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第 3章調査の記録

第10表 出土木製品属性表 j市121番号 大項目 小項目 戸)J、昔I、日円 出土位置 法量

j市1'Rl番号 大項目 小項目 ノjjL1/、:[可1 IH'，j:i立霞 法;註 281 2飲食器 箸 SD706 長19.6111高0.7厚0.5
273 11木簡等 木簡 SD49 i吾川引h;rNqο霞nr; 3飲食器 箸 SD706 長19.71幅0.7厚0.5

2木簡等 木陣 SD49 ~.1 え!l llJlil? ql豆n:i 4飲食器 答 SD706 長20.111届0.6厚0.5
3木能等 木前i SD49 長19.81隔2.3厚0.3 5飲食器 箸 SD706 長20.51偏0.7序0.5
4木簡等 木簡 SE150 長18.81隔2.4厚0.3 6飲食器 筈 SD706 長20.5111日0.7厚0.6
5木簡等 木簡 SKI115 長14.9111高2.9厚0.4 7飲食器 箸 SD706 長20.5111話0.6厚0.6
6木簡等 木前l SE150 長9.2111話3.5厚0.4 81M;食器 答 SD706 長20.61幅0.6}!f:0.5
7木簡等 木簡 SKI115 長12.211届2.2厚0.2 9飲食器 箸 SD706 長20.7幅0.7厚0.5
8木綿等 木簡 SD49 長15.611Iffi2.7厚0.6 10飲食器 筈 SD706 長20.711IffiO.8厚0.5
9木簡等 木簡 SE216 長19.91幅2.9厚0.3 11飲食器 箸 SD706 長20.811届0.7厚0.5
10木簡等 木簡 SKI115 長10.3111話2.6厚0.4 12飲食器 箸 SD706 長20.81隔0.6厚0.5
11木簡等 木簡 SD49 長11.4111日3.7厚0.2 13飲食器 箸 SD706 長21.311両0.5厚0.4

25 木簡等 入所、供養札 SE587 長80.611届14.5厚0.5 14 飲食器 箸 SD706 長23.5111日0.7厚0.6
73 木簡等 墨書1Ji SE205 長77.3111日9.4厚0.7 ]5 飲食器 箸 SD706 長20川高0.6厚0.5
274 l飲食器 iTif塗りlIJl SD706 仁18.4底6.21見1.3 16飲食器 F1t1 主 SD706 長22.011¥両0.7惇0.6

2飲食器 jji塗i)1111 SD4合 仁19.01丘7.4高1.。 17 飲食出 ζ 1 SD706 長副.71字0.5
31M;企部 ミ()nn SE08 仁18.81志6.818J1.O 18 町人Uct詰円門 高 SD706 長20.2111面0.7厚0.5
4飲食器 j奈塗りJlll SD49 119.0iJJ;6.0両1.1 19 欽食器 ιi SD706 長20.31揺0.8厚0.5
5飲食器 j主塗りi阻 SD49 仁19.4底6.5品1.4 20 飲食器 :再 SD706 長初出1I日0.7厚0.5
61M;食器 j案可:り冊 SD49 1-19.4底6.0高1.4 21 飲食器 筈 SD706 長20.4lllffiO.7厚0.4
7飲食器 主1)IlH SD49 U9.01ぽ6.2，肖1.7 22 飲食器 主j SD706 長20.4111~\O .71平0.5
8飲食器 蓋 SE121 口11.41，出G.4，当2.2

9飲食器 i主治iJ蓋 OA55 口13.4民5.3品2.0

LqAぅB 欽食出 追: SD706 
長長22 00 .. 35 1111l1話E0O .， 77 厚厚0o .a 4 5 

24 飲食器 -{寺 SD706 
10 飲食器 r) j完 SE208 n12.4睦6.5高3.6 25 飲食器 でーすF SD706 [;-?l，llllIi(()(-i!豆os
11 飲食器 ~TI~塗り j:完 SE288 U12目7底6.4，t!i5.2 26 飲食器 証i SD706 長21.2111百0.7厚0.5
12 飲金器 漆決り椀 SD706 r114.0民7.3品4.8 27 飲食出 箸 SD706 長届0.6厚0.5
13 飲食部 iTI~塗り|売 SD49 口14.6底7.0，自4.3 28 飲食器 三1ヨ室 SD706 長19.3111日0.7厚0.5

275 1飲食器 討議り椀 SE238 出7.0，白j(4.3) 282 11 )17;金器 杓子 SE09 長15.311届2.6厚0.5
2飲食器 ;~~塗り椀 SD49 庇7.0高(5.0) 2飲食器 杓子 I SD49 長21.5111日4.9厚0.6
3飲食器 ;~~塗i)椀 SKlm9 !志6.2高(5.0) 3飲食器 杓子 SD706 長23.011届5.0J字0.5
4飲食器 漆塗tJ椀 SE694 底7.2i自(4.5) 4飲食器 杓子 I SE181 長22.9111員5.0厚0.8
5飲食諮 j菜塗1)怖 SDi19 底6.8高 5飲食器 杓jζ SD49 長25.6111日6.3J字1.1
6飲食器 j系議り|先 SÎ江191 民7.2i高(4.6) 6飲金器 Y0J H SD49 長20.211111¥5.。厚0.6
7飲食器 漆塗t)椀 SD49 底6.6高(3.6) i飲食器 杓子 耳 SD49 長24.911届6.6J平1.1
8飲食器 iTIf塗i)j完 SE60 l二114.2 283 1飲食器 iir専t SE519 長210111日22.5厚1.9
9飲食器 y~~~金 f) j:サ! SD49 2飲食器 i'lr敷 SE189 長27.5111高24.9厚0.7
10 飲食器 i~玲り出 SD49 3飲食器 i'li'敢 SD49 長37.8111@28.5厚1.1
11 飲食器 i~t塗り凶 SD49 iki部厚1.0 4飲食器 折敷 SE523 長22.311Iffi20.9厚0.8

276 l 飲食器 7.1~塗 i) 1完 SE569 1-113β底6.8高，1.8 51fiJ;食器 jJrvJx SE710 長(20.5)111日13.1序0.9
2飲食器 j主張り腕 SD49 1-112.8庇7.8両4.1 6飲食出 i)f蚊 SE225 長(18.7)111長11.3坪0.7
3飲食器 i~~塗り椀 SE322 民7.4高(2.7) 284 1飲食器 iH9Jx SD49 長18.01幅(6.1)厚0.7
4飲食器 漆塗り|先 SD49 !底7.6高(3.3) 2針;食器 折敷 SD49 長18.611I/i¥(9.5)厚0.8

277 1 飲食 :~if j3i塗り椀 SD49 底8β高(3.9) 3飲食器 if!'!lYx SD49 長21.6111話序0.9
2飲食器 j主i金り和u SE518 仁113.5iEi7.H'Ii5.4 41fiJ;食器 iJi-Y]x SE239 長22.31Im¥(11.9)厚0.6
3飲食器 j菜塗りi先 SE108 民5.6高(2.0) 5飲食器 折敷 SE189 長28.011届(4.0)厚0.6
4飲食器 il塗り凶 SD49 底7.8高(2.1) 6飲食器 iJrYJx SD49 長19.21111~7.8厚0.7
5飲食器 j奈塗り椀 SD49 底7.6高(1.7) 7飲食器 1')r敷 SE225 長22.41111n(7.7)厚0.8

278 l 飲食器 涼塗り椀 SE441 1J13.5底7.0高5.7 8飲食器 ;同t SE458 長22.611届(6.8)厚0.5
2飲食器 |漆塗り|売 表採 底6.5高(5.6) 91iiJ;金器 折敷 SD706 長26.511Ir~ (5.9)厚0.8

279 1飲食器 j~f塗り|拘 SD49 底6.8高(3.3) 10 故食器 iJrY]x SE523 長21.41111]j(10.0) i!f:0.6 
2飲食器 漆塗り|抱 SE322 底7.2高(3.0) 11 飲食器 iJr敷 SE459 長25.7111日(12.4)厚0.9
3飲食器 i~f(主り|荷 SE441 It17.3高(8.5) 12 飲食器 折数 SE700 長28.7111面(7.8)J早0.4

280 l 飲食器 漆塗り姉 SE536 底7.8高(6.2) 飲食器 折蚊 SE700 長28.71隔(17.3)惇0.5
2飲食出 漆塗り|先 S1包23 底5.7高(1.6) 285 1飲食器 JJr敷 SD706 長28.4111肩(7.2)惇0.5
3飲食器 /TI~塗/) j指 SD49 !氏6.6高(4.0) 2欽食器 i'lr蚊 SE458 長31.8111長(6.1)厚0.7
4飲食器 i~'吟/)椀 SE108 底 3飲食器 1Jf敷 SE710 長31.0111日(12.2)厚0.7

日竺 1飲食器 筈 SD706 長19.41111机8厚0.5 41fi7:企器 1'Jr敷 SE219 長30.3111員(19.4)厚0.8
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第 5節 中世・近世の出上遺物

j前@番号 大項目 小項目 分類 jlj!j土位霞 法皇

5飲食器 i'Jr敷 SE579 長30.011届(8.6)厚1.0

6飲食器 iJr敷 SE700 長34.211属(9.0)厚0.7

7飲食器 折敷 SE16 長34.2111百(15.6)惇0.5

8飲食器 iJr敷 SE458 長22.11偏14.。厚1.3

9飲食器 iJr敷 SD49 長9.5111日6.6厚0.5

286 1飲食器 iJr敷 SD49 長15.4111日(12.4)惇0.8

2飲食器 折敷 SD49 長23.111届4.1厚0.4

3飲食器 iJr敷 SD49 長21.911Iffil1.5厚0.8

4飲食器 iJT敷 SE523 長28.611届6.3厚0.7

5飲食器 折敷台 SD49 長4.211届19.0厚1.2

287 1調理・炊事具 t茸:::!J!珪t' SE683 径(14.8)惇0.7

2調理・炊事具 !i SD49 径(17.7)厚0.9

31調理・炊事呉 蓋 SD49 任(23.0)厚1.2

4調理・炊事具 i芸丘L SD49 怪21.61字1.1

5調理・炊事R有」占iJ: SD49 j王24.01字1.1

6調理・炊事呉 3ぶE主、L SE710 住~-ì4.81字2.。

?謝埋・炊事呉 孟i SDL19 i五25.4!~{1.3

8容器 il:!子 SE121 長26五11届10.7厚2.1

9 調f~l快事H ささら SE27 長27.0111話5.4

288 1調理=炊事呉 mljz SE291 長42.5111百24.割引.1

289 l調JTI!'炊事呉 長 SE307 長70.01幅23.8惇2.6

2剥到!・炊事呉 tl日杓 SE154 L19.2底9.6高6.2

3品Wli.炊事異 H引な SE205 '-111.7高10.0

4調理・炊事異 柄杓 SD419 口1白日高107

5調理・炊事呉 柄杓 SE459 口10.9高7.5

29U 11官器 [IJ1物 SE540 1-129.7高21.1

2容器 |語物 SE159 仁122.8i8'i10.6
3 口谷Eプ市ロロ jUI物 SE29 長38.0短35.。高17.0

4容器 1I11物 SE591 仁160.6高50.4

5容器 1111物 SE27 [137.3高50.5

6容器 1111物 SE26 L149.4高36.4

291 1容器 出物1副長 SIヨ191任8.4厚0.8

2容器 IHI物!底板 SKI312 径10.21早0.6

3容器 IJlI物底jti I SE205 任21.41[}J:1.4

4容器 IIII~を SE218 i王20.6厚1.1

リロ ザ1マF旦IIり11 1t11物底板 SD49 注目.2!守0.8

6容認 IHI物!副長 SE305 iA21.8厚1.2

71~器 1111物民粧 SE535 {王23.41芋1.。

81~ニマTl1m 11 T llll物底版 SD49 íf2il. OI~t 1.2 

91'r~if~ IIIJ物庇|長 1 I SE29 ltZ5.5J♀1.0 

292 1 "iマtflヰiiTl IU1物底版 日 SD49 ft (9.5) I'JTO.3 

2容器 IIII~如氏板 II SD49 119.91享0.8
dつ少-ご、，1nJ31nf ♂ IUI物底板 I H SD49 11t9.6厚0.6

41出; 1I11物底i1i 11 SD49 i主 1 1. 5i~EO.8

51容器 rtll物低板 立 SD706 任10.4厚0.7

6容器 1111物底板 SE181 日8.8厚0.7

71容器 l出物!剖長 E SE4，58 {主9.61手0.6

8容器 IH1物底板 立 SE523 i主9.4惇1.2

9容ftii 出1~如氏板 J] SE23 任1 1.51~[0.9

10 容器 1111物政板 If SD706 {王(13.9)i字0.5

11 容器 1111物底板 5 SKI115 任(18.0)i享0.9

12 容器 1111物底仮 H SD49 筏(21.8)1~(0.6 

13 容器 ，111物底板 自 SE459 臼(20.4)惇1.2

14 容器 1111物底板 SD706 1王(16.5)1卒0.6

15 ーし百r.ii 1111物底板 H SD419 日(19.0)厚1.7

16 容器 ，1I1物!副長 自 SE459 任(22.7)厚l.3

17 容器 IIII~如氏板 E SE16 i王24.91字1.1

j前I~ 番号 大項目 小1貫目 分類 出土位置 {J:;.ート 王EE主主L 

293 1容器 r111物底板 E SE507 径26.71享1.1

2容器 [出物!底板 E SD630 j王(21.7)1享1.3

3容器 1111物底板 耳 SD49 筏(27.2)厚0.8

4容器 IUI物底板 l耳 SKI115 径21.0厚1.0

5容器 rl11物底板 E SKPl710 径(23.6)厚1.1

6容器 出物底板 百 SE03A 怪24.0厚1.5

7容器 rHI物底板 匝 SD49 径18.5惇1.。

8容器 1111物底板 匪 SD49 径21.2厚0.7

9容器 由物底板 m SE03A 径(19.8)厚1.7

10 J…z斗r守百口i'i 曲物底HR E SE205 出22.6厚1.1

294 l容器 箱蓋 S阻679長(12.0)11届8.7惇1.8

2容器 箱(組物) SD706 長(12.2)Illm8.7厚3.4
3容器 箱(組物) SE458 長42.0111話(13.6)惇0.9

4容器 在i(組物) SE149 長36.01幅21.6品5.。

5容器 社j(組:1却) MN88 長14.21幅10.7厚1.4
りハ j 白-}~. 百n.n干 泊(組1討) SD49 長11.1111員3.8厚0.5
【iん谷'.'斎ロロ 箱(組物) SD49 長4.6111日5.11享0.7

slW器 福(組物) SE03A 長11.5幅1.6淳0.5

9容器 A:fj (組物) SE03A 長29.8111品3.51手1.6

10 'ii百U正ロ 箱(組物) SE03A 長47.211百3，3厚1.4

11 '存器 J世子 SD706 長9.2111日1.6厚1.3

12 容器 il~ 子 SD49 長(13.8)1福1.6惇0.5

13 E会L手，術nrl J自子 SKI115 長15.011届2.3厚0.7

295 11V仁f;t:ふ千1 8トレ |切りIII，~? 1庫川

乙~ "一王千L子，百111百1 SD49 長4.6111高2.61字2.6

3容器 SD49 長7.311IW2.91字1.7

4寄器 l全 SD49 長9.011肩3.11字2.5

5容器 栓 S阻115長15.711届2.。厚1.9

6右器 栓 SKI115 長4.011届3.41平2.9

7容器 SE146 

8容器 SD49 長7.8111話(5.5)厚2.0

296 l装身貝 WJj SD49 長3.5111員5.8厚0.9

21装身具 iiIli SD49 長2.711IG¥(5.1)厚1.1

3装身具 iiIlI SE238 長4.511届(3.4)斥1.5

4装身具 鼠子 SD49 長(5.8)111話0.8厚0.1

日v 勢-、身t~二l、 !唱す SD4~) 長(5却111国Oβ!享0.2

76 装装身身具具
}:f;lf SD49 長(5.7)1111~0.8厚0.2

)五i子 SD49 長(7.9)111I拍.8厚0.2

81 )日途不n)J呉li菜製品 SD49 長(4.B)1111¥¥1.3厚1.1

91 J1IJ主不[lJJq1メ1マ~J21仁l1i SD49 長5.7111話14.51字0.7

10 用途不19mサ1:1ミ~~ム~;~I口1I1 SD630 長1.7111副厚0.2

11 調度具 f ーヘl SKI679 長6.5111百15.41宇1.4

つCl7 11装身具 )J]'・ill.j SE24:i 長15.411Iffi3.2惇2.0

2装身具 )h'十jl.j SE174 長12.11隔2.91平1.1

3装身具 刀flVJ SD49 長(7.7)IIIITi2.6厚0.3

41装身呉 刀子1Pi SD49 長19.71111;¥3.。厚2.0

5装身具 )]1ιif!j SD49 長(15.2)11届3.4llrI.0.4

6装身其 刀子WJ SD49 長(8.7)1隔2.8厚0.7

7装身具 JJI1Pl SD49 長(8.4)11幅2.8厚1.3

8装身具 JJJ1fIl SE188 長(9.7)111n¥2.4惇0.2

9装身具 刀 ~r ，ï!ì'j SD49 長(15.5)11届3.5厚0.5

10 装身具 J]子IM'j SD49 長24.5111員 3.61~LO.6

11 装身呉 刀f鞘 SD49 長26.0111話3.5惇0.6

12 装身具 刀子鞘 SD49 長28.6111!ii4.5厚0.6

13 装身其 ))f革i'j SD49 長27.8111員6.5厚0.8

298 111副知 刊'7.C SE121 長14.1 111両7.3 I~ij3.8

211副却 F駄 SE22 長15.5111長8.6高3.8
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第 3章

j市1]番号 大項目 小]貫目 分類 I'H土佐霞 法量

3履物 下駄 SE127 長14.211.届8.7~2.3

挿図 番号 大項目 小項目 分町類出土{立置 法皇

4 !割却 草履芯 SD49 長(24.1)111話(4.4)惇0.6
4履物 下駄 SD49 長16.5111日8.4;自3.2

5履物 下駄 SD49 長(15.2)111福9.4高2.0

6履物 下駄 SD49 長(14.5)11届9.1品2.4

711割却 下駄 SD49 長(22.4)111高(1.9)高2.1

8履物 下!駄 SD49 長(16.4)III~ (3.4)品2.4

5躍物

草草草草草履履履履履芯芯芯芯芯; 

N SD49 長(22.5)幅(4.0)厚0.5

6履物 N SD49 長(22.8)1幅(5.0)厚0.5

7履物 N SE176 長(24.3)幅9.9厚0.5

8履物 N SE359 長24.611届9.4厚0.4

9履物 百 SD49 長24.11幅10.2厚0.4
9履物 下駄 SE441 長(15.9)1幅(10.1)高3.0

299 l履物 下駄 23トレ 長(22.0)幅10.4品1.1

10履物
草草履属芯お;

N SD49 長23.111届10.0厚0.5

11 履物 N SE181 長24.2111話11.1厚0.4
2履物 下!駄 SE530 長21.211肩(6.1)品2.6

3履物 下駄 SD706 長(21.7)幅10.9品3.2

12履物
ドド字字!履護;芯広

V SD49 長(22.4)幅(5.0)厚0.7

13 履物 V SD49 長(22.4)幅(5.2)惇0.3
4履物 ド!~t SD630 長(20.5)111日(11.3)品2.4

5履物 下駄 SE723 長(22.0)111百(8.8)高2.0

14履物
!伴草履履iJSE;; 

V SE176 長(17.5)幅(8.7)淳0.4

306 1履物 V SD49 長(12.4)111日(4.3)厚0.3
6履物 下駄 SE359 長20.011届(9.3)品4.1

7履物 下駄 MK83 長(22.6)111取0.4高2.6

300 l履物 刊誌 SD49 長19.311届10.4，高2.5

2履物 匝需匹 V SD49 長(14.4)1幅(4.9)厚0.4

3属物 V SD49 長(14.3)111日(5.1)厚0.4

4履物 V SD49 長(16.6)1隔(4.9)厚0.2
211割却 下駄 SE22 長話10.9高6.4 5履物 lli履jE; SD49 長(16.4)幅(5.0)停0.3
31 )古物 下駄 SD49 長19.7111品10.9，Qi2.6 6履物 li草11M;日; SDL19 長(23.5)1幅(1.7)厚0.3
411酎封 下駄 SD49 長22.8111同12.4高4.3 7属物 草履il; V SD49 長(23.4)11日(2.8)1竿0.3
5履物 下駄 SD49 長17.811届10.5高2.5 8属物 |草履;日; V SD49 長(8.8)111高(3.9)惇0.3
6履物 下駄 SD49 長21.0111日11.7高6.。 911毒物 草履iG; SD49 長(12.3)11信(3.5)厚0.3

301 11 )i引却 ト駄 SD706 長印刷11高10.2品3.6 10 履物 草履芯 V SD49 長(14.3)111肩(3.1)厚0.3
2履物 F駄 SE257 長23.8111話11.5;局3.6 11 履物 草履iG; V SD49 長(16.5)11属(4.1)厚0.4
3履物 下!J7.I SE16 長22‘0111肩10.6高5.1 ~音物 草屑右; V SD49 長(15.9)幅(4.3)厚0.4
4履物 F!it SE459 長18β11届9.3高4.3 307 l建真 |母子格子 SD49 長(8.7)11信2.0厚0.9
511毒物 F.~J.\ SE459 長20.611Iffi10.2高3.9 2建呉 |草子格子 SD49 長(10.6)111日1.7厚1.5
6履物 F駄 SE459 長25.3111@13目2，自2.8 3建具 |埠子格子 SD49 長(8.1)11届1.8惇2.5

302 111副知 F!~J.c SE459 長21.2111国11.2高2.6

2履物 下駄 SE16 長24.911届11.5高5.8 ;122 !草子格子 SD49 長(15.7)IIIffi1.9厚0.8

障子結子 SD49 長(13.7)1幅1.9厚0.8
3履物 F駄 SE459 長25.211.届(11.3)I当6.0

41 )制対 出向t SE700 長28.611届(10.2)高1.6 !出 fH草幸子子;1格者千子 SD49 長(14.7)11届2.5厚2.0

SD49 長(19.1)1幅2.0惇1.4
511関却 下駄 SE459 長(23.2)1幅13.2高5.6

つdハvつd 111割却 刊誌 SE706 長31.4ij!日15.9高3.6

211副対 下駄 SE700 長28.411.回12.3高3.2

8建具

臨
SD49 長(50.8)111高1.8惇1.0

9珪貝7 SE03A 長4G.81111~ 1. 6厚0.8

10 建具 SE03A 長46.411届1.5厚0.4
311副知 田下駄 SE723 長30.6111日13.6高3.8 11 建具 11埠子格子 SE459 長(13.8)11幅1.9厚1.0
411副均 下駄華麗 SD49 長9.4lllffi7.5厚1.5 12 l建具 敷居 SE215 長5.8111民11.8厚7.0
5属物 F!Itj~歯 SD49 長10.31幅7.2厚2.0 E山 f!ハ日A i契 SE159 長3.1 1~話8.9厚1.5
6履物 1;到、差前 SD49 長9.611Iffi8.。厚1.6 14 調度具 IJ却J1;I! SD49 長11.61幅1.811f:1.3

304 l履物 |草履JE I SE581 長(23.5)111日(5.2)1享0.2 15 調度呉 Ij制:jl SD49 長(12.4)11属1.81字1.3
2履物 ヰ〔履石; I SD706 長(23.4)111話(4.1))停0.3 16 調度貝 lJiJill1:!J SD706 長17.711伝2.0厚1.4
3履物 草履4; I SD706 長22.1幅(7.0)I平0.2

4履物 -Tf(隠忍; E SDi19 長(23.2)11届(，1.5)厚0.5

308 l火処 市在拘 SD49 
長長227.21111話1幅(51 .09.厚5)2!字.71.5 2火処其 火鍛1] SD49 

5隠物 草履jG; ]J SD49 長23.111届(5.0)厚0.4 3火処具 糸巻き SD49 長31.81隔3.惇02.4
611古物 草民主: 立 SD49 長(23.9)幅厚0.5 4染織貝 結錘[11 SD49 長6.2111恥.9厚p
7履物 草履石; 五 SD706 長(14.9)1隔(4.9)埠0.4 5染織具 純雄111 SD49 長6.41隔6.5厚0.8
811副知 草履dE; E SD49 長 111詰(5.0)厚0.6 6染織呉 子ilJl木 SD49 長6.5111話(10.7)惇4.5
9履物 草履~G~ 五 SD49 長(23.3)1隔(4.9)厚0.4 7染織具 子押木 SD49 長4.01隔14.3惇3.0
10 !副却

草草居履ijEG;; 
日 SD49 長23.41隔(5.3)厚0.4

11 !副均 五 SD49 長(23.7)111高(5.6)厚0.3

309 l呪Wf具 )11途不Il)j SD49 長29.2111話5.8厚2.5
211lyeWj具 (:1'J SD49 i王21.811同(5.1)1享0.6

12 )割却 草履il; H SD49 長(23.9)111話(5.2)惇0.5

13 履物 |草履jG; 田 SD706 長(11.6)幅(4.9)埠0.2
31'~( f，I:J呉 サノfマス SD630 

板:長23.211届20.2厚2.2
長105.811届2.5

14 !荷物 )字!百jE; 日jSD49 長(18.6)111員(4.2)厚0.4 41 ")c(，l:j呉 サノtマス SD49 長18.4111副5.41享2.1
15 履物 守口語jl; !日 SD49 長(23.5)111長 WO.6 51'~ê f，l:j具 サJ¥マス SD49 長27.2111/1¥(14.0)厚1.9
16 履物 草履iE Ifl SD49 長24.611届9.9厚0.4 61'附I:j具 サパマス SD49 長16.7111品(11.3)惇1.3
17 履物

げド!字jZ!履隠右jG;; 
盟 SD49 長24.9111副0.71tyf.0.5

305 111制句 JlJ SD49 長24β11同10.1厚0.3
71'~dM具 サJ¥マス SD49 

{応長18.1111両日.0浮1.8
1幸:長126.4111話15.7厚2.4

21J訓却 草履jG; m SD49 長24.3111白0.2厚0.7 8 1 "Je(il:jF!. 和11 S阻191長(19.0)1隔3.0厚0.4
3履物 平昨日; lV SD49 長 111日(4.7)厚0.3 310 1171ヲ f~ 烏JI~ 1トレ 長2.1111山.6厚0.4
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第 5節 中世ー近世の出土遺物

J駆l番号 大項目 小項目 分~t'! n.11卜1古宮 法量 l市I:RI番号 大項目 !J¥J費目 分類 I:~I土位置 法量

2171ヲ代 人形 立体 SD49 長14.0幅1.81字1.9 2漁具 J子ゴ乙 SE459 長24.8111高1.4厚1.2

3形代 人形 立体 SD49 長19.8111日1.9厚1.1 3漁呉 i子すc.-je. SE459 長25.011届1.4厚0.9

4形代 人形 立体 SD49 長32.911届1.6厚0.7 41 ~.魚具 J子-J- SD706 長(18.1)幅0.8厚0.8

5 17fH~ 人形 立体 SKI679 長13.91隔4.5惇2.3 5漁具 浮子 SD706 長(12.0)I1届0.9惇0.7

6171ヲ代 人形 SD706 長17.5111日3.3厚0.5 6漁呉 オサ SE576 長(76.4)I1届6.0厚4.6

71M代 人形 SE581 長(11.3)幅3.5厚0.6 7漁具 オサ SE576 長87.0111日3.0厚3.2

8形代 人jl~ SD49 長(12.6)11届2.9厚0.3 8漁呉 HG. SE274 長67.7幅8.8厚3.4

9形代 人形 SD49 長12.3111日2.8厚0.4 316 1桶物 結び SD49 長11.8111日4.3厚1.0

10 形代 人形 SD49 長14.8111日2.4厚0.5 2編物 龍 SD49 長20.11幅14.9

11 形f~ 人形 SD49 長18.1111日3.1厚3.5 317 1用途不明具 方形木製品 SD49 長8.611届(3.7)厚0.3

12 形代 刀子形 SD49 長(13.6)1幅2.7厚1.0 21m途不明呉 方形木製品 SD49 長9.lI!I日(2.8)厚0.3

13 JI~代 刀子形 SKI191 長19.7111日3.。惇1.1 3用途不明呉 方JI~木製品 SD49 長8.411長(3.1)厚0.3

14 形代 刀子JI~ SD706 長24.311属3.2厚1.3 41f:13途不明具 15JI~木製品 SD49 長8.2111肩(6.1)厚0.3

15 Jf:H~ 刀子!fJ SD49 長27.011届2.8摩0.6 5用途不明具 方形木製品 SD49 長8.3iIJ品(4.9)厚0.3

16 形代 J iiヲ SD49 長16.4111鼠.61字0.8 6ト!J途不明具 庁形木製品 SD49 長9.7llllii(18)厚0.2

17 )静代 〆ノJ Sl包191長(66.7)11届4.51字0.9 7用途不明呉 方7l~本製品 SD49 長8.8111@(L1.9l甲0.4

18 Jr;f~ SD49 長5.811IM2.41早0.3 8 用途不r~j具 方形木製品ll SD706 長8.3111日7.1厚0.2

19 71~(-t ての他 SD706 長5.3111日2.6厚0.3 9問途不明呉 方JI~木製!?l SD49 長8.411届7.5厚0.4

20 ìr~ft その他 SD706 長5.21幅3.51草0.5 10 用途不明具 方形木製品 SD49 長8.6111ffi(5.7)厚0.3

311 l形ft *~]-fJfj SD49 長24.911百4.6厚0.5 11 用途不明貝 )j形木製品 SD49 長8.811届(5.0)厚0.6

21JIHI:: 杓子形 SD49 長12.2111面2.8厚0.3 12 I'!j途不明呉 方形木製品 SD49 長8.911届(5.6)厚0.4

3 1!1~代 その他 Sl包115長13.5111百1.2厚0.2 13 用途不 I~J具 方JI~木製品 SD49 長9.311届7.6厚0.3

4形代 その他 SD49 長10.4111両3.2厚0.5 318 111干i途不fI月呉 方11三木製品 SD49 長7.311羽(2.5)1平0.3

5形f¥': その地 SD49 長10.5111~2.9厚0.3 2用途不明具 方形木製品 SD49 長7.81111ii(2.2)厚0.2

61J1ヲft その他 SD49 長10.6111日3.。厚0.3 3用途不明呉 157巨木製品 SE208 長6.411届(5.3)厚0.4

71Mfl:: その他 SD49 長6.8111高4.9厚0.5 4用途不明具 方形木製品 SD49 長8.6111高(3.0)厚0.2

8形代 その他 SD49 長10.0111日3.5惇0.3 51 J=!J途不明呉 方形木製品 SD49 長9.0111話(4.3)厚0.2

9形f¥': その他 SD49 長17.7幅1.5惇0.4 6用途不明具 方形木製品 SD630 長7.3111高(5.5)厚0.3

10 JIヲfl:: その他 SKI115 長12.2111話3.。厚0.4 7用途不明具 方形木製品 SD49 長7.9111長(6.3)厚0.4

11 形代 その他 SD49 長(12.0)1幅2.5厚0.3 8用途不明呉 方形木製品 SD706 長8.lI!I高7.3惇0.3

形代 その他 SE583 長16.5111話2.8厚0.2 9 用途不I~]具 方形木製品 SE583 長7.911届6.2厚0.2

13 形代 その他 SKI115 長21.811再4.2惇0.4 10 m途不明呉 方形本製品 SD49 長7.8111高(5.0)厚0.2

14 M代 その他 SD49 長25.8111日3.3厚0.5 11 用途不明具 1JJ1ヲ木製品 SD49 長8.211届(5.2)厚0.2

15 形fl:: その他 SKI115 長33.71隔2.5厚1.4 12 m途不明呉 方形木製品 SD49 長8.9111日(6.6)厚0.5

16 形fl:: その他 SD49 長(20.8)幅3.0厚0.5 13 用途不明具 15A;木製品 SE208 長9.111届7.2惇0.4

71手I¥': その他 SD49 長25.711届3.5!早o~\ 319 1 用途不日Jj!~I: 棒状 SD706 長26.611届1.0惇0.7

18 形代 その他 SD49 長28.41111註.5厚0.4 21 ):1]途不lifJ具棒:I)e SD706 長27.211届1.1厚0.6

19 JI苦fl:: その他 S1¥1115 長21.511記3.1厚0.3 31m途不明呉 棒状 SD706 長27.511届1.1厚0.6

20 jl~代 その他 SD49 長(14.8)幅3.0厚0.8 4用j主不明具 SD706 長26.311話1.。厚0.5

312 l形代 その他 SE583 長20.411届2.61平0.5 5用途不明良 梓状 SE09 長28.7111取.。惇0.9

2IJrJí'~ その他 Sl包191長24.3ij属4.91享0.5 6用途不明貝 SD706 長28.911属13厚1.0

3171ヲ代 その地 SD49 長28到隔5.0厚1.。 71 T=!J途不明具 1刺犬 SD706 長35.51幅1.41平1.0

l 遊戯具 III SD49 長15.71幅2.4惇2.1 8用途不明具 棒状 SE208 長35.8111話1.4厚0.6

2遊戯呉 羽子Hx SE508 長31.011届10.3厚0.5 9用途不明具 ~~~状 SD706 長22.711両1.4厚0.7

3遊戯具 羽子板 SE04 長27.6111高7.6厚0.8 10 問途不明呉 1幸:IR SD706 長28.711届1.3厚0.7

4計量具 物差し SD706 長(15.0)111日0.5厚0.4 11 )13途不明具 棒状 SD706 長30.21幅1.3厚0.7

51Jllit般具 荷札 SD49 長7.6111両2.。厚0.7 12 用途不明呉 1利先 SD49 長15.611届1.1厚0.9

6 運im~具 天秤棒 SKI679 長(32.7)Illffi3.2厚1.9 13 JfJ途不明具 棒状 SD49 長17.4111話1.1惇0.9

7工呉 ~じ SD49 長11.7111国3.。惇1.0 14 m途不明呉 棒状 SD49 長23.711届1.0淳0.9

8工呉 lis石台 SD49 長18.lI!I高3.5厚1.9 15 用途不明具 j事:1犬 SD49 長26.9111福1.1厚0.7

9工具 砥五台 SD49 長30.4111話4.8厚2.3 16 用途不I~j具 1幸~7~ MD74 長32.3111130.9厚0.6

10 工具 砥石台 SD419 長26.7111高6.41字4.0 17 J!j途不明呉 ~~%:I犬 SE208 長33.011届0.9惇0.8

314 
1農呉 鍬 SD49 

台部:長21.8111高10.7

1Pi:長(45.6)1幅18.1厚3.1

320 1用途不明具 1幸~)~ SE322 長25.91隔1.0厚0.9

211日途不I~j呉 倖;17~ SD706 長31.7111品1.1厚0.6

2農具 l損1is SD49 長38.111届6.1厚5.8 3 l)fj途不明具 棒:1)( SE700 長22.81111~ 1.9惇1.3

31 11農盟具呉
柄振 SE03A 長36.6111日4.7厚3.9

315 出子 2トレ 長21.911同1.5厚0.9

41 Jlj途不 I~I呉 1幸~)~ SD49 長21.5111取.5厚1.0

5用途不明具 !事 :I)~ SE61 長50.8111高1.5厚1.2
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第 3意調査の記銭

J剖ヨ 番号 大項目 小:rI':{1ヨう}預 出土位置 i去量 j前 I~I 番号 大項目 小項目 抗日IIJif-Lf立:置 i去最
6用途不明具 1刺犬 SD49 長(10.6)11届1.3厚0.8 10吊途不明具 板~R SE169 長32.1JIr話8.2厚0.8
71 J:!J途不明具 1幸1犬 SD49 長(22.5)編1.2厚0.7 324 l用途不明呉 板状 SD49 長4.9111品川厚0.4
81m途不明呉 1事~R SD49 長46.81隔1.0厚0.9 21m途不明具 板状 SD49 長4.4111日8.2惇0.6
9用途不Iljj呉捧状 SD49 長52.9111高1.9厚1.2 31111途不明呉 l附犬 SD49 長16.011届5.51享lβ
10 m途不明具 1幸:Ile SE218 長77.01隔1.0惇0.6 4用途不明具 板状 SD49 長(16.6)Illffi4.7厚0.4
11 用途不明具 SD49 長47.511匝0.8厚0.7 5用途不Iljj呉板状 SE459 長15.8111高5.0厚0.4
12 用途不明具 1幸:1犬 SD49 長45.7111臥3厚0.8 6用途不明呉 板状 SE582 長(19.7)111高(12.1)厚1.4
13 用途不明具 1幸:1犬 SD49 長37.911属1.2惇1.2 7用途不明具 板状 SD49 長9.01隔4.2惇0.8
14 用途不明其 棒:Ile SD49 長34.8111日1.01早0.7 8用途不明具 板状 SD49 長15.21隔3.8厚0.9
15 用途不明具 俸状 SE159 長26.1 1111~ 1. 3厚1.3 9用途不明具 板状 SD49 長28川届2.5厚0.9
16 !日途不明具 棒状 SD706 長30.011匝1.7厚1.5 10 !日途不Iljj呉1刷犬 SD49 長話(8.8)厚0.8

321 1用途不明具 1刺犬 SD49 長17.3111日1.。序0.5 11 用途不明具 版~7è SD49 長32.811Iffi7.1厚0.6
2用途不明呉 棒状 SD706 長18.711届1.2厚0.4 12 用途不明呉 トJii~犬 SD49 長60.311届3.8厚0.5
31 J!J途不明呉 1幸jだ SD49 長20.911届0.9厚0.4 13 用途不明呉 板:l7e SE581 長27.8111前G厚0.6
4用途不明fl{十三~lè SD706 長22.6111&¥0.71享0.7 14 !司法不11J]呉Hii犬 SE218 長27五111福 13.0[~:0.5
51m途不I1Ij1 .. ~ i半jた SKi679 長長1.61手1.1 325 11 i'lJ途不i1)j見 1則夫 ISD49 長6.1111話3.61字0.7
巾途不明具 持:IK SD706 長27.5111百0.61卯.6 211*1)主不明H板状 SD706 長7.2111日5.3厚0.7
71m途不明良 棒状 SD49 長29.0111話1.0厚0.8 3用途不11日呉 j出先 SE459 長10.91~日3.7惇0.5
81m途不明呉 持:1犬 SD49 長41.01~肩1. 7原0.9 4同途不f1Jj具板状 SD49 長1l.2111~\7.6!享0.7
9用途不明具 棒状 SD49 長65.911届1.1厚1.0 51)!l途不明貝 }反i犬 SD49 長9.911匝9.3厚0.9
1011目途不11月具 棒状 SE507 長25.5m嗣71字0.5 6用途不11日具 十日:IJ¥ SD49 長17.41揺5.9厚0.4
1111日途不Il!]具 1キ状 SE507 長25.8111国0.7!宇札6 7用途不明貝 板ife SE16 |長11訓話11.RJ豆1.2
12 m途不rIJj呉1幸:1夫 SE507 !手つ丹氏111.足。ぇ白日 8用途不明畏 板状 SD49 i 長 17.0~1話8.21享0.7
用途不I~j具 SE507 長26.9111員0.7厚0.5 9用途不Iljj具|長j犬 SD49 長18.0111肩9.8厚0.8

14 用途不明具 1幸:IK SD706 長29.211届1.21平0.9 」 10 用途不明具 SE225 長24.91隔5.3厚0.7
15 用途不明具 棒:1犬 SE507 長33.311届1.1厚0.6 11 ITl途不11月具 H~:I犬 SD49 長14.011届6.2厚0.7
16 m途不明呉 SD706 長37.3111日1.0厚0.8 12 用途不明貝 板状 SD49 長14.51幅7.6厚1.1
17 !!3途不明具 棒状 SKI244 長14.7111高0.7厚0.6 326 l用途不明呉 その他 SD49 長20.8111面2.8厚1.2
18 用途不Il)j貝1事:Ile SKI244 長14.811Iffio.8厚0.5 211jl途不Iljj具その他 SD49 長25.71幅3.2厚1.2
19 用途不lijj具1幸j犬 SKI244 長15.611IffiO.6厚0.6 3用途不明Rその他 SD49 長4.711届1.5厚0.3
20 用途不明具 棒状 S回244長話0.6厚0.6 4用途不明貝 その的 SD49 長8.211肩1.3厚0.4
21 用途不明呉 棒状 SKI24Ll 長14.71福0.5咋0.6 51 J!l途不明呉 その他 SD49 長(8.7)111日3.7厚0.5
22 用途不明具 M~状 SKl244 長14.li!JMO.6厚0.6 6用途不明具 その他 SD49 長14.7111福6.4厚0.9

はっρつμ り 1用途不明共 犬 SD49 l長 1111i¥1.4厚0.6 7用途不明呉 その{出 SE583 長7.8111II¥2.0J手1.8
2用途不明具 犬 SD706 長17.811同1.1厚0.8 81m途不1111具その地 SD49 長9.2111両3.2厚1.7
3111=]途不[:11]fJ; I-j事:IR SD49 長16.01嬬0.8厚0.6 9 ¥ ffj途不明Flその他 SD49 長11.011届33厚1.6
111 J!J途不II)J具棒:Ik SE523 長24.51隔1.8厚0.5 10 18途不明具 その地 SD706 長12.2111日J6惇2.4
5用途不II!]具 棒状 SE523 長(21.5) 厚0.5 11 用途不明貝 その他 ISD49 長8.3111話6.4厚1.3
61ffl途不明具 1宇;jie SD49 長22.41111tl1.1厚0.4 jU途不明具 その他 S1¥.1224 長7.311Ihi7.51字5.2
71 f:li途不IIJj貝h'，ifc SE581 長届1.9厚0.9 13 m途不I~J具 その他 SKI115 長10.liIllii5.01平3.1
81 J!3治不Ilj]貝棒状 S氾679長厚1.1 14 用途不明貝 その他 SE583 長11.711Ili¥4.8厚3.6
91 J日途不明貝 1幸状 SD49 長29.4111肩5.2!宇1.4 15 m途不 I~]具 そのf由 SD49 長9.811届5.1惇2.3
10 「目途不明具 持:1た SE305 長14.81111i¥2.4J字2.0 16 用途不明呉 その他 SD49 長8.311属8.4}.fiI2.3
11 !日途不明具 棒状 SEI02 長33.li!J品2.1厚0.5 17 用途不明具 その他 SE583 長14.311Ilii7.9厚1.2
12 !日途不lI)j旦*~~;I犬 SE61 長33.91編3.111)f.1.3 18 用途不Iljj呉その他 SE121 長14.511届5.4J平2.5
13 用途不明呉 SE03A 長63.61隔1.51引.2 327 11m途不Ilj]具その他 SE441 長20.9111両15.8厚9.0
14 }!]途不明具 倖~犬 SD706 長63.311届3.4厚1.3 21 JFJ途不明良 その他 SD49 長22.011届9.3惇5.2
15 m 途不明呉 持状 SE459 長99.li!J員8.9厚生o 3 1草 SE237 長13.4lllffi4.1厚2.6

323 11m途不!ljIH.版:lJe SD49 長11.811Ifii4.2厚1.0 4 SD49 長5.911届4.7厚1.9
211日途不!ljJ呉 H~;ll~ SD49 長21.4111員1.9厚1.4

311FJ途不明具 1;li~R SD49 長35.4111長2.71~J:1.4

41m途不11)]具板tJe SD49 長40.11隔4.2惇0.9

511日途不明具 則氏 SD706 長46.2111長4.8厚0.8
61J刊途不!lj]呉板:Ile SD49 長45.5lllffi7.61W1.0
71H:J途不II)Jsl.i長;1犬 SD706 長20.011届3.61亨0.7

81111途不1I}j具 1長;IJe SD706 長24.7111長3.81字0.6

91Jfij主不i町旦 板;1犬 SD706 |長32.011届3.6厚0.3
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第 5節 中i投 e 近世の出土遺物

3 金属製品(第330.第331図、巻頭図版6-6)

金属製品としたものには、鉄素材 (330図)のものと銅素材 (331図)のものがある。ただ331-4

のみ素材不詳である。

330-1は雁股形の鉄鉱である。 SE243井戸跡から出土した。 2"'6は刀子であり、 2は完形であり、

刃部の長さは20cmとなる。 8は環状鉄製品である。 9は釘状の製品であろうか。 SE359井戸跡から

の出土である。 10は銭と推定され、 SD630堀跡から出土したものである。 11"'13は鉄浮である。

11は椀形浮であり、 SE238曲物内から磯と一緒に出土した。井戸廃棄の際に意識的に入れられた

ものと考えられる。
ろっき

331-1は仏具である銅製の六器で、本来は碗とlIJlからなるが碗のみが出土した。底部は残ってお

らず、意図的に打ち欠かれた可能性がある。装飾は口縁部に沈線が三条めぐるのみで簡素である。
せっば

2は銅製の切羽である。切羽は刀の束に接するところと、鞘に接するところとに添える薄い長円形

の金属である。周縁部に細かい刻みが等間隔に施されている。表部には丁寧に磨く仕上げの調整が

みられ、裏面は叩き調整の跡がそのまま残されている。 3は銅製の火箸である。 4は匙の一部に近

い形状をしている。 331-5'" 9は、 331-5 '" 7が雁首、 8. 9が吸口の部分である。 8はSD49堀

跡出土ではあるが、最上層での確認であり、!司堀に伴う遺物とは考えていない。

第11表 出土金属製品属性表

挿図 番号 器種 素材 出土位置 法量:長さ、1I1話、厚さCI11、重量g

330 1 鉄鍛 鉄 SE243 長(8.3)1I届(3.2)厚0.2重6.1

2 刀子 鉄 SK631 長30.5111話3.。厚0.8重162.1

3 刀子 MF82 長(19.8)1II高2.2惇0.5重137.1

4 ]]子 鉄 SKP2231 長(16.5)1福2.7厚0.4重56.6

5 刀子 鉄 NG78 長(18.0)111日2.0厚0.6重106.7

6 刀子 鉄 SB346 P1 長(10.7)1I届0β惇0.2重8.9

7 不明 鉄 NE71 長7.0111高12.4厚0.9震141.7

8 環状鉄製品 拶; MH77 長4.5111話3.4厚0.8重29.2

9 釘? SE359 長7.91幅1.91享1.6重23.4

10 お2 室生 SD630 長6.6111高0.7)享0.7重11.1

11 担任宰 ~'ê SE238 長15.3111高13.4厚4.5重1020

12 鉄j字 釘; SD630 長8.61111
高8.7厚3.3重194.4

13 鉄j宰 ま~( SKP1870 長6.6111高6.9厚2.6

331 1 六器 吉岡 LQ60 口径3.5器高1.81字0.15

2 切羽 安調 1トレンチ 長4.liII話3.2厚0.2重5.6
つリ 火箸 ~I司 39トレンチ 長25.5111話0.8，0.4厚0.7重30.。

4 不明 不明 23トレンチ 長(5.0)11I高5.0厚0.1重6.1

5 煙管 を!司 表採 長5.2111日1.6厚0.9重5.8

6 煙管 吉岡 表J采 長6.liII副.2厚1.1重6.7

7 煙管 3同 NN73 長5.611I話1.0厚1.。重12.6

8 煙管 を同 SD49 長9.311届1.4厚1.2重22.3

9 j事堂一 日里上M堕型 長(9.7)III百1.0厚0.9重23.4
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第 3章調査の記録

4 石製品

( 1 )砥石(第3321羽1"-' 15) 

砥石は15点出土している。 1はSE104、10はSE105、11はSE04井戸跡、 2. 12はSD49、5

はSD706堀跡、 14はSD64溝跡、 4はSK632土坑からそれぞれ出土している。

砥石はその石質、石目から荒砥@中砥@仕上砥の 3種に分類される。荒砥はその石質から「研くコ

よりも「削るJに近い使用方法になり、刀鍛冶@研師あるいは鋳造関係といった主に刃物の

供給につながる者が手にする道具である。中砥は刀鍛冶が中磨で使用する他は、庖丁@鎌・詑等の

刃物を始め陶磁器の器面の仕上げや日用品の調整や保守に使用されることが多く、用途ととも

要が最も広い砥石である。仕上砥は裏刃をも砥げる砥石を指し、大工道具のように繊細な刃先を要

求されたり、日本古来独特の「引いてj 切る刃をつけるのに適している。

本遺跡の砥石は荒砥が 3点 (7 e 12 . 14)、仁i刊誌が11点 (1~ 6、8----]1、 13)、不明が 1点 (1の

でありも中砥が多くを占める。木製品の加工痕(手斧痕や折敷等に残る刃物痕)から、大工道具の

相方となるべき仕上砥は、存在していたことが推測できるが、今回の調査で出土したものからは確

認できなかった。

原材料の産地は、古くから西日本において有名な伊予のほか、秋田県北東部(在地A) 、広く

北地方で出土するもので産地は特定されていない(在地B) 地域であることが分かっている。いず

れも流紋岩質凝灰岩であるが、その産地によって石質は異なる。在地Aは硬い石目でやや組粒の凝

灰岩で、板状に剥離することが特徴である。在地Bは石自は細かいが柔らかいものである。中砥の

搬入をみると、全国に流通する伊予砥があり、他は在地系のもので占められる。この傾向は北陸や

東北の他地域と共通するものである。

( )石硯(第3321~16、巻頭図版6-7)

1点出土している。砥石で在地入とされる産地の製品である。砥石の職〆人が、砥石を

る際についでに作ったような製品である。本遺跡には砥石と一緒に搬入されたと考えられる。

むの/;)) 

( 3 ) 

としてまとめる。全て井戸跡からの出土であり、

として井戸側内に擦を投入する(あ

るいは残置する)事例が数多く認められるが、この中に人為的な加工が観察される石器を抽出した

ものである。図示したものは平坦な面を持ち、表面に凹凸が少ない。砥石のような使用をされてい

た可能性もある。 5は同一方向に溝状の擦痕が残り、また被熱痕跡も見られる。その他にも微細な

を残す磯(被熱個体も含む)は数多く存在する。しかしこれが明確に人為的

あるのか判断はでき していない。
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第 5節 中世.Jlit丘の出土遺物

第12表 出土砥石 e 硯属性表
持l'gl番号 ，~H土位置 種目リ 産地 小仁i使用面 二次加[ 法 1主こ弘L fl詰 安J 

332 11 SE104 1:1::f(砥 伊予 。4f(fj 長(6.4)111高2.8厚2.0重55.4

21 SD49 中砥 不明 3而 長9.4111高2.2厚1.7重62.3
右側面加工痕(生産地か、消費地一

次加工かは7)。
31 MG62 !こ1:lli民 A 。4面 。長8.5111日2.8厚2.4重91.5 表面小rJ寄り撃状工具再形成か?
41 SK632 仁1:I(i民術水? 4而 長10.2111高3.8厚3.2重118.2
51 SD706 中 Ti~ B 4面 長:7.6111日3.7厚2.0重68.1
61 NK55 中砥 伊予 1面 長6.5111高3.8厚1.3重43.7
71 MA55 荒砥 不明 4面 長 (6.6)1"日4.3惇2.8重107.5

8 表採 中砥 伊予 3面 。長 (5.3)Illffi3.7厚1.8重44.2
左面生産地加工痕か?裏面砥面と

して使用後に再成形か?

9 仁|二'1砥 A 。2面 長(5.6)111副.8厚2.2重92.4
仕上砥としても使用可能か?両側面

生産地成形イキェ111高1寸6分
10 SE105 仁1:1Ti民 不明 u 4面 長 (6.2)111雨3.6厚2.2重55.3

左側面形成痕c 下方は消費地での
11 SE04 íil~ B 31古i ¥_J 長 (7.7)111話6.3厚2.9弔236.2 二次加工折り採り痕。四方から若干

切れ込みを入れ、裏面から叩きiRり
12 SD49 走lil~ 不明 5rr[I 長 1隔8.1J字4.0重251.6
13 SX45 砥 A 2面 長(12.1)JjJ雨 5.6厚2.2~15 1.3

14 SD64 i荒砥 大村? 3而1 長 (6.8)111高9.3厚6.8
表而下方ハツリ仁具痕(=生産地工

具痕)

15 SE16 不明 不明 不明 1而 長6.5111ffi7.5厚2.3重82.3

16 MF60 石ji見 (A) 長(5.0)IIJ話3β惇1.6重 (41.8)
砥石産地Aの石仁、硯を造る O 表 llil~~~
?塗り。 陸部を再形成途中か?

(長・幅 a 厚cm、重 g)

凡例

地 下記の文献を参照されたい。 Aは文中在地A、Bは文1=1二l在地B。

小口 長さ方向の端部に、生産地加工痕・製品成形時加工痕が観察されるものにO、ーは破損断面。

二次加工 消費地側での、再成形や折り採り他石材加工痕が観察される場合にO。

参考文献

「砥石についてーヰ!世遺跡出土の仕上i涯を中心に J w 1=1=11立北陸の石文化 1~ 
1999 (平成11年)

第13表 出土議石器震性表

J革関 番号 揺別 lJll土位置| 法 土在沖i主合

つdつJJつ 1 I 石器 SE03A 長14.7111百9.0)￥10.5重2180
2 11深石器 SE120 長13.()111日8.4厚8.1車 1100
3 11探イJ器 SE385 長13.M高8.6厚6.9重1260
4 l喋モi器 SE150 長14.6111品8.3厚6.2重1140
5 磁石器 SE150 長15.9111，長15.6厚5.4ift1580 
6 傑石器 SE150 長10.3111高8.4厚8.1重770
7 I f採石器 SE237 長:9.5111面15.2J平5.8重910
8 磁石器 SE257 長24.1JIlffi7.2厚3.9重520
9 際石器 SE257 長14.5111同7.0厚6.7重880
10 磁石器 SE149 長25.1111日15.6)享5.8重3120
11 i際石器 SE149 長20.611届17.2厚5.6重3040
12 {喋石器 SE623 長25.011届18.6厚7.6重3990

(長・ 111m・厚cm、重 g)
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第 3章遺跡の探要

5 土製品(第334'"'-'336図)

土製品では漁網錘として使用された土錘と陶錘が出土している。土錘487点、陶錘18点の計505点

である。 16の土錘の中には、網の一部と考えられる撚縄が残存している。出土地点は遺構内では、

S D49で49点、 SE219で42点、 SE380で21点など堀・井戸跡からまとまって出土したものの伯、

遺跡のほぼ全域に及んでいる。今回出土した土錘。階錘は大きく以下の 3つに分類できる。

A類(1 '"'-'42) :筒状のもので、管状土錘あるいは筒形土錘と呼ばれ、曳網@巻網に使用したもの

とされる。 325点確認する。重さは20'"'-'172gである。中央部付近に稜をもたないもの (A1類 1'"'-'

29) ともつもの (A2類30"-'42)に細分される。 A2類には側面が不整五角形のもの (31など)、

稜が不明瞭で全体が丸みを帯びたもの(36"-'39など)が見られる。陶錘(27"-'29)は全てA1類に属

する。

B類細長いもので有利志向に使用した も の と さ れ る 。 83点、確認する。重さはおg未満で

ある。 A.C類と比較して、堅く焼き締まったものが多い。

C類 (56~64) :円錐形のもの。円錐の底面が平坦になるように調整(一部で切断)されている 0

26点確認する。重さは34~69gである。形状 e 製作痕跡などからA.B類とは異質な感がある。

A~C類ともその長さは 3 -----8.9cmであり、大部分が4'"'--7 cmに収束している。なお423頁上には

最大径/重量、長さ//重量の 2種の土錘分布図を示している。

番号 出土位置 F主主真 分類 長さ 最大径 重さ 備考 書号 出土位置 種類 分類 長さ 最大径 重さ 備考

1 M086 土錘 A1 66 53 168A 33 SE315 ゴニ鍾 A2 54 40 62.4 
2 SD64 土錘 A1 65 55 170.4 34 SE04 土錘 A2 53 39 76.9 
3 SD96 上主重 A1 51 58 165 35 MH79 土錘 A2 48 22 14.9 
4 SE22 L鍾 A1 59 46 128.1 36 MF75 土鍾 A2 L13 28 22.7 
5 SE582 土錘 A1 69 48 118.8 37 SE29 土鍾 A2 46 25 (21.6) 

SE583 土j主 A1 53 45 108.6 38 SE238 こり垂 A2 50 30 27.1 出物I}ヨ
7 SE569 土鍾 A1 51 54 101.8 39 SE393 二上主主 A2 49 29 30 
8 SE104 土錘 A1 50 43 81.5 40 SD49 土錘 A2 54 27 25.7 
9 SD49 二L~Æ A1 63 38 69.4 41 MG79 上錘 A2 52 22 22.3 
10 SE322 土錘 A1 77 Uq ムっJ 72.3 42 SE581 土j垂 A2 44 28 23.1 
11 SE322 j二錘 A1 68 30 52.7 43 28トレ 二!こ錘 B 89 13 13.5 
12 SK342 j二主主 A1 59 38 76.1 44 MF55 土錘 B (70) 13 (10.7) 
13 SKP228 土錘 A1 59 つ3 26.3 MM62 45 表採 土錘 B 63 11 7.3 
14 SB563 土錘 A1 63 25 31 北西隅柱 46 MP65 1-.錘 B (60) 10 (5.2) 
15 SD706 土錘 A1 52 21 23.1 47 表採 j二錘 B 61 11 7 
16 SD706 土鋸 A1 48 27 34.3 J荒縄残布 48 SD49 一i二録 B 41 16 10.3 
17 SE168 上錘 A1 49 28 31.2 49 MK45 土錘 B 54 12 6.9 
18 SKP1205 土錘 A1 43 つ5 26.5 MS63 50 SE274 '".i弔 B 53 16 10.6 
19 SKP2542 土錘 A1 43 25 15.4 MB72 51 SKI679 土錘 B 51 14 (7.3) 
20 SB1051 二日垂 A1 50 24 33.8 i組問|稿柱 52 表採 土錘 B 62 14 9.5 
21 SE242 二上錘 A1 48 25 33.7 53 表採 土錘 B 63 14 10.1 
22 SD49 土主主 A1 50 30 41.1 54 SD88 土錘 B (53) 15 (8.5) 
23 SE29 土錘 A1 53 30 48.2 55 SD706 土錘 B 56 16 13.7 
24 SE380 二上主主 A1 41 30 32.8 EI1I物内 56 SV273 土錘 C 50 36 55.3 
25 SE380 土錘 A1 43 30 30.3 rJll物内 57 SE219 二上金重 C I 49 36 44.3 
26 SE380 ゴ二錘 A1 42 31 30.9 ，!J]物内 58 SE219 土錘 C 43 39 49.2 
27 NI79 1;勾錘 A1 48 35 (44.4) 59 SE219 二t錘 C 39 37 37 
28 NI79 i淘錘 A1 48 38 60.2 60 SE219 士銀 C 48 37 52.6 
29 表採 陶錘 A1 45 38 57.6 61 SE219 土錘 C 48 40 55.1 
30 NF54 二上錘 A2 69 50 171 62 SE219 土錘 C 43 36 43.1 
31 SE242 二i二錘 A2 64 38 76.2 63 SE219 土錘 C 46 39 52 
32 ME80 二|二錘 A2 52 40 67.6 64 SE219 上錘 C 40 43 55 

mm mm g 
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第 5節 中世ー近世の出土遺物
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第 5節 中世・近世の出土遺物
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重量 (g)

6 銭貨(第337'"'-'3391~1)

第 3章調査の記録

土錘分布図 1 最大径/重量
(母数 349個体)

土錘分布図 2 最大径/重量

(母数 348個体)

銭貨は、遺構内外より約90枚出土している。遺構内出土の銭貨は、井戸跡 8基(S E 29'""-'32 . 33 

. 154・239. 319 . 441 . 491・683) 、土坑 3墓 (SK24 . 673噂 686) 、堀跡 (SD49 . 706) 、竪穴

状遺構 1基 (SK I 191)、柱穴 1基 (SK P 2273)であり、その他はi日水田跡 (SV38) 

構外から得られている。第337~339図には68枚の拓影図を載せる。なお井戸跡出土の銭貨については、

第 5章まとめでふれたい。銭貨種(国名:初鋳年)と枚数は次の通りである。

開元通賓(唐:621) 5、淳化元賓(北宋:990) 1、至道元賓 CIと宋:995) 1、成平元賢(北宋:998) 1、

景徳元賓(北宋:1004) 1、祥符元蜜(北宋:1008) ム天聖元賓(北宋:1023) 1、皇宋通賓(北宋

:1038) 6、主和通賓(北宋:1054) 1、嘉祐通賓(北宋:1056) 1、治平元賓(北宋:1064) 1、

(北宋:1068) 3、元豊通賓(北宋:1078)12、元祐通賓(北宋:1086) 4、紹聖元賓(北宋:1094) 4、

元符通賓(北宋:1098) 1 、製宋元賓(~ヒ宋:110 1) 3、政和通蜜(北宋:1111) 1、淳烈元賓(南宋

:1174) 1、洪武通賓(明:1368) 4、永楽通賢(明:1408) 6、寛永通賓(日本:1636) 4 (その他、 10

枚が塊状を呈する)、ロ平通賓 1 、 ~I~リ読不明 40

これら銭貨の外面的観察では、明らかに本銭あるいはその可能性をもつものは、わずか数枚に過

ぎず、その他は模鋳銭と見る。本銭の可能性のあるものは、政和通賓 (33) ・永楽通賓 (36'""-'38)

あり、そのいずれもがSK P 2273とした柱穴確認面上出土の銭である。また明らかに無文銭と

判断されるものは含まれていないようである。

-423 
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第 3章調査の記録

(原寸)

第338回出土遺物 (88)銭貨(2 ) 
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第 5節 1-1-1-1企‘近世の出土遺物

番号 銭貨名 i出土位置 タト径 銭厚 呈iヨ

l 元豊通賓 SE29-33 2.45 0.09 2.5 

ムつd 元:塑;蜜 SE33 2.46 0.10 2.5 

3 洪武通賓 SE154 2.32 0.15 4.2 

4 jじ豊通費 SE239 2.35 0.10 2.7 

5 元:望通賓 SE319 2.42 0.12 2.9 

6 永楽通賓 SE441 2.47 0.11 2.7 

7 判読不明 SE491 2.34 0.07 1.5 

8 関元通賓 SE683 2.42 0.09 2.8 

9 皇宋通寅 SE683 2.46 0.10 3、.7ゥ

10 7じ豊通寅 SE683 2.41 0.09 3.1 

11 元豊通寅 SE683 2.39 0.10 3.5 

12 洪武通資 SE683 2.27 0.09 2.5 

13 洪武通資 SE683 2.27 0.15 4.0 

14 開ftJ邑賓 SKP2273 2.44 0.11 3.1 

15 景徳、元震 SKP2273 2.40 0.11 3.7 

16 SI守 2273 2.45 0.10 2.9 十二i二日ゾし~i

日三P2273 3.8 17 /〈望冗質 2.46 0.11 

18 阜宋通費 SKP2273 2.44 0.11 3.5 

19 皇宋通資 SKP2273 2.41 0.07 2.1 

20 嘉祐 SKP2273 2.39 0.10 3.0 

21 治平元宮 SKP2273 2.38 0.14 3.7 

22 /1担寧元蜜 SKP2273 2.35 0.11 つ..).つd 

23 /1摂寧元賓 SK-P2273 2.45 0.08 2.7 

24 ;豊通賓 SKP2273 2.40 0.12 3.2 

25 元豊通費 SKP2273 2.51 0.11 2.3 

26 元豊通費 SKP2273 2.38 0.11 つJ.つd 

27 Yじ祐通資 SKP2273 2.46 0.11 3.1 

28 元祐通賓 SKP2273 2.47 0.10 3.0 

29 7じ祐通資 SKP2273 2.47 0.11 
330 2 

30 型宋7じ賢 SI三P2273 2.37 0.11 

31 SKP2273 2.38 0.13 3.9 量三万三ヌじ賢

32 聖宋元賓 SKP2273 2.39 0.11 2.9 

33 政手[13泊費 SKP2273 2.45 0.13 3.0 

34 淳/1担元賓 SI守 2273 2.43 0.10 2.7 

(原寸)

番号 銭貨名 出[:位躍 外{乏 銭厚 量日

35 洪武通貰 SKP2273 2.35 0.14 3.4 

36 永楽j岳賢 SKP2273 2.51 0.12 3.6 

37 永楽通賓 SKP2273 2.53 0.14 4.3 

38 永楽通賓 SKP2273 2.49 0.13 4.0 

39 永楽通賓 SKP2273 2.49 0.13 3.3 

40 永楽通費 SKP2273 2.50 0.11 2.6 

41 判読不明 SKP2273 2.46 0.12 3.7 

42 判読不明 SKP2273 2.33 0.09 2.5 

43 判読不明 SKP2273 2.52 0.11 (1.8) 

44 皇末通資 SKI191 2.49 0.09 2.4 

45 !Ifg寧7じ賓 SI包191 2.38 0.10 2.4 

46 開7じ通員二 SK24 2.48 0.12 1.5 

47 元符通費 SK24 2.54 0.16 2.4 

48 !員長平JL賓 SI三673 2.45 0.09 2.7 

49 小宍1F1I主Hε~71し二吉安宗当 SK673 2.43 0.09 (1.4) 

50 至手11通告 S1<1686 2.50 0.12 2.7 

51 元望通貨 SK1686 2.44 0.12 3.6 
←一一一一一一一

52 皇宋通費 SD49 2.45 0.11 2.9 

SD49 2.46 0.12 3.7 5つJ 正行1)出琵

54 中!:.刀仁1耳4口]ーLザヌl SD49 2.47 0.09 3.0 

55 平~刀日nト1)ー7パ二し5工7天i SD49 2.44 0.15 3.5 

56 元望通貨 SD706 2.40 0.11 2.7 

57 紹型元寅 SD706 2.39 0.12 3.6 

58 開元通貨 NF69 2.32 0.07 2.0 

59 開元通賢 36トレンチ 2.39 0.10 (1.7) 

60 淳化元賓 MA45 2.36 0.10 2.8 

61 ヨ三道元賓 表採 2.46 0.10 3.3 

62 皇宋通費 MF81 2.44 0.11 2.3 

63 冗豊通賓 NF55 2.42 0.11 3.1 

64 日平通賓 MP72 2.43 0.11 (1.7) 

65 寛永通賓 SV38 2.44 0.10 (2.2) 

66 寛永通賓 2トレンチ 2.28 0.08 (1.5) 

67 寛永通貨 SD49 2.25 0.09 2.1 

68 寛永j国賓 祝日O 2.50 0.11 (1.9) 

第339図出土遺物 (89)銭貨(3 ) 
(単位:CII1、 g)
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4章 自然科学的分析

第 1節年輪年代測定

洲崎遺跡で出土し、取り上げた木製品 e 各種部材のうち、選存状態の良いものについては、年輪

年代測定を実施した。これは奈良毘立文化財研究所、光谷拓実氏に分析を依頼したものである。測

定材は総数日点であり、 40点から年代数値が得られている。測定結果は以下のとおりである。測定

材は井戸側に用いられた縦板、水溜に使用の出物、木製品(折敷)である。

)~.j持番号 川上村 J中 I~RI j立1・;jilJIJ:q:_車両z/{:i!'-I!iif:i:i!'-r¥; 師寺山iJj，j間保)
SE12 rtll物 41 125 1138 

Irーす村
SE12 1111物 41 B=3.5 223 1275 
SE12 ネ従板 40 B=3 321 1296 
SE12 縦 板 東iui 40 !¥=A 139 
SE16 縦 板 北i百j 42 A=5.6 lHJ 
SE16 縦j、JSi.I主Jlfri 42 B=3.3 103 
SE23 *liEl1i j布lui L17 A=3.6 190 
SE26 1111物 45 101 1175 

11可村
SE26 rlllq対 45 132 1218 
SE27 LUJ物 161 189 1203 

l社村
SE27 1111~4J) 161 114 1136 
SE31 1111;I:1;J 50 B=4 126 1300 
SE31 1111物 50 B=4 183 1303 
SE31 出i物 50 B=4.1 111 
SE1l6 世I~I句 133 145 1328 
SE127 i':!il:11Ji 58 145 1171 
SE127 縦板 58 IB=4，2 1200 l制、イ
SE127 ネ従j長 58 178 1201 
SE127 R:IIEH~ 58 B=1，) 172 1153 
SE161 Eltl物 63 128 
SE189 1JI'敷 283 Bニ 3.2 146 1284 
SE189 IIlJ物 70 119 
SE205 [111物 72 B=0.7 138 1102 
:::>t:どりb IIU物 iゴ=O.'{ 173 1248 
SE208 Fl11物 69 A=5.2 155 1302 

h:iJ付
SE208 LUJ物 69 A口 5.1 98 1302 

;idlll主}lqIz「-JJ lll，l:_1:;.j J"t'fll'Xl 寸JIJ日"1'.11指数|年iliが~.(\ l (liliC~'( 1TI1.j:;j間部)

SE219 Itll物 75 B=0.5 205 1230 
SE220 llil物 141 B=3.3 229 
SE227 IUI物 142 B=5 245 1279 
SE227 flJI物 142 19 
SE237 品目反 ~Itl(!j 80 176 1288 
SE237 i:r;É似 ~Itlílî 80 お=4 130 1289 
SE237 縦十fi.ILY而左 80 B=2.3? 176 1304 !司材
SE237 縦板 ~t而左 80 A=5.2 191 1289 
SE248 Illl物 83 B=5 148 1300 liiJ;j;;1 
SE248 IUJ物 83 B=1.3 109 1243 
SE257 ~:i;ffJ;{ 11nwi 84 A=4.2 100 
SE276 曲物 86 128 1133 
SE291 縦板(1:lI.iii) 88 150 1287 
SE297 1111物 89 B=コ3.5 259 1317 
SE393 由;1却 149 B=4 112 1301 iロj村
SE393 lul物 149 B=3 125 1295 
SE417 1111~ 均 101 B=3 Mつ円JJ「 1246 

l，iJH 
SE417 山物 101 B=3.3 261 1251 
SE417 1:iIH反 100 A=S.2 104 1285 
SE422 i従版 103 Aニ 5.5 95 1324 
SE519 iJr9X{ 111 日=4.6 88 
SE583 rlll物 122 B=3 153 1282 
SE587 11財却 つ3 198 1286 
:::;t:!:>V1 rlJ]~却 ot) i三=;:.1 197 1236 

同村
SE591 1I111物 38 IB=2.37 198 1236 

(cm) 

試料の形状タイプ

A:棋皮または最終形成年輪の一部が残存しているもので、その年輪の形成された年がその伐採年

にあたる。

B:一部に辺材部を留めているもの。残存している年輪最後の形成年は、その原木の伐採年に近い。

C:辺材部が全て喪失し、心材部のみからなるもの。試料に残存する最外年輪のさらに外に何年分

の年輪があったのか直接確定することはできない。

光谷拓実『年輪に歴史を読む一日本における古年輪学の成立-~奈良国立文化財研究所 1990 
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はじめに

抑制j奇遺跡では、中

らは、木材、

これら

堀や溝跡などの遺構が検出されている。これら

貝などが出土している。

の
、
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￥
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V る
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よ レコ し 戸」 ~ 

、
fu用亭」刃

。

の

る
)
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一
八
一

あ

2

剃

で

(

ロ(横断面)柾目(放射断面) .板目 の3

ク、 1)七1)ンフ

を

作製し、ガムさク口ラ~)~ (抱水クロラールラアラビアゴム

し、プレパラートを作製する。作製したプレパラートは、 合。

( 3 ) 

1 

された。ヱゴノ

イヌシデ節 e クl_).マンサク a サクラ

ークマシデ!再イヌシデ節工 カバノキ科

は放射方向に 2~-' 4個が複合して散在し、年輪界に向かつて径を漸減する。

は対列状~交互状に配列する。放射組織は異性III~汀型、 1"-'3細胞幅、 1 

のもω Y _，_ 
'--

ブ
包)0

クIJ crenata Sieb. et ナ科クリ

に向かつて穏やかに琵を減じたのち事

に配列する。放射組稀は同性で、

に

る
あ まれ

に2列、 1

@マンサク (Hal11alnelisjaponica) マンサク科マンサク

散孔材で、道管は単独または 2"-'3個が複合して散在する。道管の穿孔は、多数のバーを持つ階段

穿子しとなる。放射組織は異性II型、ほぼ単列で時に 2列、 1 "-'20細胞高で時に上下に連結する。

@サクラ属 (Prunus) パラ科

は中庸、横断面では角張った精円形、単独または 2"-'8個が援合して散在し、晩

材部へ向かつて管径を漸減させる。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、内壁にはらせん肥

られる。放射組織は異性III型、 1"-'3細胞rl属、 1 "-' 30細胞高。

-エゴノキ属 (Styrax)

散孔材で、

エゴノキ科

または 2"-'4個が複合して散在し、年輪界付近で管径を減ずる。 は階
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第4章 自然科学的分析

表 1 樹韓関定結果

番号 遺構名 用途など tM 種
1 SK1244 (竪穴状遺構) 坑材? クリ
2 SKI244 (竪穴状遺構) 樹皮付き マンサク
3 SKI244 (竪穴状遺構) 樹皮付き クマシデ属シヌシデ節
4 SKI244 (竪穴状遺構) エゴノキ属
5 SE33 (井戸跡) 樹皮付きの枝 サクフ属

段穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は異性II型、 1'"'-3細胞幅、 1 '"'-20細胞高。

2. 種実・葉の同定

( 1 )試料

試料は、 SD49堀跡から出土した種実(試料番号6)および葉(試料番号8)、SD666から出土した

種実(試料番号7) である。いずれも複数の種実や葉が入っている。

(2 )方法

種実は、軽く洗浄したあと、双眼実体顕微鏡下で観察し、伺定・計数する。葉は、数%の水酸化

ナトリウム水溶液に浸して泥化させたあと、試料を水浴させながら、表面の葉を注意深く剥がす。

この動作を繰り返すことによって、互いに癒着した葉を剥がしていく。葉は水を取り替えながら十

分に水浴させてアルカリ分を取り除いたあと、同定可能な葉をすくって漉紙に張り付け、双眼実体

顕微鏡等で同定・観察を行う。

同定された種実・葉はそれぞれ種類毎に整理する。種実はホウ駿@ホウ砂水溶液を満たした瓶中

に保管する。葉は1)，1部氏をアクリル板で挟んで閤定し、蒸発を防ぐためホウ酸 e ホウ砂水溶液を

加えポリ袋で密閉した。

( 3)結果

同定結果を表2に示す。以下に検出された種実ならびに葉の形態的特徴を記すo

e ヤナギ属 (Salixsp.) 

の破片が検出された。葉縁は細鋸歯。先端は尖る。破片から推測するに細長い葉であることが

推測される。

e オニグルミ(Juglansmanclshurica MeL'CIm. subsp. sieboldiana (Maxun) Kitan1ura) 

クルミ科クルミ属

核が検出された。褐灰色で大きさは3cm程度。側面の両側に縫合線が発達する。広卵形で、基部

は丸くなっているが先端部は尖る。表面は荒いしわ状となり、縦方向に溝が走っている。

-クマシデ属 (CarpinussP.) カバノキ科

の破片が検出された。推定される大きさは長さ10cm程度。先端はややとがる。側脈は比較的密

に分布する。葉縁は、鋭い重鋸歯がある。

・ブナ (Faguscrenata Blume) ブナ科ブナ罵

葉の破片と核斗が検出された。葉は、多くの枚数が得られているので、別個体ではあるが、ほぼ

全体像を網羅している。推定される大きさは10cm以上。鋭頭、基部は広い模型。縁は低波状鋸歯。

側脈は10対程度。主脈は側脈の分岐部分でやや屈曲する。
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第 2節樹種 a 種実 a 葉 s 昆虫 e 貝の同定

表 2 覆実@葉の同定結果

番号 遺構 出土位置 種類 同定結果 偶数

オニグルミ 2 

ブナ 3 

6 SD49 (堀跡) 最下層 種実
トチノキ(種子) 5 

トチノキ(果実) 6 

エゴノキ属 2 

キカフスウリ 68 

7 SD666 (溝跡) 種実 モモ 2 

ヤナギ属 1 
クマシデ属 3 

8 SD49 (堀跡) 最下層 葉
ブナ 7 
コナラ 1 
イタヤカエデ属 2 

カエデ属 l 

核斗は、大きさ2cm程度。先は 4

裂する。表面は萄が互いに癒着し、

流状の突起のようにみえる。

-コナラ(Quercusserrata Murray) 

ブナ科コナラ

葉の破片が検出された。検出され

た部分は基部の部分で約半分ほどが

残存している。基部は模形で、縁は

鋭鋸歯縁。推定される葉の大きさは

8cm程度。

@モモ (Prunusparsica Batsch) パラ科サクラ属

核(内果皮)が検出された。掲色~黒褐色で大きさは2.5cm程度O 核の形は楕円形でやや偏平である。

基部は丸く大きな瞬点がありへこんでおり、先端部はやや尖る。一方の側面にのみ、縫合線が顕著

に見られる。表面は、不規則な線状のくぼみがあり、全体としてあらいしわ状に見える。

-イタヤカエデ類 (Acermono IvlaxIln.) カエデ科カエデ属

葉の破片が検出された。大きさは6cm程度。 3裂までは確認されるが、破損しているためこれ以

上あるかどうかは不明。裂片は全縁で鋭尖頭。

@カエデ属 (Acer sp.) カエデ科

葉の破片が検出された。大きさは4cm程度。基部から掌状の脈が広がる。試料では4本確認され、

それ以上あると思われるが破片のため不明。

e トチノキ (Aesculusturbinata Blume.) トチノキ科トチノキ属

種子の破片が検出された。大きさは2cm程度。種皮は薄く堅い。表面には黒く艶のある部分と、

黒褐色でざらつく部分とがある。果実は幼果で、楕円形。大きさ1.5cm程度。黒褐色で 3裂するため

の筋がある。肉厚で柔らかく、ざらつく o

e エゴノキ属 (Styra"'{sp.) エゴノキ科

核が検出された。灰黒色。側面観は楕円形，上前観は円形。長さ 1cm程度。下端に大きな「へそJ

があり、表面に 3木の浅い溝がある。核は厚く硬い G

@キカラスウリ (TrichosanthesKirilowii Maxim. var. japoica (Miq.)Kitamura) 

ウリ科カラスウリ属

種子が検出された。楕円形で扇平。大きさは 1cm程度。縁はやや明瞭。一端に大きなへそがある。

種皮は厚くて弾力があり、ざらつく。

3. 昆虫の同定

( 1 )試料

試料は、 SD49・706堀跡から出土した 2点(試料番号9，10)である。このうち、試料番号10は、

8 本のサンプル瓶 (A~H) に分けられている。
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第4章 自然科学的分析

( 2)方法

肉眼および実体顕微鏡を用いて、試料の形態的特徴を観察し、種類を同定する。

( 3)結果

同定結果および特徴などを以下に記す0

・試料番号 9 S D706 (堀跡)

ルリゴミムシダマシ? (?Encyalesthus violaceipennis Marseul) ゴミムシモドキ科

右上麹が検出された。密な小点刻列を含む条溝を備え、黒色で光沢があり、紫色の金属光沢を

帯びている。この特徴から、本種の可能性があるが、断定には至らなかった。

@試料番号10 S D49 (堀跡)最下層

試料は全てガムシに向定された。

ガムシ (Hydrophilusacuminatus Nfotschulsky) ガムシ科

体のかなりの部位が揃っている。黒色で、麹長は平らな状態で31.7mm。胸板には糠状突起があり、

第 1腹節を越える。練状突起のある後胸腹板が 3個確認できることから、少なくとも 3個体含まれ

ていると考えられる。

各サンプル瓶の部位・個数を以下に示す。

A:左右上題4鰭 (2頭分)

B:後麹の前縁部(左右2個)

C:前胸板

D:中胸腹板十後胸腹板(幻自)

E:後胸腹板(1 {回)、第 5腹板

F:肢の基部(?前 1個、中 2個、後41悶)、腿節(前 2{題、中 3個、後4偲)

腔節 (9個)

G:腹 板(6個、うち第 1腹板 2偲)

日:小楯板(1 'f齢、後麹の断片付{齢、基部 (2fl齢、腔節(211話)

4. 貝の同定

金子浩昌(早稲田大学)

( 1 )試料

試料は、井戸跡 (SE311)から出土した 1点(試料番号11)で、 34個の貝殻が入っていた。

( 2)方法

肉眼およびルーペを用いて、貝殻の形態を観察し、その特徴から種類を同定する。

( 3 )結果

貝殻は、全てシジミガイ科のヤマトシジミ (Corbiculajaponica PRIME) に同定された。貝殻は左

が12個、右が20個、左右不明が2個。左の殻長は、最大2.9cm、最小1.6cmで、 2.9cm程度のものが4倍、

1.6cm前後のものが81問。右の殻長は、最大2.5cm、最小1.7cmで、 2.5cm程度のものが 9倍、1.7cm前後

のものが11個であった。
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第 2節 樹種・種実・葉・昆虫・貝の同定

5.考察

( 1 )周辺の吉環境について

木材では、 5種類の落葉広葉樹(イヌシデ節・クリ・マンサク・サクラ属・エゴノキ属)が認め

られた。また、種実遺体や葉では、 10種類の落葉広葉樹(オニグルミ・ヤナギ属・クマシデ属・ブナ・

コナラ・モモ・イタヤカエデ類・カエデ類・トチノキ・エゴノキ属)と、革本類 1種類(キカラス

ウリ)が認められた。このうち、エゴノキ属は材と種子、ブナは葉と核斗にそれぞれ認められた。

確認された種類のうち、モモは縄文時代前期頃に渡来した栽培種であり(粉JI[，1988)、本遺跡

周辺での栽培・利用に由来すると考えられる。その他の落葉広葉樹は、主として渓谷などに生育す

る種類が多く、周辺にこれらの落葉広葉樹が生育する植生が見られたことが推定される。この中には、

ブナなど冷温帯落葉樹林の主要構成要素で、本地域周辺の潜在自然植生(宮脇， 1987) と一致する

種類も多い。このことから、基本的には現在本地域の山地などで見られる植生と同様の植生が見ら

れたことが推定される。また、昆虫同定の結果から、こうした森林内の倒木や朽木にはルリゴミム

シ夕、マシが生育していたことが指摘できる。

一方、種子で多く見られたキカラスウリは、人里などによくみられる蔓性草本であり、本遺跡周

辺に生育していたことが考えられる。まとまって検出されているところから、果実が埋まり、果実

が分解して種子が残った可能性がある。また、昆虫伺定では、堀の最下層から水生甲虫のガムシが

少なくとも 3個体出土している。このことから、周辺の池沼や堀@溝などの水域にガムシが生育し

ていたことが推定される。

( 2) 井戸から出土した貝について

井戸から出土した貝殻は、全てヤマトシジミであった。井戸跡から出土していることから、食後

の貝殻が投棄された等の可能性が考えられる。右の貝殻が20個あることから、少なくとも20個体の

貝殻が井戸跡内に残存していたことが推定される。ヤマトシジミは淡水生の貝であることから、周

辺の河川などに生育していたものを食糧として採集していたことが推定される。

引用文献

粉Jr [昭平(1988) 穀物以外の植物食.金関 恕@佐原 巽編「弥生文化の研究 2 生業J， 

p.112-115，雄山閣.

宮脇昭編(1987) 日本植生誌東北. 605p.，至文堂.
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第4Ji1 自然科事的分析

3.マン<Jク {紙拘割安時2/ ・・・ 割)()tc!U:a
a:水口.b: liE目。c:板目 ・・・・・捌!，m:b，<: 

第340図 自然科学的分析 (1 )木材 (I ) 

-433-



aM'tmw議
E
R
T

C

-

F

悶

1

尚

F
'
4

i
.

!
・
hy'71

4
詩
草
喧

i
5
1
1

4

h

i

-

-!

1

!

l

 

}

i
;
l
'

l

ィ

J

!

?

l

，SI
T
-
-
1
b
o自
d
W
H
I
t
v旬
「

1
4
v
f
'
T
a
f
t
-証

一苛

』
ur.、

ー

f
i
-va寸
ξ
.
U
p
p
-

-vju

・

一
つハ
i

i
'

J

1

J

φ

ザ
必
し
も

Fn型
ど

!
i
f
f
l
i
a
i
-
-
F
 

1
i
s
;
t

l

J
 

ee--y

，d'J司
、‘せ宅

d
p禽
菖
・

a
-E-開

4

・

川

j

宮
aLぜ
泳
場
仰
は

穐
ミ
，ー』

R
T-d時
7
1
1
h司
均
併
記
署
員
3
h町品

f
1
4時代
-月

五
域
活
お
斜
mwa

、

1
j
'川

h
.
q
d言
26v十
L

‘

れ

わ
け

・

-

ad
・
4
L併
を
i

樹唱重・僧笑 ・葉 昆虫 ・良出向定第 2節

-・・ 2∞Jlm: a ・・・・・・・ 2∞plll:b.c

自然科学的分析 (2 )木材 (2)

-・434-

第341図
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第342図 自然科学的分析 (3)種突遺体・紫 (1 ) 

-435-



第2節鮒磁・諭実・ 5躍.!!虫 ・貝の悶定

10 

15a 

官官
-・・
弔電置

18 19 

公m 1咽

(10-14) (15-19) 

10カエデ腐(試料番号制
13.コナラ{試料番号8)
16トチノキ{試料裕号6)
19プナ {試料番号6)

11 
12 

15b 

20 

1閣

(20.21) 

11クマシヂ腐(鼠料笛号8)
14.=>ナラ(a'!¥料番号8)
17トチノキ{紙特番号6l
20エゴノキ属(試科.!i号6)

13 

16 

21 

12 ヤナギ廊(~主将~号8)
15オエグルミ(試料番号6)
18.モモ(鉱斜需号7)
21キカラヱウり(aK斜省時ω
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第 5章まとめ

洲崎遺跡は、冒頭に紹介した菅江真澄の記録を端緒として「寺院跡jと周知されるに至った遺跡である。

発掘調査の結果、寺院跡を裏付ける明確な資料(特に遺構)は得られなかった。しかし、銅製の仏呉で

ある六器や木製品のなかにも仏教・密教に関連するのではないかと見ることのできる遺物(呪術呉等)、

さらには墨書板絵「人魚供養札」に描かれた僧侶は、状況としては有力な物証を確認したとも言えよう。

一方でこれらの事象を包括し、沙HUl奇遺跡の位置づけを解く鍵は、調査区最東端部で検出した長さ70m

程の塘跡(SD49)に隠されているに違いない。 SD49の精査を契機として、洲崎遺跡は、中世の一般

的な集落(例えば農@漁村集落等か)の枠組みを大きく逸脱する「場Jであったことが、次第に明らかに

なりつつある。

本章では今まで述べてきた遺構 e 遺物に関する事項のうち、遺跡の位置づけをいくらかでも明確に

すべく、 i屈・溝・道路跡による区画施設の整理・分析を筆頭に、遺構では井戸跡、出土遺物では陶磁

器と木製品について大きく 3項呂をたて、まとめていきたい。

1 区関施設

( 1 )東端の堀と西端の堀

調査区最東端で検出したSD49は、遺跡・本集落の東端を画する堀跡である。これを集落の東を区

画する施設と予測し得たのは、本調査前年の範回確認調査の際、井]I[の!日河川跡とされる箇所(調査

区の最西端)をボーリング探査で確認していたことが出発点となっている。!日河川跡は現況では埋め

立てられ平坦な水田と化しているが、井川町税務課が平成11年に作成した最新の地積集成図(第344

図上)にも長さ約190n1、I福30'"'-'35n1の溝状の筆界が、整然と配されている周囲の水田区画と方向を

異にして図示(溜池跡と表記)されている。探査時にはf[日河川が本当に存在していたのかjという周

辺旧地形の把握という観点で実施したものであり、当時は疑いもなく白熱地形(河跡湖)と考えていた。

ところが、精査した SD49~居跡の長軸親方向 (N-lr E)は、そのi協は異なるもの!日河J[[とし

ていたものと全く同一であることが確認された。さらに両者の間隔は約220mで=あり、 2町と区切り

のよい数値となる。改めて明治年間の絵図(第344図下、第345図)を見ても、蛇行していた井川では

あるが、旧河川とした辺りまでは及んでないことも判明した。これらのことから、旧河川は実は人工

的な堀跡ではないか、そして位置からすれば集落の西を画する堀であったと見ることができるのでは

ないかと考えるに至ったのである。

では南・北端にも堀が巡り、方2町の区画となるのであろうか。本調査後半時には、このことも念

頭においていたが、北端は現井川河川敷まで調査して堀跡らしき落ち込みは確認できなかった。仮に

それ以北に堀が存在していたとしても、八郎潟干拓に伴う河川改修の際に破壊されたのではないかと

推定した。一方の甫端については、調査区南限までには東西方向の堀跡は検出されず、それ以南につ

いては、西端部と同様にボーリング探査を実施した。その結果、堀跡と思われる落ち込みは確認でき

なかった。仮にそれ以北に堀が存在していたとしても、八郎潟干拓に伴う河川改修の際に破壊された

のではないかと推定した。一方の南端については、調査区南限までには東西方向の堀跡は検出されず、
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第 5章まとめ

それ以南については、西端部と同様にボーリング探査を実施した。その結果、堀跡と忠われる落ち込

みを見つけることはできなかった。このことは南側に堀が存在しなかったか、あるいは現在の調査区

南端を東西に走る農道直下にあるからであろう。実際、調査区中央部で東西に走る農道直下にも中肢

の溝跡が同一方向で認められた (SD666等、第346図下参照)ことから、可能性はないわけではないが、

野外調査ではこれが限界であった。ただこのボーリンク探査により、少なくとも東端の堀SD49はそ

のまま南側に延びているものではないことは確かのようである。

( 2 )方2町で堀が囲繰

室内整理の段階に入り、遺跡周辺の資料を収集している時に、石川理紀之助の絵図と出会った。~下

井川適産調一浜井川部溶絵図六一~ (第345図:明治34年作成、調査は明治30年 7月)である。農聖

と称えられる石川翁が行った最大の興村事業である適産調は、基本作業として土壌 e 土質調査を実施

している。その調査結果に基づき、土質区分(向図下の点線が土質区分境)毎に色分けしたものが、 『適

産調Jの絵図なのである。洲崎の地はお川翁の記述に従うと、「赤色機質砂土J(伺図下の洲崎ロ@苗

代堰ハの網点範囲:調査区と重なる部分)が優越する。しかし一箇所だけ、土質の異なる範囲(1司洲

崎ハ)が東西方向 a 溝状に記されている。ここの土質註記は、「淡黒色壌質埴土又ハ埴土地深し下層

砂土青色」とあり、砂磯の表記はない。その形状と土質は、まさにソイルマーク(土壌痕跡)を示す

ものであり、集落北端の堀跡であった可能性がでてきた。

そこで現況の地形図。地積図(第ア図 e 第344図上)に石川翁の絵図(洲由奇ハの範囲と溜池@壊部分)

及び明治 9年作成の『羽後国秋田郡浜井川村字決[~局地引絵図~ (第344図下)にある溜池 e 地境等を

合成した図(第346図上)を作成した。縮尺の統一は、各図に共通する溜池と墓地の位置@距離を基

準とし調製した。これに前述の東・西端の堀跡間の距離である220n1(約 2町)を四方とする枠を作

成し、霞i上に重ねると、東・西端堀跡と北側の土質区分界とがぴったりと合うことが判明した(第

346図ド)。このことは「淡黒色壌質埴土」が、北端堀跡の堆積土層註記でもあったことを示す。さら

に多少のブレはあるが、南端は石川翁の絵図にある“壊"とほぼ合致し、この堰が南端の堀であった

とも推摂4できょう。

加えて、合成した1'61から次の点も読みとることが可能となる。①:北端の堀は井j[fの河川改修で消

失した。②:この堀の両端は!日井川と両端と接続していた可能性がある。③:調査で検出した東端の

堀跡SD49は、絵図には登場せず、四方の堀の中で最も早く埋没した。③:西端の堀を南に延長した

ライン上に旧新屋敷舟着場跡(標柱と石搭のみ残存:第 5図下参照)が位置する。図上では伺堀は南

端で西に折れ八郎潟に至るが、舟着場跡方向に真っ直ぐ延びていた可能性もある。⑤:北・南端の堀

はそれぞれ更に東に延び、南北方向の新たな“壊"と合流する。⑥:この“堰"が堀跡であれば、 S

D49以東に別の区間域が存在していたことになる。⑦:その区間内中央には、新屋敷板碑群・墓地が

現存する。

なお図合成に主る 4種の図面を時期釘ごに一覧していくと、次の点も見えてくる。⑧:西端の溜泊と

された堀は、明治 9年以前に、北端の堀と合流する部分が埋没(埋立て)し、明治30年までには溜池

として残された区域の南半分も埋められた。⑨:調査区中央で東西に走る現農道は、明治 9年には既

に存在していた。⑬:南端の堀は明治30年までは壊として八郎潟に通じていた。
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新屋敷板碑群

墓地

井川町地積集成図(平成11年)

を再トレース

。 200m 

『羽後国秋田郡浜井J[1村字洲崎地引絵図J
(明治 9年作成)を再トレース

旧井川

第344図 遺跡周辺の地積図
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調査区東部で検出した堀・溝・道路跡(一部推定)
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( 3)調査区東部における道路 m 堀@溝跡の配置と変遷

S D49を東端の堀とするその区画内には、遺構配置図に観るように、あるいは第3章(第4節 5)

でふれたように道路 e 堀・溝跡が縦横かつ整然と配される。これら遺構群は、集落内において主体を

出めるであろう掘立柱建物を核とした施設と有機的関係を保ち、互いに計画的に構築されたことは間

違いない。これは第348図下に示した掘立柱建物跡の長軸方向グラフにも端的に表れている。大きく

2方向にまとまりを示すグラフは、前述の SD49を始めとする区画施設がN-1r E前後あるいは

これに直交するN-73
0 -w前後の方向性ともつことと合致する。しかしながら、現状では両者間の

繋がり、その実相は明確ではない。それは精査箇所の制限と詳細な検討@分析が未了であることを主

因とする。このような状況ではあることを前置きして、本項では調査区東部における区画堀内の道路・

堀 s 溝跡等の配置を通して、集落東部域のあり方を跡付け a 試論しておきたい。

第347図左上は、 SD601 . 630以東の主要区画施設を模式的に図示したものである。ここで第 1に

読みとれる点は、東端の SD49を基準とすると、その長軸線方向が各遺構ともほぼ同一あるいは直交

することである。これは第346図下の方娘を重ねた留でも明解である。さらに第 2として重複関諒か

ら各遺構の新!日を整理しておく。それは!日い方から SM377道路跡→SD706堀跡→SD666溝跡と S

D630堀跡→SD601溝跡及び、 SD49 (1日)堀跡→SD49 (新)溝跡である。一方、 SM652道路跡

とSNl377・SD630は重複する位置関係にあるが、その新!日は不明である。以上の点を基本とし、こ

れに他遺構との重複@配置状況を加味して、 A~C期の時期変遷を提示する。なお第347図のA.B

期に示しである SM652道路跡 (1隔2.1~2.2m) と SM660道路跡(幅3.2~3.4m) は、当該期に機能を

果たしていたのか、不確実であるため、以下では言及しない。

A期:S M377道路跡が構築される時期である。これに SD630堀跡が伴っていた可能性がある。

SM377はSD49の西60mに位置する幅 8mの道路で、ある。その延長は図に従えば、調査区の北端

から南端まで少なくとも145mは存在していたことになる。一方SD630は、道路跡の西 3mをこれ

に沿うように南北に延び、る上端最大111高4.9mの堀跡である。堀は中央北側では西にクランク状に屈曲し、

白羽4では土橋状の掘り残しが認められる。以上のように、本期は南北を基軸とする堀 e道路を幹線とし、

東西基軸は未形成であった可能性がある。

B期:S D706堀跡が新規構築される持期である。これに SD630堀跡が伴っていた可能性がある。

S D706は上端最大幅が 5mの堀跡であり、東端を区画する SD49 (1日)と近似した法量@形状を

示す。調査し得た長さは僅か17m~こ過ぎ、ないが、明らかに SM377を切り込んで、北から南に延びる。

しかし調査区中央部付近で堀は消失し、 SM377は幅員 8m道路の全容を現す。このことはSD706が

調査広域周辺のみで収数するか、あるいは東に折れるかであろう。図には点線表記として東に折れる

ものとしている。これはSD706の次段階となる SD666溝跡が東に屈曲する形態を示すことを根拠と

しての推測である。なお東に延びる SD666の推定ラインは、第346図下に示した方 2RiJの東西中軸線

上にあたることも付記しておく。またA期の SM377は、他遺構との重複が極端に少ないことから、

その北部は消滅したものの、南半部は本期においても厳然とその威容を放って存続していたと見たい。

このことは次のC期でも同じことが言える。

C期:S D601・666溝跡が構築される時期である。 SD49も堀(1日)から溝(新)に変質するものの、

東端の区画施設としてその役割を担っていたであろう。
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S D601は幅0.7""'--'0.8n1、深さ0.1~0.15n1の溝跡に過ぎないが、形式的ではあるが S D630堀同様の

途切れ部をもつことから、 B期における SD630の後続施設としての位置付けは可能であろう。一方

のSD666は幅 2m前後の溝跡である。これも SD706堀跡の後続施設として、おそらくその西・南外

側をL字に延びていたと考えられる。なお SD49 (新)は平面的にその規模を明確におさえられなか

ったが、断面観察からその幅 3m前後、深さは0.35"""'0.6m程の数値を示す。

以上を要約すれば、 A期は南北を指向する道路・堀で構成され、 B期に入ると堀がL字形に屈曲し、

東西にも墓軸が生まれる。 C期は基本的にB期の様相を踏襲するものの、その施設は堀から溝に変容

する。また SM377道路跡は、他遺構との係わりから各期を通して存続していたと考えられるが、 B

期においてその北半部が消滅する前後のあり方には、注目しておく必要がある。それは道路と SD

706堀が全く向位置・向方向に構築されることの意義と、結果的にB期の SD706とC期の SD666が

それぞれの屈曲部南側に道路が突き当たる位置関係となることも念頭におきたい。その一方で、この

場が道路として永続し得たのか、あるいは全く別の意識下での空間利用も、考慮、の選択肢に加えてお

くべきであろう。

(4) B . C期の堀@溝跡が意味すること

さて、 SD49を東端の堀とする区画内では、その東部という限定された区域ではあるが、少なくと

も3時期の変遷を跡付けることができた。しかしながら、推測も交えてもなお判然としない点もある。

これには直前に述べた道路のあり方とも関連をもつが、やはり B.C期における堀@溝跡がその北端

を基点として見た場合、南に延びそれから東に屈曲することの意味に収束すると見ておきたい。 今

までの推論は、方2町すなわち約220m四方に堀が巡らされていることを前提としている。これはA

期については問題なく理解されるが、 B期に入り SD706が構築される段階では、 2つの前提条件を

示さなければならないことに気づく。それはSD706が方2町区画内の北東部をL字形に仕切る堀跡(区

画内の推定南北長100n1X東西長501n)であったのか、あるいはSD49 ([日)が真っ鹿ぐ北に延びる

のではなく、西に折れてSD706に接続していた可能性はないのか、ということである。後者は、 2

条の堀の規模@形状が酷似することと、両者が仮にクランク状の一連の堀と見た場合、第346図下に「集

落外東方の堀かjとした板碑群・墓地東側の堪流路と線(左右)対称の形状を示すことを一応の根拠

とする。後者に従えば、 SD49 (旧) +SD706堀は集落(調査区内)の東を画する施設には間違い

ないが、その形状から意識の上では、板碑群@墓地を含む東方域の西を画する堀跡と解することも可

能になる。この両者の関係は、 C期の SD49 (新)と SD666にも当てはまることである。

これらのことは遺跡・集落の評価にも大きな意義を持つことは確かである。ただ現状ではこれ以上

の言及はできない。あえてここでふれたことは、今後の検証時における情報提示の意味合いを含んで

のことである。

( 5 )調査区南東部の中・小区画溝跡群

今まで述べてきたことは、主に調査区東部における大区聞に係る道路・ fJli!.溝跡についてであった。

ところで、調査区南東部では、幅が80cm未満の溝跡(仮に中・小の溝跡とする)も縦横に確認されて

いる。これは第3章(第4節 5)282頁に「南東部溝跡」として報告を行っているが、これをまとめると、

次のようになる。

S D 49 . S M377 = S D 666に挟まれた間に位霞する SD64溝跡は、その幅0.6""'0.8m程であり、南
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北方向の長さは40m、東西は西辺を SD850が担っていたとすれば、長さ約30111の長方形ブρランと推

測される。本溝で囲まれた内部に位置する複数の溝跡の幅・深さなどから見て、区画内を南北に半分

に分割(南北20mX東西30111) し、さらにこの中区画を10m四方にそれぞ、れ6分割しているとも推定

することができる(第348図参照)。このように見ると、最小の区聞は一辺が約10m四方の方形とな

るようである。 SD64と同形態と思われる溝は、これに左右対称で東側に SD88・100が、同じく南

側にSD845・846等が、北東側には点対称の形でL字形の SD96が位置する。 SD64と東側のSD88は、

2 ~2 ， 5111の間隔をおいて南北に並列するものであり、この間を通路・道路とも推測されよう。

これら中小の区画溝跡群は、先のA~C期のいずれの時期に帰属するものであろうか。各遺構との

重複を伴うが、その柔rr旧は判然としない。これは溝の掘り込みが10cm前後と浅いことも一因である。

新!日が明確なのは、 SD850溝跡がSJVI377道路を切り込んで構築していることであり、これが前述の

ように SD64の一端を占める溝であったとすれば、小区画溝群はSM377より新しい時期となるかも

しれない。ただSD850は部分的な検出に過ぎず、その他の状況はSJVI377の東隣に区画溝群が併存し

ているようにも見える。このことから C期あるいはそれ以降の可能性もあるが、現状ではどの時期に

伴うのか推測できない。

(6 )調査区中央から西部の様子

一方、調査区東部域以西の中央から西部における区間施設をどのように把えればよいのか。この区

域では、道路 e 堀跡の検出はない。溝跡もその様相は、不明瞭の一言に尽きる。しかし断片的ながら、

溝跡の方向性に着目すれば次の点を指摘できる。

調査区中央部を東西に走る現農道下には、前述の SD666はじめ中世の溝跡等がほぼ同位置で構築

される。その中央から西側についても、第246. 247図右にあるように、東西方向に延びる溝跡が多数

検出され、なかには 2本 1組で並列するように配される箇所も見られる。西端部ではSD568とSD

571が、中央部付近ではSD880とSD924等である。これを東側に延長すると、先ほどの SD666とS

D64間に行き着く。それぞれの溝は3.2~4mの間隔を保って延びていることから、この間を道路、

溝の一部については、これに付属する側溝であった可能性もある。

また調査区南西部の南東側では、南北方向に延びる溝がまとまって検出された(第247図左)。中

央には紹 2~2.5111の S D202があり、その両側に中高のやや狭い (50~80cm) 溝がそれぞれ 2"'-'3 条取

り付くように配される。これも中央部の一段下がった SD202を通路@道路、その両脇の溝を道路側

溝と推定することはできないだ、ろうか。

( 7 )区画施設の時期変遷

以上述べてきた、遺跡の区画に係る遺構群は、どの時期に位置づけることができるのであろうか。

ここでは堀・溝跡の出土遺物を通して、先のA~C期の時期を類推したい。

集落の東端を画する SD49堀跡では、瀬戸・美濃産陶器(以下“瀬戸美濃"と表記)が16点出土(報

告では12点図示)しており、時期の明確なものは古瀬戸中直期~後E期である。また SD49と同形態

を示すSD706堀跡は、古瀬戸後 i 期~後 E期の瀬戸美濃と珠洲車~N期 (N期主体)の口クロ∞・

播鉢が出土している。一方、調査区南東部に位置し、堀・道路等で閉まれた内部を中小に細区画する

S D64溝跡では、少ないながらも古瀬戸後N期、大窯 3前期に属する瀬戸美濃が出土している。これ

らのことを、後述する遺構内出土遺物(陶磁器)全体との比較の上で照らし合わせると、次のような
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時期変遷が推測される。

まずA.B期とした SD49・706場跡は、瀬戸美濃では古瀬戸後五期が最も新しい時期を示す。珠

洲でも特にE期に遡る可能性のある口クロ査は、遺跡内ではSD706でのみ出土している。一方、大

窯期の遺物は一切認められない。これらのことから該期は、 13世紀後半'"'-'14世紀代にまとまる。この

ことから B期に後続する C期は15世紀代以降と見ることが可能となる。またSD64は、 15世紀中葉~

16世紀中葉の時期となり、 SD64に代表される中・小区画の溝の一部はC期あるいはそれ以降と類推

できる。

2 井戸跡
(註11)

本遺跡において確認された井戸跡は312基に及ぶ。各井戸跡は宇野隆夫氏の『井戸考』における型式

分類を基本として、第 3 章第 4 節 1 においてA~F型に分類している。ここでは、上記分類上から

及できなかった特筆すべき事項をまとめると共に、 C.D型井戸跡の縮分類、井戸の廃棄時行為@時

期等について言及したい。

( 1 )洲崎遺跡井戸跡の特質

本遺跡の井戸跡については、発掘調査中から感じていたことが3点あった。①:その数が多いこと、②:

井戸どおしの重複が極端に少ないこと、③:井戸底面までの掘り込みが浅いこと、である。

①は、時期的な幅を考えるとその数は多いとは言えないかもしれないが、単純に時期を無視して見

ると、約941ぜあたり 1基 (29，260ぱ-;.-312基)の井戸が存在していた計算になる。

②は、 300基を超す井戸がありながら、明らかな重複-ここでは!日井戸側を破壊して新規に井戸を

構築するものを指すーが認められるものが少ないことである。これは、 SE12AとSE12B (第40図)、

S E591とSE15 (第38図)、 SE438とSE422 (第103図)の 3伊jであり、それぞれ前者が後者に切

られる(破壊される) 0 SE12A .12Bは、同一箆所に重複しており、 12A部材の一部が残存してい

たことから確認された例である。他2例は、前者の水溜用出物を破壊するようにして、後者の井戸を

構築するものである。実際にはその他にも同様の事例が存在していた可能性はある。ただその数は少

ないことは明確のようである。この少なさについては、井戸及びこれと不離の関係をもつであろう掘

立柱建物の配置の問題もあろうが、いずれにしろ井戸構築にあたって何らかの規制が{動いていた結果

と推測することもできょう。

③の井戸の深さは、最浅25cm(S E 168)、最深162cm(S E 04)であり、平均すると75cm(270基

の平均)となる。この深さは井戸跡確認面からの深度を現すもので、井戸構築時の深さと同ーとは限

らない。本遺跡の現況は、遺構検出笛所が旧水田区域では、一段高く残る畑地より最大で、50cm間平さ

れていることが判明している(第 3章第2節参照)。この点から試算すると、構築持の深さの平均は
(註13)

125cm未満と推測できる。井戸というと深いイメージがあるが、言うまでもなくこれは地下水位との

関係で決まるものであるから、その深浅・数字に意味はないのかもしれない。しかしここから派生し

想起されることは、八郎潟にも井)I [にも近く、なおかつ地下水位の高いこの地に井戸を作ることの意

義は何なのか、である。本遺跡の井戸が取水のための施設であったのか、次に述べる「人魚供養札」

検出の井戸跡とE型井戸跡の問題を含め、今後の検討課題としておきたい。
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第349関井戸跡 (C・0型)の細分類
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( 2) i人魚供養札」検出の井戸跡

人魚供養札は、 SE587井戸跡から出土した墨書・箆書の認められる木製品である。遺物そのもの

については後述するが、これが調査後の整理作業過程において存在が確認され、このことを通して本

井戸跡のあり方を考えさせる事象も生じた。

S E587は、丸木舟を転用したA型の井戸跡である。井戸側内には、切断した丸木舟を縦方向内向

きに合わせることにより長径75cmX短径58cm程の楕円形の空間が作り出される。その中に水溶用の曲

物が埋設されるが、これは長径64.4cmX短径52cmの楕円形を呈する。数植の比較で明らかなように、

出物は井戸側内寸法に合わせて製作したようであり、 80を超す曲物のうち楕円の形状を示すものは本

例だけである。この井戸自体の特異性は発掘時から意識していたことではあるが、整理作業における

精査の結果、丸木舟と楕円形の曲物の間から、人魚供養札とした薄い杉板の木製品が出土していたこ

とが判明したことは、その特異性を増幅させるものであった。人魚供養札は、井戸側北西稿部で真ん

中から「く」の字に折られた状態で曲物との狭い隙間に横向きに挟みこまれていた。折面の観察により、

墨絵と文字は内側(曲物側)に向けられていたようである。第26図下の写真でも明確なように、これ

は井戸が機能を果たしていた時期に板を挟み込んだとは考えにくい。井戸を構築する際に出物と板を

一緒に埋設したと見る方が妥当と考える。後述のように人魚に関することは、中世においては「凶兆J

の証でもある。これを井戸という神聖な場に埋設することは何を意味するのか、井戸の形態等と合わ

せて考えていかなければならない問題である。

(3) E型井戸跡について

E型に属する曲物のみで構成される井戸跡は、他裂と比較して掘形の規模が小さいものが多く、そ

の形状は円形または略円形を呈し、いわゆる方形基調を示すものは認められない。広島県草戸千軒町

遺跡では本類に属する井戸跡を「曲物埋設遺構Jと分類している。曲物埋設遺構は、最底部が湧水層

に達しておらず、そこに粘土が堆積したり内部に細かい擦が詰まっている場合があり、構造に何か(液
(註14)

体が適する)を貯蔵する施設と見ている。本遺跡のE型は基本的に曲物を複数段積み上げる構造をとり、

最下段の 1つのみ検出されたと考えている。しかし由物の底面標高がやや高いものや、掘形規模と曲

物の径が近似するものも多いことから、前述の由物理設遺構の用途(貯蔵施設)として使用していた

可能性があるものもある。

(4)井戸跡C.D型の細分類(第349図)

井戸跡C型は、隅柱と横桟で保持する井戸である。 C裂に属するのは125基と全分類の中で最も多い。

ここではC型井戸跡を隅柱と横桟の組み方により i"-'v類に細分する。

i類:各!潤柱とも横桟を受けるほぞ穴が全て貫通するもの。 ii類:各隅柱のほぞ穴が全て未貫通の

もの。 iii類: i類と ii類の折衷型で、相対する二方向が貫通し、他方は未貫通のもの。 iv類:相対す

るニ方向のほぞ穴は貫通し、他方の横桟はその貫通した横桟のよに乗せているもの。 V類:偶柱には

ほぞ穴を設けず、柱の外側に横桟を方形に組んでいるもの、同類は隅柱と横桟の閤定方法が不詳である。

明確に釘などで回定したものも未確認である。

また本型の隅柱は、下端部が平らなもの (56基)と杭状のもの (44基)の 2種が見られ、前者は井

戸底酉に撞き、後者は底面に突きつけ(打ち込み)によると観察される。ただSE12A .308の2基は、

両形態が混在するものである。その他の23基は、遺存状態等により詳細は不明である。
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一方D型井戸跡、は、横桟を方形に組んで保持するものである。横桟は角材を用いるものと自然木を

用いるものとに分けられる。スギ材-の角材にはほぞの加工を施すものが多いが、広葉樹の自然木で組

まれたものはほぞを設けずに組まれているようである。ここでは加工がある横桟を使用している井戸

についてその結合方法によって a'"'--'d類に細分する。

a類:目違いほぞで組むもの。 b類:両方に溝状の切り込みをつけて組むもの。 c類:棺欠きほぞ

で組むもの。 d類:材にほぞを設けずに組んでいるもの、これはC型v類と同様に国定方法が不詳で

ある。

これら横桟の結合は、それぞれ単一類で組んでいるものと、 2種の組み合わせの場合も存在する。

例えばSE60は、 b. c類の組み合わせである。

( 5) 井戸の廃棄時行為

本遺跡の井戸跡は人為的に埋め戻された堆積状況を示す場合が多く、その廃棄の際には何らかの行

為を行っているものも認められる。以下にその事例を示す。その数は井戸跡312基のうち精査を行っ

た270基中233基であるから、 86%に達する。

①:埋め戻し前に部材を一部または全部抜き取る (SE01・03A・12A・15・22など、 206基:76%)。

②:井戸側底部に抜き取った横桟を斜め (SE08・21・125・292. 309 . 316 . 408)、または中央に

く (SE22・106. 218 . 418 . 583) 0 S E298は横桟を 5本並べ置いていた。③:木製品、陶器、

磯などを井戸側底部に残置する。具体例としては水溜曲物内に土錘42個と撲を多量入れる (SE219)、

下駄を 2足並べ置く (SE 16)、水溜曲物の上に板を置く (SE380)、播鉢を据えその上に出物容

器を入れ置く (SE 540)等である。④:磯(火熱を受けているものも多い)、部材、遺物を投入す

る (SE04・15・23・29など、 103基:38%) 0 S E583は井戸側内から多量の機密遺物が見つかり、

中でも 4層上面では小割りにした珠洲播鉢 e 嚢(10cm角未満が多しサが50点ほど出土している。これ

は意図的に分割し磯等とともに投入れたものである可能性がある。⑤:堆積土中にシジミを充填 (S

E311)、また曲物内に炭 (SE08) .籾 (SE422) を充填する。⑥:銭貨入りの柄杓を埋置く (S

E154)。⑦:埋め戻し後に擦を置く (SEll.47・161)。また SE47は板を敷きその上に擦を置い

た状態で確認されたものである。

以上、本遺跡の廃棄時行為について述べてきたが、このような行為は各地に類例も多い。井戸神:

水神は普段の生活に密着しているだ、けに擬人化され、また井戸を地中ニ異界 e 黄泉へと続く通路とす

る見方があり、また古井戸を理める時にこの記りを行わないと井戸神がたたる、あるいは身内に不幸

があるという言い伝えもある。数々の廃棄時行為から本遺跡においてもこのような精神世界が存在し

ていたことが伺えよう。

( 6 )井戸跡出土の銭貨

井戸跡より銭貨が出土したのは、掘り下げを行った273基のうちの 8基(2.9%)にすぎない。しかも

1基を除いて各 1点のみの出土である。銭貨の出土状況は、次の 3タイプに類別される。

a 容器の中に銭貨 1枚を入れ、容器ごと井戸に埋置するもの(1例:S E 154) 0 b : j塑土上層に

銭貨を 1枚入れるもの (6例:S E29'"'--'32・33・239・319・441・491) 0 c :埋土最下層に複数枚の

銭貨を入れるものは例:S E683) 0 aのSE154では、埋土上層(確認面から10cm下)から柄杓が横

倒しの状態で出土し、この中に洪武通資(背:一銭)が 1枚入れられていた。銭貨の存在から、本井戸

ハU
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は14世紀後半代以降に廃棄されたと判断される。 bではSE29'"'--32 = 33 = 239 . 319が元豊通資、 SE

441で永楽通費、 SE491は判読不能であった。 cのSE683では、 6点が一塊状となって井戸底面近

くから出土した。その内訳は、開元通震@皇宋通賓各 1枚、元豊還資@洪武通賓が各2点である。

銭貨の入れられた井戸について、まとめてみる。各井戸とも埋土は人為的堆積を示すものであり、

銭貨も偶然の混入ではなく一定の意識の元に埋置@投入されたと解したい。 a'""'-'cの3タイプのうち、 a • 

bは井戸廃棄後、大部分を埋め戻した後での作為、 cは使用時もしくは廃棄誼後の行為と見なすこと

ができる。逆に井戸裏込め土内での銭貨は未発見であり、開削(撃井)時の作為は認められない。また

aの事例は類例の有無を知らないが、希有な資料となろう。一方、銭貨同様に意図的に投入されたと

見られる擦を伴う井戸跡との関係については、どうやら磯を複数入れた井戸には銭貨が認められず、

磯の投入と銭貨のあり方は排他的と見て取れるかもしれない。

(7 )井戸跡の構築。廃棄時期

精査を実施した井戸跡のなかで構築または廃棄の時期を推測できるものは45基存在する。これは部

材等の年輪年代測定結果及び出土向器 e 銭貨に基づく。

まず年輪年代測定結果を見ると(同材関係をもつものは、最も新しい年代を採用する)、最も旧い

年代を示すものは、 SE276曲物の1133年であるが、試料の形状タイプがCであり、これをもって12

世紀前半代の構築とは断ずることはできない。明らかに樹皮が残るAタイプでの!日い年輪年代数値が

示されているのは、 SE417南面縦板の1285年と SE587西面縦板の1286年である。特に後者の試料は、

その形状・遺存状態から転用材の可能性は低く、このことから向井戸の構築時期は、 13世紀後半~末

と判断することができる。この井戸は「人魚供養札」が出土している。逆に最も新しい時期を示す数値は、

S E116曲物の1328年であり、 14世紀前半以降の構築となる。

一方出土陶器では、珠洲ではrv.v期、瀬戸美濃では古瀬戸後豆期~大窯 3期までであり、 14世紀

代から16世紀後半(第 3四学期)までとなる。なお瀬戸美濃がまとまって出土したSE484は全て大

3期に属している。また出土銭貨を見ると、 SE 154 . 683は洪武通賓(初鋳:1368年)が、 SE

441では永楽通賓(初鋳:1408年)が確認されている。これらのことから、銭貨を伴う井戸の廃棄時

期は、 14世紀後半以降と見ることができる。

以上、井戸跡の構築 a 廃棄時期は概ね13世紀後半を上限とし、 16世紀後半を下限とすることができる。

なお年輪年代測定で得られた井戸跡の時期が、 13世紀後半から14世紀前半代にまとまることについては、

サンプル数の向題もあろうが、それよりも年輪年代測定に適する良質の杉材はこの時期に多く入手でき、

それ以蜂の年代では入手し難かった状況も推測されよう。

この時期を井戸跡、の型式分類と照らし合わせてみると、本遺跡で最も多いC型は全時期において存

し、時期による偏りは見られない。しかしA型は13世紀後半から14世紀とやや!日く、 B型は15世紀

から16世紀と新しい時期に構築されているという傾向が伺える。

次に井戸跡の時期と廃棄特行為との関連について考えてみる。廃棄時に部材を抜き取り・磯@遺物@

材を投入れているものは全時期に存在するが、部材を抜き取らず投入れているものは、一部を除き14

世紀前半までにしか見られない。また部材抜き取りの有無に関わらず、廃棄時に主に複数の磯のみを

投入しているものは14世紀後半まででそれ以降には存在しない。このことは、前述の銭貨と磯の排他

的関係とも時期的に合致する。
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3 出土遺物

本項では、絢磁器類及び木製品について若干まとめておく。

( 1 )陶磁器

本遺跡で出土した陶磁器類は、遺構数や木製品等の他の遺物量を考えると非常に少ないことがまず

第一に挙げられる。その種別は、貿易陶磁と国産胸磁がある。前者は青磁@白磁@染付・朝鮮陶器で

あり、後者は瀬戸美濃@珠洲・越前@査器系@瓦器@土器の中世陶器と近世陶磁器がある。出土量(個

体数)については、ほとんどが破片資料であり、一概に比較はできないが、珠洲が最も多く認められ、

次いで瀬戸美濃、青磁と続く。その他の種別は極端に少ない。この差を珠洲と越前(査器系・瓦器を

含む)を例に重量比(%)で見ると、珠刻、1192.5%/越前7.5%となる。ちなみに珠洲における器種構成

にも偏りがあり、撞鉢72%/護類24%/壷類4%の比となる。

陶磁器類の時期は、国産陶器では瀬戸美濃が古瀬戸前理期から大窯3期までである。しかし古瀬戸

前E期に属するものはSK71土坑出土の灰紬仏花瓶 1点(個体)のみであり、他は古瀬戸中期以降の

ものである。また志野丸毘は大窯期後の登窯第 1小期に属するが遺構外の出土である。珠洲は周期か

らVI期までであるが、 w.v期が大半を占め、特にw期が多い。また越前は16世紀代のものであり、

この越前の影響を受けたと思われる瓦器播鉢も 1点出土している。貿易陶磁については、白磁(第

252図 5)が15世紀後半明代のもののようである。

(2 )木製品

本遺跡で出土した木製品は、第9表に示した分類表に従うと、大項目でお種、名称を付した小項目

は67種となった。しかし問項目に集録されない名称@用途不明の木製品が多種@多数存在するのも事

実である。本項では、まず丸木舟 e 曲物 e 人魚供養札についてふれ、次いで当初「不明木製品Jとして

いた遺物のうち、本調査並び、に整理作業の過程において器種名が明らかとなった資料について、

紹介しておきたい。

①丸木舟(第350図)

丸木舟は古くから用いられ、漁業と切り離せないものである。 100年ともいわれる強い耐久性をもっ

丸木舟は、遺跡が位置する八郎潟沿岸地域、男鹿地域をはじめ各地で長い間使用されていた。

本遺跡では4般の丸木舟が出土している。すべて井戸跡からの出土で、 4般とも異なる丸木舟を切

断し、縦方向内向きに合わせ、井戸側として転用されていた。この切断面を観察すると SE582は鋸

を用いて、他は手斧でそれぞれ切断していることが分かる。舟はいずれも単材からなる寺IJり抜きの形

態を示す。原木を縦に上下に切断し、一方を舟底に他方の切断面を引って製作している。丸木舟ーの断

面形態はいずれも底面が平らな籍形である。また SE295は2側板上端にU字形の挟りがあることか

ら操具に擢を用いた丸木舟であると考えられる。

第350図上は、八部潟で使用されていた平底の湖沼専用の潟舟である。これは単材裂り抜きの丸木

舟とは異なるが、作り方は類似している。一方男鹿の丸木舟は単材引り抜きの舟である。岩礁が多い

海域で用いるために非常に頑丈なっくりであり、底面は丸底となる。本遺跡の丸木舟は、平底である

点では八郎潟の潟舟と、単材制り抜き舟という点では男鹿のものと共通する。以上のように本遺跡の

丸木舟は八郎潟・男鹿の丸木舟と何らかの関連が推測される。またこの地域における単材剖り抜きの

舟としては、最古の出土例ともなる。

つω
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左図は第18凶を一部改変したもので

ある。当初、舟成近くにある横桟状の

棒は、井戸側に転用する際に新たに付

加されたと判断して、丸木舟実測図と

しての第18図作図時にはこれを除いて

いた。ところが八郎潟の潟舟を調べて

いくと、上図のような船梁をもっ例が

あることを知った。沙I'IIIJ奇例がこの船梁

にあたるのかは不明であるが、井戸側

として検出時には間違いなく、この状

態であった(第17図下段写真参照)。

第350間 洲崎遺跡の丸木舟と八郎潟の潟船
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男鹿地域では昭和30年F代まで丸木舟は主流であった。男鹿の丸木舟は通常、樹齢300年以上の杉材

を用い、それは主に地元の真山・本山の北側の杉であった。この真UJ.本山はただ適する材を産する

山というだけではなく「おrllJという信仰の山であり、この「お山の木Jを用いた舟は大漁をもたら

すといわれていた。また丸木舟は潟、ばかりでなく、荷物の運搬や、隣村との交通手段に用いられ、自

常生活の必需品でもあった。それだけにその素材の入手から製作の過程の節目には儀式などの祭和行
(註18)

為が厳粛に行われていた。本遺跡出土の丸木舟も、舟としての寿命を終えた後も生活に密着した井戸

という形で利用されていた。ここにおいても男鹿地域同様の祭和行為が行なわれていたのかもしれない。

②出物

秋田の伝統工芸「大館出ワッパj は現在も秋田を代表する特産品であり、県内の曲物の歴史は長い。

男鹿市脇本の平安時代初期の埋没家屋から由物製の柄杓が出土していることからもそのことをうかが

い知ることができる。

本遺跡では弱点の出物が出土している。その大きさは様々で、用途による作り分けがなされていた

ようである。本遺跡の曲物は法量によって次のように類別される。柄杓 (4点)、小型(径15"'-'30cm 

程度、 8点)、中型(径30'"'-'45cm程度、 13点、)、大型(径45cm以上、 43点)の4種類である。また破

損し法量の不明なものは17点である。以上は円形のものであり、その他に 1例のみであるが、楕円形

のものも見られる。底板は柄杓と小型のもののみに残り、小型の曲物は容器として使用されていたよ

うである。細かい用途については推測の域を出ないので言及しないが、加工、製作について以下に特

筆すべき点を挙げてみる。

本遺跡出土の出物は、その大半が井戸側内の水溜として使用されていたものである。水沼の由物は

大型のものが多い。底板を押さえる木釘やその孔が残るものも多く、底板等(あるいは賢子状のものか)

を抜いて使用していたようである。これらの由物は井筒としての目的で製作されたものもあろうが、

多くは転用されたものと考える。転用されたと推測されるものは、径 1cm程度の円形の孔(熱した火

を押し当てて穿孔か)がよ(下)端部に巡るもの、口縁部に一箆所割り込みがあるものである。ま

た内部(一部両面〉に黒色の付着物(認さか〉が見られるものがある。水溜以外の出物も大部分が井戸

跡からの出土であり、井戸廃棄の際に意図的に投入されたものが多いと思われる。その中には揺鉢(珠

洲)の上に置かれた曲物容器や (SE 、柄杓の中に銭貨を納めたもの (SE 154)などがある。

製作技法を見てみると薄い柾目板を巻き、それを樺(桜の樹皮)で縫い綴じる。また補強と装飾の

役割を果たすまわしの側板が中@大型のものに多く見られる。これは現在の「由ワッパ」とほぼ同様

の作りである。大半の曲物の側板内部には縦、または斜-め方向の刻みが入れられている。この技法は「切

り曲げ」といい、白書き(白引き)と呼ばれる小刀で行われる。繊維を分断することで出物を曲げや
(註19)

すくする効果がある。大型の由物はほぼ例外なく全体にわたり縦方向の刻みが入っている。また縦と

斜めの刻みが交差しているものも一部に見られるが、この菱形状の刻みは縦方向のみの場合よりも

みや折れる危険性が少ないことが分かつている。また側板外面に刻みを施しているものもある。なお、

曲物側板の縫い綴じには、俸を使用するのが通例と思われるが、一部で樺には見えない樹皮(未向定、

木板を薄く加工したものか)を用いている例もある (SE 161など)。また水溜の曲物の中に径と

さの比が2'"'-'6:1程の背の低い由物が見られるが、これらはまわしの側板を転用して使用していた

ものと考える。また側板に焼印を押すもの(①印:S E296)、線刻を施しているものがある。線刻は

ぺ
叫
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に
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三角屋緩の家を観したもの(SE 12)や×印のように具えるもの($E542)などである.

③人魚供養札と人~Ia絵(巻掛図版 5. 第25 ・ 26附.算135L悩1)

人魚供養札は側資区中央北青11に位鐙する$E587井p跡から出土した.この井戸とiI物のw土状況

については前述のとおりである.これは縛い杉"を利Jljし、長さ80.6倒、編14.5<:肌原古0.5cmである.

文字と絵は上半部にのみ鑓書きされ.下半 ・裏Jtiにはみられない.

絵は上に僧侶.下に人魚が錨かれている.人m.の前には供物を裁せたと思われる台と舗が錨かれて

いる.人魚は2手2足を待ち人面 ・魚身で車種と忠告除〈部分には績があり.僧侶は!MIt1eに高下駄姿で

長めの歎疎を手にしている.人魚の両側には文字があり.釈文は tアラツタナヤ 豆(テ)ウチテウ

チ{繰り返し符号) ニトテ候 そわ可l、あるいは 17ラツタナヤミウチ人ニトテ候 そわ可Jで

ある.この解釈は微々であろうが.納者は 『あらかわいそう{だけれども)殺してしまえ そわ可』、

後者は 『とてもかわいそう 向じ人間なのにこんなに紛られてしまって そわ可Jともできょう。文

末の fそわ可lは党訟で成就を意味し‘ r. .・ ソワカ』とつけ病気治療や疫病予防ほどの祈願や呪い

の際に唱えられた.また僧侶の右.IiI1こは‘刀子等の工具で刻まれた文字らしきbのが確認できる.ま

た同綴に人魚絵を題うようA車線と.これを消すような線も硲認できる.

人魚といえば 「上宇身が人間の女.下半身が魚体という想像上の生物J (広務必)を思い浮かべる.

しかし人魚は惣像上の動物であるため.時代によってイメージはさまざまである.なかでも中世期の

人魚、は不吉なものとして抑えられていたようである.人f.fJ.の発見例は古代にi廻り.~もi!iい記録Iま『白

本書紀』 推古車ì!27年 (6 1 9年)である。 11世紀中鶏のtli険守東院絵殿の 『聖徳太子総伝』には fi~奴

津国所献人魚御覧之Jとして.庇に績かれた人蘭魚身の人魚を自民内から塑他太子が見ている綾子が儲

かれている. r型鑓太「絵伝JI立浄土真宗の霊徳太子信仰に基づき鎌倉~室町時代に40例以上製作さ

れているが.その中には同織の記述が見られるものがある.第351闘の写真は lが愛知県安縫市本議寺.

2が三重県津市上宮守に伝わる r聖徳太子絵伝』に備かれた人魚絵であ旬.前者がt暗倉時代後期.後
〈銭21)

省は室町時代後期の作とされる.またこのころになると『絵伝』の他にもその記録は忽刷するが、こ

第351図 rli!!太子総伝jにみる人魚
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ききゃくるい

れらの人魚はアザラシ、アシカなどの鰭脚類を誤認した可能性が強い。北東北における人魚の発見例

は以下の通りである。

①:建仁3年4月(1203年)/津軽滞(北篠五代記)/漂着。②:建保元年4月(1213年)/津軽滞(吾

妻鏡)/出現。③:建保元年夏(1213年)/秋田鴻(北篠五代記)/漂着。④:賓治元年 3月11日

(1247年)/津軽浦(北僚五代記)/漂着。⑤:賓治元年3月20日(1247年)/津軽油(分類本朝年代記)

/死体漂着。⑥:元禄元年(1688年)/津軽野内浦(津軽一統志)/捕獲。⑦:元禄期(1688"-'1704年)

/男鹿浜(雲寵亭随筆)/魚網にかかる。⑧:天明期(1781"-'1789年)/男鹿郡(六物新志)/出現。

また江戸時代に書かれた『北篠五代記JJ (1641年)には「建保元年 (1213)の夏、秋田の滞に人魚

ながれよる、このよし鎌倉殿に注進す、この義をはかせらにうらなはせ給へば、兵かくのもとひと申

すに付きて、御祈祷あり。 Jとの記述がある。地方において人魚を見つけた時には、凶兆であるため、

鎌倉幕府に報告することが義務づけられ、報告を受けた幕府は祈祷を行ったと記している。このよう

な背景からこの絵は、僧侶が殺されてしまった人魚に除災の供養をしている様子を描いていたのでは

ないかと推測でき、中世の人々の宗教的色彩の濃い精神状況を垣間見ることができる。

④サパマス(第309図 3~7 、第352図右上)

サパマス(別名サパザラ)は、八郎潟周辺に伝わるもので、死人がでた知らせを寺・親戚および、近

隣に伝える「死シラセj がでた後に玄関口に(第352図右上)、同図右中の忌中札は門口に立ててい
(註23)

たものである。本遺跡では集落を区画する堀跡 (SD49・706)から出土している。

また同様のものが内陸南部の雄物川町にも存在し、この地域では「サパJ (生飯)と呼ばれる。鬼
(註24)

神や鳥獣などの供養という目的で使用する。さらに高知県には「オサパイ」という苗代や水口で、まつ
(註25)

られる田の守り神をのせる棚があり、この形状がサパマスに類似するものが存在する。

⑤オサ(第315図6・7、第352図)

オサは八郎潟で伝統的に行われていた漁法である「オシタモ操業Jに用いられた道具である。本遺跡

で出土したオサは、 SE576井戸跡の横桟に転用されていたものであるが、これよりも 1mほど長い

オサを使用する「オシ夕、シ操業Jも存在していた。「オシタモ操業」は人力で、「オシダシ操業」は舟によ
(註26)

って網を押す漁法である(第352図参照)。両漁法は近年まで八郎潟で見られたが、とのオサの出土

で遅くとも中世(下限時期は16世紀後半)には同類の漁法が確立していた可能性は高いと思われる。

⑥箸とクシ(第352図下段)

また10，000本近く i也土した箸については、これは箸ではなく漁呉の Iクシjではないかとの意克も寄

せられている。クシは、漁網の一部で複数の網を連結するための箸状の小道具であり、その大きさ・

形状とも箸と全く同じである。ただ本遺跡で箸としたものは、全体数もさることながら、数百本単位

でまとまって出土する場合が多いことが特徴である(特に SD 706)。一方でクシは網ー把(長さ約

30m)あたり 2本あれば事足りるもののようであり、クシが大量にまとまって遺棄されることは考え

にくい。なお同図右下写真は、八郎潟干拓以前まで昭和町野村で使用していた「こあみjである。これ

は天王町の天野荘平氏から寄託いただいたもので、写真右端のクシは、長さ24cmの竹製である。

⑦砥石台(第353図1"-'4)

砥石台の抽出は、汐見一夫氏の指摘によるものである。特に第353図2 (本文313-9)の類例は、神

奈川県鎌倉市の北条時房・顕時邸遺跡(雪ノ下一丁目265番 3地点)において、第 3面下から出土し
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た砥石台(向上長27.7cmX幅4.9cm)に酷似する。これには長9.2cmX幅3.1cmX厚2.6cmの砥石がはめ

込まれた状態で検出され、明確に砥石台と判断される。同例は時期的には13世紀後半'"14世紀初頭の

ものとされる。

⑧的(第353図5"'9)

的については、発掘調査中に来跡された平川南氏が膨大な出土遺物の中から、その存在を指摘され

たものである。的としての明確な出土例は確認できないが、石川県中島町4 の上町カイダ遺跡では曲物

の底板・薄い板材に同心円状の墨書模様のある木製品が出土している。伺遺跡報告では明言していな

いが、この 2例も的であった可能性がある。これは時期的には13世紀前半のものと考えられる。

⑨木簡の釈文と県内地名との比較

第273図 1の木簡は、釈文を「口可以さワ」とし、冒頭の口を「こJとすれば「こかいさわ」となる。

ちなみに『角}I!日本地名大辞典5 秋田県』に集録されている県内の「小字一覧j を照合したととろ、 「と

かいさわ」の字名は三内村(現河辺町)と土淵村(現山内村)に「小貝沢」が存在する。また 5文字

で「口かいさわJとなる地名は4箇所あり、末広村(現鹿角市)の「場開沢j、 「高井沢j、荒瀬村(現
あかいさわ

阿仁町)の「赤井沢」、酒蒔村(現湯沢市)の「チカイ沢Jである。なお最後の 3文字が「口口いさわJ
(註29)

となる地名は28箇所ある。遺跡周辺地域には金川村(現男鹿市)の「戸平沢」が見られるのみである。

おわりに

洲崎遺跡は、堀・溝・道路等を区画施設とする大規模な集落であったことは動かしがたい事実とな

った。その上限時期は不明瞭なところもあるが、遅くとも13世紀後半代には確実視でき、下限は16世

紀後半となる。 17世紀以降の近世の遺物も出土するものの明確な検出遺構はなく、集落としての終駕

は中世末に求めることができる。

遺跡の位置する八郎潟東岸域は、文献上に登場する「湯河湊j に比定されることがある。 w吾妻鏡』

延応元年 (1239年)11月5日条「出羽毘秋田郡湯河湊事」や『新羅之記録』康正2年(1456年)前後
(註30)

に散見する「湯河湊之屋形秋田城介安B亮季j などである。これらの記事がそのままがH!l商遺跡に当て

はまるかは、現況では言及できない。しかしながら、方2町の堀による区画をもち、さらにその東隣

にも堀を伴うであろう区画が存在していた可能性があり、この中心には建武2年(1335年)，，-，貞和 3

年 (1347年)の紀年名を持つ板碑群が存在する事実は、今後の洲崎遺跡のあり方を探る上で、いや当

該地域の中世史を語る上で重要な資料を我々の限前に提示されたものとすることができよう。

言王

( 1 )仲田佐和子「絵巻物にみる古代末から中世の下駄J W福島考吉』第39号 1998 (平成10)年p100

( 2 )田畑佐和子「小町一丁目107番地点出土の半月状木製品についてJ W鎌倉考古』

( 3 )中央公論社「粉河寺縁起J W日本絵巻大成』第 5巻 1977 (昭和52)年

(4)中谷雅昭「葬送J W八郎潟の研究~ 1965 (昭和40)年

1992 (平成4)年

( 5 )美濃普平「朝倉氏遺跡出土の竹製品中世尺八の 1つ「一節切JについてJ W朝倉氏遺跡資料館紀要』

1987 (昭和62)

( 6 )広島県立歴史博物館『中世の民衆とまじない~ 1990 (平成2)年 p57
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( 7 )渡部景俊『鎌と鍬』秋田文化出版社 1987(昭和62)年 p97

渡部景俊『農を支えて-農具の変遷』秋田文化出版社 1999(平成11)年 p26

( 8)秋田県教育委員会『八郎潟漁ろう用具図譜j]1969 (昭和44)年 p66，67

文化庁文化財保護部『八郎潟の漁隣習俗j]1971 (昭和46)年 p165

( 9 )秋田青年経営者協会『“結び文化"研究報告書j]1989 (平成元)年 p151

(10)関島喜子「編・組の組織構造分類とその理論J W月刊染色 αj]12月号 1984(昭和59)年 p18

(11)宇野隆夫「井戸考J W史林j]65-5 1982 (昭和57)年(W考古資料にみる古代と中世の歴史と社会j]1989 (平

成元)年に所収)

(12)本遺跡の各型の井戸跡は宇野分類の井戸跡と照合すると以下の通りである。なお本遺跡の井戸はすべて木

組井戸であり、宇野氏の分類のB類に属するものである。 A型はB1 . b類の丸太分割引り抜き井戸に類似、 B

型は方形のものがBII.b類縦板組無支持井戸、五角形のものがBrr.h類五角形、楕円形のものがB立.a類

に類似するものである。またC型は 1の縦板組がBN類縦板組隅柱横桟どめ井戸、 2の葦簾がBN類に類似する

もの、 3の横板組、 4の抜き取り等で確認できずは、ともにBN類に類似するものである。 D型は 1'""4ともに

BVI類の横板井籍組井戸、 E型はB酒類の曲物積上げ井戸に棺当する。またD型の細分類 (a'"'-' d) については

a類が宇野分類b類、 b類が宇野分類d類、 c類が宇野分類e類に相当する。

(13) この数値が他遺跡のデータと比較して極端に浅いものかどうかは、未検証のため不明である。ちなみに雄

雄物川沿いの標高 5m程の微高地にある秋田市下タ野遺跡(13世紀を中心とする時期)における井戸跡の平均的

な深さは183cm(50基の平均)であった。 秋田市教育委員会『秋田市下タ野遺跡j]1979 (昭和54)年

(14)広島県草戸千軒町遺跡調査研究所『草戸千軒町遺跡発掘調査報告V 中世瀬戸内の集落選跡j]1996 (平成8)

年 pl44

(15)野口雅美「道場 i遺跡出土の井戸祭耐に関わる遺物J W富山考古学研究』第2号 1999(平成11)年 p124

(16) S E 159井戸跡の西面縦板に使用された材にもキャピキアナ(第350図上参照)があり丸木舟の側板であっ

た可能性がある。

(17)鎌田幸男「男鹿の独木舟J 6集 1978(昭和53)年

(18)秋田県教育委員会『秋田県の木造船j]1995 (平成 7)

(19)成田喜一郎『木工諸職双書曲物 a 範物j]1996 (平成8)年

(20)岩井宏貫『ものと人間の文化史 75・曲物j]1994 (平成 6)年 p227

(21)信仰の造形的表現研究委員会『真宗重宝緊英』第 7巻 1989 (平成元)年

(22)吉岡郁夫『人魚の動物民俗誌j]1998 (平成10)年/原武男『奇話・珍話・秋田巷談j]1971 (昭和46)年

(23)註4参照

(24)雄物川町『雄物川町郷土史j]1980 (昭和55)年 p1098

(25)高知県教育委員会『高知県立歴史民俗資料館常設展示案内閣録j]1991 (平成3)年

(26)秋田県教育委員会『八郎潟漁ろう用具図譜j]1969 (昭和44)

(27)東国歴史考古学研究所『北条時房・顕時邸跡雪ノ下一丁目265番3地点j]1999 (平成11)年 p88・90

(28)石川県立埋蔵文化財センター『上町カイダ遺跡j]1991 (平成3)年 p101

(29)角川日本地名大辞典編纂委員会『角川日本地名大辞典 5秋田県j]1980 (昭和田)年
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あきたけん
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洲111奇遺跡 南秋田郡 1 54' 4 ~ 事業に係

いかわまち

井川町 50 15 19971205 29.260111' る事前発

はまいかわあざ

浜弁J11字 掘調査

洲崎304ほか 19980506 
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19981030 

所収遺跡名 干重 5JU な時代 な 本葬 な遺物 特 項

ガ+'d持遺跡 散布地 縄文時代 縄文土器‘弥生 遺構はなし
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即時四匹ー四四時曲目白回 目 時『幽ー- - 回目曲目 白 回目 司由四--回同四-- --即時四回目 白骨開押四四回目古田 回目 E 四時四ー---同由曲目---同時叫 四時四--世田四回目岡山田四回目---司居間時四

集溶跡 中世 堀.1誇跡 234条 陶磁器・木製品 大小の堀・溝跡、

道路跡 3条 -金属製品・石 道路跡で区画され

井戸跡 312基 製品・土製品 た中世の集溶跡

土坑 297基 井戸部材 大量の木製品が出

竪穴状遺構 18基

掘立柱建物 115棟

その他柱穴など



あとがき

洲崎遺跡発掘調査からわずか 1年、ここに調査報告書刊行の運びとなりました。中世の集落跡という今まで

関わったことのない分野の発掘・整理作業であり、しかも数え切れないほどの井戸や調査区を縦横無尽にはし

る溝、さらに膨大な量の遺物が出土し、悪戦苦闘する毎日でありました。整理作業にかけられる時間や紙数等

が限られた中で、できるだけ情報を詰め込もうと努力し、今年度内に刊行することができました。発掘調査と

整理作業は多くの方々の助言や協力があってはじめて成し得たものであります。最後になりますが、洲崎遺跡

に関わったすべての方々に感謝の意を表したいと思います。 (小山有希)

洲崎遺跡の発掘調査が半年、整理作業が I年半。本当に内容の濃い期間でした。これからは井戸や木製品の夢

をみなくてもいいのかと思うと心の底からほっとします。今この報告書を前にして感じていることは、が['llli奇遺

跡はたくさんのことを語ってくれていた遺跡だということです。中世から現在まで歴史はつながっているとい

う当たり前のことを感じる瞬間がとても多かった気がします。この遺跡の「語り」をどこまで伝えることがで

きたのか、心配であり、また楽しみなところでもあります。整理作業では猛暑の中、カピのアレルギーでくし

ゃみをしながら井戸側の復元計測をしたり、試行錯誤しながら丸木舟‘を何度も組み立てたりなど、普通の整理

作業ではできないことをたくさんの方々と一緒に経験することができました。まさに皆で作り上げた報告書だ

と思っています。最後に御教示いただいた方々、発掘調査に参加された皆さん、そして埋蔵文化財センターで

整理作業を担当された皆さんに心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。(工藤直子)

[整理作業担当・協力者}小塚裕姫子斉藤浩志黒揮幸子

粟津ひろみ池田キミ泉谷昭子伊藤百合子今川弥生越後谷晴美大西英子樫尾智恵子木元信子草弼清美

草弼美香国安恵美子熊谷裕子後藤由美子小西文子小柳都斎藤克予斎藤美江子佐々木薫佐々木昌子

佐々木多恵子佐藤節子佐藤陸子佐藤蘭子品川優美子渋谷りん子杉津聖子鈴木孝子鈴木春美高橋宏子

高橋フサ子高橋文子高橋まき子竹村和子出原たか子富樫厚子冨田寿美子長沢代美子奈良美沙都新田ひとみ

藤田悦子藤田佳子細井洋子町田京子茂木悦子森)11宏美森本てる子柳田良子山lli奇敬子 (敬称略)
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付図 3 調査区中央南部遺情配置図
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