 やや良 灰色 [締i%I上げl;下部
:ヘラ詢

体部と頸部に】め方向の刻み日+沈線

区

Ｄ

Ⅲ

Ｓ
笙恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒

を含 普通 灰色
内外面:回転ナデ
瀞條

И3195

903

Ⅲ区
S D01

須恵器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 灰色

岬
嚇

椰
敵
備

識
識
舗

面
‥

面
‥

体

Ⅲ区
S R01

弥生土器 0.1～ 5.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 淡褐色

磨脚杯明

M31%

905

Ⅲ区
S R01

弥生土器 0.1～ 7.Ommの砂粒
やや多い

やや
不良 種≫:

磨減の為不明

Ⅲ区
S R01

須恵器
高杯

0.1～ 2.Ommの砂粒
を含 不良 灰 自色

内外面:回転ナデ
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遺構名 器 種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

M3196

907

Ⅲ区
S R01

須恵器
甕

0.1～2.Ommの 砂粒
を含 普通 明灰色

デ
体
粋

晰
衝
朧

柵
耐
駆

曲
榊
湘

Ⅲ区
S R01

須恵器
甕

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不良 灰自色

口縁内外面:回転ナデ
II部内面:当て具痕
体部外面:llき 目

Ⅲ区
S R02

土 師器
皿

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 淡褐色

内外面:回転ナデ
体部下半:ヘラ11り

高台ll

Ⅲ区
S R02

須恵器
杯

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

区

Ｒ
Ⅲ
Ｓ

須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 明灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

Ⅲ区
S R02

須 恵器
皿

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
底部内面:仕上げナデ
全面に火棒

Ⅲ区
S R02

須恵器
杯 L答・ ・Ommの砂粒 や

良
や
不 明灰色

内外面:回転ナデ
高台付

Ⅲ区
S R02

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 灰色

内外面:回転ナデ
高台付

区

Ｒ
Ⅲ
Ｓ

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 自灰色

ガ
嘘

鰤
晰
謝

Ⅲ区
S R02

須恵器
杯

0.1～0.5mmの砂粒
を含 やや良

内面 :明灰色
外面 :灰色

内外面:回転ナデ
高台付

Ⅲ区
S R02

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 自灰色

内外面:回転ナデ
高台付

Ⅲ区
S R02 響恵器

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面:回転ナデ

Ⅲ区
S R02

須恵器
蓋

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不良 自灰色

内外面:回転ナデ

Ⅲ区
S R02

器
・

恵
杯

須
高

0.1～2.Ommの 砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
脚部内面:絞り日

区

Ｒ
Ⅲ
Ｓ

須恵器 0.1～2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
胴に自舗lll

Ⅲ区
S R02

須恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰 色

内外面:回転ナデ

Ⅲ区
S R03

須恵器
杯

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 明灰色

内外面:回転ナデ

区

Ｒ
Ⅲ
Ｓ

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

や
良

や
不 明灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

Ⅲ区
S R03 響

恵器 0.1～ 0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 灰色

内外面:回転ナデ

Ⅲ区
包含層

土師器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 橙褐色

内外面:回転ナデ

H7196

927

Ⅲ区
包含層

土師器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 淡褐色 画刷齢
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

層
区
含

皿
包

土師器
蛸壺

0.1～2.5mmの砂粒
を含 普通 淡橙褐色

内外面:指椰さえ

Ⅲ区
包含層

須恵器
杯身

0。 1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り

Ⅲ区
包含層

須恵器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 暗灰色

内外面:回転ナデ
全面に自然釉付着

雹唇層 須恵器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

と署層 須恵器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 不 良 灰自色 1!臥野ほナデ

Ⅲ区
包含層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

晰
岬
鵬

脈
鰤
部‥ヘ

と鰺 得
恵器 0.1～ 0.5mmの砂粒

を含 普通 灰色 ll殊 ;;;デ

全面に火棒

Ⅲ区
包含層

須 恵器
皿

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色

内外面;:回転ナデ

[‖11;欄 ;;

Ⅲ区
包含層

須恵器
杯

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 不良 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ
高台付

と署層 須恵器
杯

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 灰色 l111;;;Z;1上

げナデ

層
区
含

Ⅲ
包

須恵器
杯

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含

やや
不良 明灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ

Ⅲ区
包含層

須恵器
杯

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 不良 灰 白色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後ナデ

層
区
含

Ⅲ
包

須恵器
蓋

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 明灰色

内面:回転ナデ後lllげ ナデ
外面:回転ナデ

層
区
含

Ⅲ
包 憑

恵器 0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 明灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ
頂部外面:ヘラ11り

Ⅲ区
包含層

須恵器
蓋

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
頂部外面:ヘラ‖Iり

皿区
包含層

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 明灰色

内外面:回転ナデ
頂識ヘラ11り

程署層 響恵器
0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 明灰色 側鵬鼈

備
脈
鰤

輌
脚
晴

Ⅲ区
包含層

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 やや良 明灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ

Ilililrit

程唇層 須恵器
蓋

0.1～ 0.5mmの砂粒
を含 やや良 暗灰色

内外面:回転ナデ
ヘラ切り痕残る

Ⅲ区
包含層

須恵器
蓋

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含

やや
不良 明灰色

内面:回転ナデ後仕上げナデ
外面:回転ナデ
ヘラ切り疲残る

Ⅲ区
包含層

須恵器
蓋

0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 明灰色

内面:回転ナ洲 上げナデ
外面:回転ナデ
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

Ⅲ区
包含層

須恵器
高杯 20.0

0。 1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 暗灰色

内外面:回転ナデ

層
区
含

Ⅲ
包

須恵器
鉢

0.1～0.5mmの砂粒
を含 普通 暗灰色

内外面:回転ナデ
2知凛

Ⅲ区
包含層

須恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 灰色

内外面:回転ナデ

程唇層 須恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 明灰色

デ
識
高

け
刊
デ

‥回
‥格

‥ナ

程唇層 笙恵器 0.1～ 1.5mmの砂粒
を含 やや良 灰色 1]:]I;;後

仕上げナデ

底部:ヘ ラ切り後ナデ 高台付

層
区
含

Ⅲ
包

須恵器 0。 1～ 2.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後ナデ

雹署層 藝恵器
0。 1～ 3.Ommの砂粒
を含 普通 灰色

把手内外面:指押さえ

Ｔ
区
掘
分

皿
試
部

須恵器
甕

0.1～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 明灰色～灰色

‖,197
957

Ⅳ区
S D01

弥生土器 0.2～ 1.Ommの砂粒
をまばらに合 普通 淡黄色 lilllli!1:内面:鵬 口縁部外

面:l142条 願部外面:指酬 凹帯文

Ⅳ区
S D01 斐磐チ器 L瞥織・』肥各砂粒やや良 灰色 lilII[iI::i部内面:板ナデ

ロ縁部外面:llnl条

Ⅳ区
S D01

弥生土器
(甕 )

0.2～2.Ommの砂粒
をまばらに合 やや良 にぶい黄橙色

躊̈̈馬5「
"

960

Ⅳ区
S D01

器土
＞

生
甕

弥
＜

0.2～2.Ommの砂粒
をまばらに合 普通 灰自色 酬|]紺鵠:ガ

ロ縁部外面:鷹麟2条

Ⅳ区
S D01

弥生土器
(甕 )

0.2～3.Ommの砂粒
を含 やや良 にぶい黄橙色

口縁部内外面:横ナデ

1辮 !;;

Ⅳ区
S D01 肇朱雉部 L答ツ・Ommの砂粒普通 衡吾啜雹

色 胴 :樅尉毛日か?
内面:磨 lt,指押さえ

掲5197

963

Ⅳ区
S D01 肇朱基亀部

0。 2～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰黄色

外面:ヘ ラミガキ
内面:指押さえ,ヘラilり

“

5197

964

Ⅳ区
S D01 肇朱基言底部

0。 2～1.Ommの砂粒
をまばらに含 普通 にぶい黄橙色

外面:ヘラミガキ
内面:ヘ ラ||),指押さえ

55197

965

Ⅳ区
S D01

弥生土器
高杯

0.2～ 1.Ommの砂粒
をまばらに含 普通 淡黄色

区
Ｄ

Ⅳ
Ｓ

須恵器
杯

0.2～ 1.Omlnの 砂粒
を含

やや
不良 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘラ切り後,ナデ

品[[状億構
100H層

土師器
杯

0.2nln程 の砂粒を
まばらに含 普通 橙 色

内外面:ナデ
底部:磨減のため不明

Ⅳ区
水田畦畔状遺構
10・ H層

墾
恵器 0.2～ 1.Omlnの 砂粒

を含 普通 灰自色
内外面:回転ナデ

臨
。‐‐

Ⅳ
細
１０

響
恵器

L答
■.Omの砂粒

やや良 灰色
内外面:回転ナデ
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遺構名 器種

法量 (cm)
胎土 焼成 色調 備  考

番号 口径 器高 底径

尋辱督僧
須恵器
蓋

0.2mm程 の砂粒を
まばらに含 普通 灰色

内外面:回転ナデ

Ⅳ区
水田畦職 構
10011層

須恵器
杯

0.2～ 0.5mmの砂粒
を含 普通 灰 色

内外面:回転ナデ
ロ縁部外面に重ね焼きの痕跡

品[]状遺構
100H層

須 恵器
皿

0.2～ 1.Olnmの 砂粒
をまばらに含 普通 灰白色

内外面:睛ナデ
底部:ヘラ切り後,ナデ

Ⅳ区

ll躙薇
須恵器
杯

0.2～ 1.Ommの砂粒
をまばらに合 やや良 暗青灰色

内外面:回転ナデ

鳥臨構
100H層

須恵器
杯

0。 2～ 0.5mlnの 砂粒
を含 やや良 灰白色 昔!::臨

ナデ

桶冬
須恵器
鉢

0。 2～ 0.5mmの砂粒
まばらに含 やや良 灰色

内外面:日颯ナデ

描鰤
10・ H層

藝
恵器 0.2～ 1.5mmの砂粒

を含 やや良 灰自色
内外面:回転ナデ

Ⅳ区
水田畦畔状遺構
10・ 11層

幡釜
土
土

0.2～ 2.5mlnの 砂粒
を多く含 普通 黄褐色

Ⅳ区
S R02 婆暴奢脚部)

0.2～ 1.Ommの砂粒
を含 普通 灰自色

外面:回転ナデ,波状文
内面:回転ナ元自然釉

HO 1 99

986

Ⅳ区
S R02 婆鼻奢脚部)

0.2～ 1.Ommの砂粒
を合 普通 灰オリープ色 畑::Ili蹴

区
Ｒ

Ⅳ
Ｓ

須恵器
杯

0。 2mm程の砂粒
をまばらに含 普通 灰白色 1押 1;;;I,ナデ

Ⅳ区
S R02

須恵器
杯

0.2～2.Ommの砂
をまばらに含 普通 灰自色

デ
後
，峨

け
助
鴎

面‥
ハ
椰

絣
脚
胆

Ⅳ区
S R02

須恵器
杯

0.2mm程 の砂粒
をまばらに含 不良 灰自色

員台付

l鞣;iすI,ナデ
rO 1 99

990

Ⅳ区
S R02 禦

恵器
L響臓響 普通 青灰色 融I:附デ

区
Ｒ

Ⅳ
Ｓ

須恵器
皿

0.2mm程 の砂粒
をまばらに含

や
良

や
不 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後,ナデ

Ⅳ区
S R02

須恵器
皿

0.2～ 1.Ommの砂
を含 普通 灰自色

内外面:回転ナデ
底部:ヘ ラ切り後,ナデ

Ⅳ区
S R02 圭塑器

0.2～3.Ommの砂
を含 普通 橙色

磨減のお不明

区
Ｒ

Ⅳ
Ｓ 誓森吉雲部

0.2～ 1.5nunの 砂粒
を含 普通 黄褐色 磨減のためヨ睦不明。
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番号
遺構名 器 種 長 さ

(cm)

値
憫
Ｃｍ

厚 さ
(cnl)

材 質 重量
(g)

備  考

Ⅱ区
S B02 有舌尖頭器 サヌカイト

I区
中世包含層
]層 -3,4

石 帯 サヌカイト
lヵ所に穿孔力曜められる。

区

Ｄ 有舌尖頭器 サヌカイ ト

馬6198

966

Ⅳ区
S D01 スクレイパー サヌカイト 刃部に若干の敲打痕が認められる。

Ⅳ区
S D01 スクレイパー (1.2) サヌカイ ト (65。 1) 右側縁に自然面を残す。

56198

968

Ⅳ区
S D01 石庖丁 (14。 9) サヌカイ ト (99,9) 敲打痕力留められる。

Ⅳ区
S D02 打製石斧 サヌカイ ト 522.8 磨減が願著である。

“

7198

970

Ⅳ区
S D02 打製石斧 (9。 1)

(14.9)
(7.0)
5.8

(1.6)
1.0

サヌカイ ト
サヌカイト

(H2.2)
(99,9)

先端部を欠損してl16。

撫衰力留められる。

層
区

・

Ⅳ
ｌ０ 打製石斧 1.3 サヌカイ ト (139.3) 両‖縁には厳打痕力留められ,右側爆には自然面をのこす

Ⅳ区
S D05 打製石斧 (12.0) サヌカイト (148.2) 両側縁に敲打痕力留められ,基部を欠損している。政に若

.干の摩滅が見られる。

Ⅳ区
S R02 スクレイパー サヌカイト 右側縁に敲打痕がヨめられる。

H4199

996
琶番暦部石鏃 サヌカイト

Ⅳ区東部
表採 石鏃 サヌカイ ト
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遺構名 器 種

法量 (cm)
成形 。調整技法  文様 備  考

番号 口径 器高 底径

Ⅱ区
S B06

磁器
椀

蛇の目釉剥ぎ

区

Ｐ
土師質土器
甕

外面:指押さえ

区

Ｐ
土師質土器
甕

外面:縦方向の板ナデ

Π区
S P10

陶器
灯火具

rl縁 部内面外面にかけて施釉
底部外面:ヘ ラ11り

区

Ｐ
陶器

lII勢 lltの工具で施文

区

Ｋ
磁器
椀 6.8

三足伊ヽマ熔着痕 蛇の日凹形高台 外面:All口 層内:染付 見込み:RII 高台内:墨書
端麟

晋目19
磁器
椀

外面:染付 見込み:二重層線,llt 高台部:打ち欠きの可能性がある

皿
I 
Юl

1005

区

Ｋ
磁器
椀

外面:染付  口,内 :二重醜

区

Ｋ
磁器
椀

外面:多重目線+悔 ltX(染付) 日縁内:二重回線

Ⅱ区
S K19

磁器
椀

広東載

皿
l101

1008

Ⅱ区
S K19

磁器
椀

外面:朝跛(411)口舶,魁み:醜

区

Ｋ
陶器
椀

内面:胎土目積, 灰釉 騰土麟掲色

181 1lm

1010

区

Ｋ
陶器
椀

外面:鉄絵
h土 :灰色

Ⅱ区
S K19

陶器
椀

外面:青草文 胤 :橙馳
胸胎染付

皿 1lm
1012

Ⅱ区
S K19

陶器
鉢

外面:員 +草花文(染付) 内面:山本(pll)

181 1 Юl

1013

区

Ｋ
陶器
鉢

見込み:砂熔着痕  内外面に黒ll色の釉 胎土:納

Ⅱ区
S K19

陶器
銚子 甜1畑 :曹齢l釉

騰土:橙 ll色

皿
I 
Ю l

1015

区

Ｋ
陶器
灯明皿

口縁部外面から内面に鉄職 外面:重ね焼痕
船土:明灰色

Ⅱ区
S K19

磁器
灯火具 ll[illて をllllll,動 醐 に切り込む

B21Ю 2

1017

区

Ｋ
陶器
甕

内外面:鉄釉  口縁部内外面:濃茶色の1 胎土:茶 llt

B21Ю 2

1018

区

Ｋ
陶器
甕

内外面:鉄‖ 肩削こ濃茶色の釉を流しかけ 胞
産

胤
顧
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遺構名 器種

法量 (cm)
成形 。調整技法  文様 備  考

番号 口径 器高 底径

Ⅱ区
S K19

器
鉢

陶
摺

外面:ナデ   内面:llり 目

区

Ｋ 躍葬
外面:横方向ヘラilり   内面:揺 り目

Ⅱ区
S K19

瓦質土器
羽釜

胎土:灰自色
鍔より下に僚付着

1022

Ⅱ区
S K19

瓦質土器
茶釜

外面:珠文の押腸刻文 偽』肌ヽた馘られる

区

Ｋ 栞基
土器 柵お躍押

腱 :淡llt

二ヵ所に把手

‖31Ю 2

1024

区

Ｋ 天暮
土器 外面:横方向のヘラ磨き 胎11瞥～2.Omm脚帥

やや多い

Ⅱ区
S K19 夫繰質

板粗作り成形 胆:1瞥
～2.Omm餓の難

多ヽ

掲41Ю2

1026

Ⅱ区
S K19 天射器 板岨作り成形 胎土:絆

1～ 2.Omm脚帥
多ヽ

掲41m3

1027

区

Ｋ
質師

炉
土
混

外面:草花文の押開文
内面:横方向の刷毛日

”
多‐、

０．辮
備

榊胸耐
区

Ｋ
磁器
椀 漱鰍硼

輌
晴
胆

端朧

掲61Ю
,

1029

区

Ｋ
磁器
椀 Ilill込 み:AII

端購

Ⅱ区
S K20

磁器
鉢

蛇の翻形高台
内面:山水一屋目

悧形

B61Ю 3

1031

区

Ｋ
磁器
皿 (菊皿)

論
倣

彫
麟
彫

靱
胆
蜘

蟷61Ю 4

1032

区

Ｋ
陶器
椀 1揺 i灰‖

胎士:橙lltD粒 含

B61Ю 4

1033

区

Ｋ
器
壺

磁
油

外面:草北成

Ⅱ区
S K20

瓦質土器
羽釜

船止:明胞
鍔より下に保付着

区

Ｋ
瓦質土器
羽釜

内面信されヽ
llill飾着

掲71Ю 4

1036

区

Ｋ
器
鉢

陶
橋 鮮縣|IT

胎土:赤掲色
明確

Ⅱ区
S K20 躍葬

ll贔ζ癬l::ョの麹嚇
Ⅱ区
S K19

20

陶器
大皿 llilil積

胎土:灰 白色
高台内:墨書

咀
1039

Ⅱ区
S K21 署基

土器 内外面:ナデ
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遺構名 器 種

法量 (cm)
成形 。調整技法  文様 備  考

番号 口径 器高 底径

皿
I 
Ю5

1040

Ⅱ区
S K23

軒平瓦 3.8
G帳 ) 1.2

(厚き)

申心鮨り1唐草二回転
文様区長:2.3cm   文様区幅:11.8cm

Ⅲ  IЮ 5

1041

Ⅱ区
S K23

軒平瓦 ３．８鰤
中心飾り1唐乾回転
文様区長:2.3cm   文‖区儒11.8cln

平瓦と顎の堀こ横方向のハケ

Ⅱ区
S K36

陶器
椀

内外面:灰釉 胎土:淡褐色

Ⅱ区
S K36

器
鉢

陶
橘

跡
輌
獣

・‥赤
破

区

Ｋ
器
杯

磁
小

外面:草北文 端反載

区

Ｋ
器
瓶

磁
花

外面:染付

Ю81Ю 5

1046

区

Ｋ
器
鉢

陶
橋 |]:惣|:P

胎土:橙掲色
0.5～ 3.Ommの帥
が多い

区

Ｋ
陶器
徳利

外面:暗茶褐色の釉 胎土:赤掲色

区

Ｋ
磁器
椀

外面:二重縄目文 (ら梯か手 肥前

Ⅱ区
S K47

陶器
椀

外面:ll色

内面:透明の釉
胎土:淡 ll色

区

Ｋ
陶器
甕

M面 :麟馳輔 胎土:納
1.0～ 2.Om幡度の慟{

多い

Ⅱ区
S K47

土師質
甕

下部内面:横方向の刷毛目 胎土:淡掲色
1.0～ 2.Omm程 削蹴
やや多い

区

Ｋ
陶器
椀

内外面恢釉 胎土:白掲色
呉器手

Ⅱ区
S K53

陶器
椀

見込み:呉須絵 船土:測l色

区

Ｋ
陶器
椀

内外面:自土でロクロをll用 した]毛日,緑灰色の釉
高台:畳付に砂付着

2061Ю 6

1055

Ⅱ区
S K53

陶器
皿

靱
絶
雛

み‥

‥青

発

腱
師
獅

胎土:白灰色

Ⅱ区
S K53

陶器
皿

見込み:蛇の日状に自土を塗る
重ね備の熔着痕有り
内面:自土で尉毛目

胎土:明灰色
内外面:黄緑灰tO釉

区

Ｋ
陶器
皿

内面:白土でロクロを利用した波次の用毛日 皿 :淡 llL

外面:榊の釉

2081Ю 6

1058

Ⅱ区
S K54

磁器
椀

外面:染付
見込み:All

広東繊

Ⅱ区
S K54

磁器
椀

腱み:圏線
高台畳付け:砂熔着痕

青螂

2081Ю 6

1060

Ⅱ区
S K54

陶器
椀

外面:鉄職で二条の横線
li織跳釉
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遺構名 器 種

法量 (cm)
成形・調整技法  文様 備  考

番号 口径 器高 底 径

2081106

1061

区

Ｋ
器
皿

陶
大

内外面:灰釉 胤 :淡llt O.5～ 1,Omm
程度の砂粒を少し含

瀬F美濃産

2081m6

1062

Ⅱ区
S K54

陶器
徳利

体部:多条の沈線  大きな情円の(ばみを持つ
底部:田印を持つ 細

柳
面‥
面‥
翻

脚
脚
脚

Ⅱ区
S K54

陶器
徳利

胎土:茶灰色

2081‖ 6

1064

Ⅱ区
S K54 轟聖質 船土:淡橙ll色

lh]誦ね鵬
m程蜘陳多`

2091Ю 6

1065

Π区
S K54

瓦質土器
茶釜

体部外面上半:珠文の押腸刻文
体部:二箇所に耳を持つ
外面のみ憧す

船土:淡ll色   0。 1-1.Omm
程度のゆ整少し含

鍔から下に煤付着

2091Ю 7

1066

区

Ｋ
器
鉢

陶
描

外面:横方向のヘラ11り 腱 :赤馳 0.1～ 1.Omm
程度のり世やや多い

雅

Ⅱ区
S K54 豪義醤昇

Ⅱ区
S K61

陶器
椀

外面:鉄絵 胎土:灰色
内外面:緑灰色の釉
端反椀

2H IЮ 7

1069

区

Ｋ
器
桶

師
呂

土
風

下部外耐こ帯状に二条の粘11を巻き柑ナ,その部分に板状工具で文様をつける
下部内面には突線を通らせその上馴こ1故起を付ける
最底部には性をとりllけたと考えられる穴がある

2B1108

1070

区

Ｋ
磁器
蓋

椴曲
赫
‥寿

輌
腱
輌

2‖
I 
Ю8

1071

区

Ｋ
磁器
椀

口縁内:lla文

見込み:寿

外面:寿

上物 1029と 組む可能性がある

2181Ю 8

1072

Ⅱ区
S K63

磁器
椀

内面,見込み:花決
緬 :餞

端反椀

2R IЮ 8

1073

区

Ｋ
器
平

陶
行

日縁部内外面:透明釉 胎土:橙 ll色

体部下半:揉付着

2“
I 
Ю8

1074

区

Ｋ
器
瓶

陶
土 ‡lilキ鱗謬師萄州 胎土:灰色

区

Ｋ
瓦質土器
甕

胎土:淡llt,lm砂含
外面:煤lll

a91Ю 8

1076

Ⅱ区
S K63

陶器
火鉢

外面:陰対による模様  最灰色の釉 胎土:灰色

a91Ю 9

1077

区

Ｋ 墨質
土器 表面:磨き  裏面:指ナデ

火所部分:円筒状の粘土を齢
肯状部分内外面:刷毛日

胎土:橙llt  lmm程 度のり粒
やや多い

火所に書所ある

226 1lЮ

1078

Ⅱ区
S K65

陶器
皿

樹
散

靱
繊
租

み‥
嘔
硼

魁
師
餓

船土:茶赤掲色

Ⅱ区
S K65

器
瓶

陶
花

外面:透明釉 胎土:白掲色

区

Ｋ
陶器
徳利

頸部内面～外面:濃 1的D釉 胎土:赤茶暢色

226 1lЮ

1081

区

Ｋ
磁器
椀

見込み:蛇の日釉尉ぎ
外面:染付

高台部分はIIち欠きの可競1カ吻る
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遺構名 器種

決 量 (cm)
成形 。調整技法  文様 備  考

番号 口径 器高 底径

Ⅱ区
S K69

磁器
椀

内外面:透明釉

2261H0

1083

Ⅱ区
S K69

磁器
盃

外面:世文様 高台Ellに麟着痕

Ⅱ区
S K69

器
皿

磁
小

226 1lЮ

1085

区
Ｋ

器
皿

磁
紅

内面のみ施職

Ⅱ区
S K69 層募

土器 胎土:拙 程lb臨:・

Omm

外面:煤付着

22o l H0

1087

Ⅱ区
S K70

陶器
香炉

外面:染付 胎土:明灰色

hP焔楊
2281H0

1088

Ⅱ区
S K70

土師質
甕

内面下半:板ナデ 胎土地馳程lぁ:1ヽし
'mm

三足付  内面:糞尿痕

区

Ｋ
瓦質土器
羽釜

内面:横方向の刷毛目 胎土:淡 llt O.1～ 1.Omm
程度の砂1を含

鍔から下に抑着

Ⅱ区
S K77

瓦質土器
羽釜 23.3

外面:花文のスタンプと刷毛で指文
内面:横方向0刷毛目

船土:淡 llL O.1～ 1.Omm
胎上の砂粒やや多い

帥奸に鮒着

236 1lH

1091

Ⅱ区
S K80

磁器
皿 撃瘍ど脚

区

Ｋ
陶器
椀

輌 :唐較 船鮒

Ⅱ区
S K80

陶器
皿

見込み:重ね焼の熔着農

‖l織褐』絆都

Ⅱ区
S K80

陶器
鉢

見込み:重ね焼の砂の熔IFl

lllill∫ :省:illし

た
]il面上半から高台:販tOn

胎土:ilit3血
程度の砂粒を含

Ⅱ区
S K80

器
瓶

磁
花 I]郡ま‰

240112

1096

菫区
S K80

陶器
徳利 明

職

賊
剛
卸

鵬
胴
浙

胎土:赤灰色

Ⅱ区
S K80

土師質
焙烙 IIillll!調張り出しがある

胎土:淡馳 0。 1～ 3.Omm
の砂粒やりい

体部外面:齢詭

240112

1098

Ⅱ区
S K81

磁器
皿

輌 :All 外面:縄日li

立区
S K81

器
鉢

陶
橘

口,部外面:下端に重ね焼きによる熔着痕 色用に変化有り 胤洲色
:♭!城 i、

Omm

備前1099

区

Ｋ
磁器
皿

脈
期
略

脚
脈
螂

区

Ｋ
瓦質土器
焙烙

ロユ内面:二孔を持つ張り出しがある 胤:淡掲:齢誡合
Omm

外面に煤付着

Ⅱ区
S K91

器
鉢

陶
嬌 IW麟]♂

的 胎土
=赤
茶馳

:赫 l:m程

度
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挿図 図版
遺構名 器種

法量 (cm)
成形 。調整技法  文様 備  考

番号 口径 器高 底径

Ⅱ区
S K92

青磁
椀

見込み:llaスタンプ 胎土:灰色  砂粒をほとんど含まない
内外面:艶鋪

区

Ｋ
磁器
椀

醜

帥

備

蜘
倣
酌

断
肺
欄

(らわ研

2461H3

H05

Ⅱ区
S K92

磁器
椀

外面:二重網目文,All

鯉:T景1日

文,染

!:内 :「渦福」銘

(らわんか手

Ⅱ区
S K92

陶器
椀

内面:蛇の日状に掏土を塗り,その部分に砂,ll着痕
内外面:自土でロクロを利用した尉毛目
高台畳付:砂,体着

内外面:柵の釉

Ⅱ区
S K92

陶器
椀 棚

脚
銹
麟

酢
面‥
擢

111liltの釉

区

Ｋ
陶器
椀

輌 :IIW鶴

外面:ロ クロ利用による波状]毛日
胎土:灰色
内外面:長灰色の釉

Ⅱ区
S K92

陶器
椀

内面:IIll毛 日
外面:ロ クロ利用による波状]毛目 li♂‰の釉

Ⅱ区
S K92

陶器
椀

外面:唐草文

脚脚
区

Ｋ
陶器
椀 剛躊器2461n3

1■2

Ⅱ区
S K92

陶器
椀

趾 :淡艶
内外面:淡褐色の釉
呉署手

2491H3

lH3

区

Ｋ
陶器
椀

見込み:蛇の目釉謝き 胎土:淡ll色

内胴 :透明の釉

区

Ｋ
陶器
椀

内外面:白上で刷毛目
1縦獣色叶

区

Ｋ
陶器
椀

胎土:淡 ll色

内外面:淡撮灰色の1

Ⅱ区
S K92

磁器
皿 鯉:llら日釉剥ぎ

Ⅱ区
S K92

陶器
皿

見込み:蛇の目釉剥ぎ 腱 :明胞
内外面:透明の釉

区

Ｋ
陶器
鉢

内面:施釉,釉の発色力憾い 胤 :暗茶掲色―暗灰色

2491H3

1119

区

Ｋ
磁器
器種不明 1棚島腕嚇 外面:対線有り

Ⅱ区
S K92 皿

器
明

陶
灯

体酬面畔～螂 :ヘ ラ‖り 船止:暗廂
底部輌,晴端部:燥付着

Ⅱ区
S K92 発案

品台:畳付けに砂熔着

2491H3

1122

区

Ｋ
陶器
片口

胎土:淡llt

榔輌～外面:utO釉

区

Ｋ
器
鉢

陶
橘

口,外面,下靖:重ね焼きによる熔着痕,色調の州し力らる 胎土:橙馳 0.1～ 1.Omm
激の帥やや多ヽ
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挿図 図版
遺構名 器種

法量 (cm)
成形 。調整技法  文様 備  考

番号 口径 器高 底径

249 1lM

l124

Ⅱ区
S K92

器
鉢

陶
描

口縁部外面:重ね焼きによる色調の畑賄り 胎土:灰色  1.Omm程 度のり粒
やや多い

250 1lM

H25

区

Ｋ
陶器
橘鉢

口郷千喘:重ね焼きによる熔着痕,婦の刻賄り 胎土:胞
程lb:111・

Omm

備雄

250 1lM

H26

区

Ｋ
器
鉢

陶
橘

体部外面:横方向のヘラilり 肛:赫馳
!齢猟お

Omm

堺産

2501H4

■27

Ⅱ区
S K92

瓦質土器
焙烙

口縁部内面:二孔力ちる,張り出しがある
内面:横方向の刷毛日

Ⅱ区
S K92 層募

土器 口縁部内面:二孔がある,張り出しがある
外面のみ信す

胎土:‖色 0.lmm程度の砂粒を含
外面:煤付着

区

Ｋ
磁器
椀

外面:二重網目文 (らわ励呼

25011昴

H30

Ⅱ区
S K93

土師質
獣面足

背面から罪孔 世:鵬色
!麦:猟路

5mm

Ⅱ区
S K93

陶器
橋鉢 欄珊櫛

鰤
獅
日‥８

晴
晴
働

胎上:赤茶掲色
!爵孫:卜,Im

備帷

Ⅱ区
S K93

器
鉢

陶
橘

趾 :離掲色0.1～ 1.Omm
程度の砂粒を含

区

Ｋ
陶器
椀

外面:膚草文 蹴All

Ⅱ区
S K94

陶器
椀

内外面:ロ クロを利用して刷毛目 胎土:喘赤掲色
内外面:All色の釉

Ⅱ区
S K94

陶器
椀

内面:刷毛日 胎土:淡橙馳
内外面:釉の発tll悪 い

区

Ｋ 歯覇軋の足か)

胎土:橙掲色 ”
帥

０
・
２
胸

Ⅱ区
S K94

質師
烙

土
焙

雌 :暗掲色
振:誡合

Omm

外面:燥付着

Ⅱ区
S K103

器
鉢

陶
橘

区

Ｋ
磁 器
盃

外面:笹模様

Ⅱ区
S K 108

陶器
椀 甑::i;1砂熔着

Ｊ
紳

区

Ｋ
磁器
銚子

外面:染付

区

Ｋ
器
炉

陶
香

体部内外面上半胸 釉 胎土:暗灰色

Ⅱ区
S K108

器
鉢

陶
橘 11響課聖♂

り 胎土J輸れ茶馳
mmll:51,i、

0

雅

2“ 115
1144

Ⅱ区
S K 109

陶器
皿

見込み:蛇の日釉剥き,その上に掏土を蛇に日状に塗る
内面:用毛日 llilll色の釉
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挿図 図版
遺構名 器種

法量 (cm)
成形 。調整技法  文様 備  考

番号 口径 器高 底径

区

Ｋ
陶器
香炉

底部内面:重ね焼きの熔着痕 胎土:暗橙褐色～闘L
外面:緑灰色の1

Ⅱ区
S E01

磁器
御神酒徳利

外面:青緑色釉
内面:1釉

区

Ｅ
陶器
甕

内面,「 l縁部外面に灰釉

llill釉を流いける

胎土:橙 llL
・
０
惨

”‐
卿

2651H5

H48

区

Ｅ
土師質
瓶空

底部内面:刷毛日_

体部外面:指押さえ後あれ喘方向のヘラ‖り
船土:llt O。 1～ 2.Omm

程帥砂彰い

Ⅱ区
S D26

磁器
椀

外面:多条目線
日縁内:珠の醜

26611“

1150

Ⅱ区
S D26

磁器
椀

輌 :雑

口

'内

:花菱文

Ⅱ区
S D26

陶器
椀

外面:唐卓文 舶
鮒

26611“

H52

Ⅱ区
S D26

磁器
蓋

見込み:AII

口縁端部:日銹

区

Ｄ
磁器
皿

見込み:蛇の日状に陶上を塗る
内縁:染ll

Ⅱ区
S D26

磁器
皿

輌:鮒
蛇の日凹形高台
二足llJヽマ熔着痕

26611“

H55

Ⅱ区
S D26

器
皿

磁
小

輌 :盤

Ⅱ区
S D26

陶器
灯明皿 l[Ⅷ躙哺 胎土:掲色

口縁部外面:媒付着
晴絆311ttllt期

2661H6

1157

区

Ｄ
磁器
人形の頭部

中空合わせ型成形

26611“

H58

Ⅱ区
S D26

瓦質土器
羽釜

船土:灰白色  砂粒をほとんど含まな
い

掃より下:燥付着

Ⅱ区
S D26

器
鉢

陶
描

外面:火俸
内面:揺 り目1単位8本

胎土:赤茶ll色

0.1～ 1.Ommの 搬の砂
粒やや多い

Ⅱ区
S D26

器
鉢

陶
橘

外面:横方向のヘラilり 胎土:赤納
0.1～ 1.Omm曜 蜘蹴
やや多い

2661H6

1161

Ⅱ区
S D26

軒丸瓦 跛

26811“

H62

Ⅱ区
S D33

陶器
椀

外面:唐草文 胎土:灰色
船pll

Ⅱ区
S D33

陶器
椀

輌 :唐敦 胎土:灰色
胸胎AII

2681H6

1164

区

Ｄ
陶器
椀

凛

鳳
婦
酵

面‥
耐
研

胎土:灰色
掛け分け1 瀬戸美濃産

Ⅱ区
S D33 轟璽質 胎土:淡橙ll色

0.1～2.Omm割り帥
含
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挿図 図版
齢 名 器 種

法量 (cm)
成形・調整技法  文様 備  考

番号 口径 器高 底径

層
区
含

Ⅱ
包

磁器
椀

胆み:鮒
輛 :鮒

広東構

270 1lH

H67
と唇層

磁器
椀

外面:染付
胆み:鮒

広東構

27011押

H68

Ⅱ区
包含層

磁器
椀

腱み:龍

外面:槙,源氏香

雹署層
磁器
椀

外面:二重網目文 (ら榊 手

雹署層
磁器
椀

雹署層
磁器
椀

見込み:All

爛:AII

と署層
陶器
椀

外面:唐草文 胎土:灰色
船kll

と唇層
陶器
椀

外面:唐草文 胎土:灰色
掏胎lll

Ⅱ区
包含層

陶器
椀

輌 :期 胎土:暗灰色～赦絶
獅脚 熱ヽ
船鮒

雹唇層
陶器
椀

内外面:淡黄褐色の‖ 胎土:ll自 色
呉選手

270 1lr

H76

Ⅱ区
包含層

陶器
椀

体部外面と口

'端

部:鉄絵 胎土:白灰色
内外面:透明の釉

Ⅱ区
包含層

陶器
椀 □脚階

土‥
輌
酬

Ⅱ区
包含層

陶器
椀

内外面:刷毛日(内面:打ち用毛日  外面:ロ クロ刷毛日) 暗緑灰色の‖ 胎土:暗灰色

雹唇層
陶器
椀 1]:辮 剛鵬蹴2701H7

■80

Ⅱ区
包含層

陶器
椀 |]‖]!11の沈諄

馳
鵬
譴

胎
棚
耐

Ⅱ区
包含層

磁器
皿

師:雑

外面:唐草

と唇層
磁器
皿

組
締
顔

胆
論
靱

青磁染付

Ⅱ区
包含層

陶器
鉢

内外面:ロ クロを利用した]毛日  翻色の釉 胎土:灰色

と署層
陶器
椀

内面:砂目積 臆|‰釉

2■ 1lH
l185

Ⅱ区
包含層 馨羹猪口

口量内:花菱文
外面:竹

釉の発色謳い

雹唇層
磁器
油壺 llil11釉
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遺構名 器 種

法量 (cm)
成形・調整技法  文様 備  考

番号 口径 器高 底径

Ⅱ区
包含層

陶器 肩部外面:糸 日文
願部内面か州面:鉄釉4蹴掛け

胎土:赤茶褐色

!・

1～ 1・ Om畔蜘詢睦少し

2■ 1lH
H88

Ⅱ区
包含層

陶器 体部:自土で刷毛目
外面:ll色の釉

騰土:llt

2■ 1lH
H89

層
区
含

Ⅱ
包

器
瓶

陶
土

体部外面上半:麟とツメ形状の陰月
外面:鉄釉と透明釉

船土:橙掲色
砂位をほとんど含まない

Ⅱ区
包含層

土師質
蛸壺

胎土:淡掲色 0。 5～2.Omm

内面全面に煤lll程

度の砂世が多い

雹署層 陶器
橋鉢 |:I「:ii][焼

きによる熔着農及び色調の刻‖ある 船土:橙 ll色

0.1～ 2.OmmttЮ 陳
やじい 備前産

Ⅱ区
包含層

陶器
橘鉢 1;l鷲L]ね

焼きによ構 厳瑚 Oall紡る 船ち0・ 静・0'm枷帥
備離

と瞼
器
鉢

陶
橋 :轍]謹il紛

ラ‖り
見込み:円 I状の摺り目

胎土:赫馳 0.1～ 1.0

明石産      m程
度の砂粒を含
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０
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椰
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熙
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熙
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椰
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椰
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＝
楓
駐
引

　

（
目
繹
棄
牌
　
侭

回
岬
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ｏ
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Ｎ

畿
旧
片

畿

巴

畿

圧

畿

配

畿
巴
糎

畿
配
埋

畿

配

畿
庄
壇

畿

配

畿

配

滋

〓

畿

配

畿

〓

畿
配
彗

畿
匡
輝

畿

Ｅ

輝

畿

庄

蝉
彗
錮

・
因

図 魚 凶 飩 因 ヽ 凶 鮎 凶 鶴 凶 缶 凶 缶 図 魚 因 魚 凶 鶴 凶 缶 図 n4 凶 魚 凶 飩 因 鶴 凶 n4

（
缶

∽
）
Ｒ

楓

―

準

錮

-331-



や

　

　

樫
′
３

案

ｓ
鴬

菖

∽

。
３

Ｄ

案

ｓ

『

田

∩

∽

。わ
伽
や
ぶ
ギ
ヘ

。
「
黎
せ
井
卜
引
劇

。わ
伽
や
Ｓ
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熙
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熙
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Ｘ
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∽
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０
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Ｏ
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図版 1

(1)I区西部古代溝群

② Ⅱ区S B02付近



図版 2

簸

……―‥

，

―‥―

褥
鳳

(1)I ttS H01(南 より)

窮

驚

(2)I ttS H01断 面

::難琴



図版 3
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(2)I ttS B08(西 より)



図版 4

(1)Ⅱ 区 S B01(南 より)

9)Ⅱ 区S B02付 近遺構検出状況



図版 5

(1)1区 S B02検出状況 (北 より)

(21Ⅱ 区S B02(南 より)



図版 6

(1)Ⅱ 区S B02抜取痕断面 に)Ⅱ 区 S B02抜取痕断面

(2)(3Ⅱ 区S B02柱 検出状況 6)6)Ⅱ 区S B02柱検出状況



図版 7

罐

9)Ⅱ 区 S B02柱 穴有舌尖頭器出土状況



(1)Ⅱ 区 S B02付近 (西 より)

12)Ⅱ 区作業風景
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図版 9
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(3Ⅱ 区 S B03(南 より)



図版 10

(1)Ⅱ 区S B03抜取痕断面

(21Ⅱ 区S B03抜取痕断面
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に)Ⅱ 区S B03抜取痕断面

1‐、ルFT:、■
=ll⑤Ⅱ区S B03抜取痕断面

(3Ⅱ 区S B03柱 痕断面 (61Ⅱ 区 S B03柱痕断面



図版 11

(1)I ttS B03(南 より)

(2)Ⅱ 区 S P02土器出土状況



図版 12

(1)Ⅱ 区S P02土器出土状況
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12)I ttS P03土 器出土状況


