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序

本県には、旧石器時代をはじめとする 1万箇所を超す遺跡や貴重な埋蔵文化財が数多 くの

こされております。それらは、地域の風土と歴史が生み出した遺産であり、本県の歴史や文

化、伝統を正 しく理解するのに欠 くことのできない資料であります。同時に、それらは県民

のみならず国民的財産であり、将来にわたって大切に保存 し、活用を図らねばなりません。

一方、県土づ くりには公共事業や社会資本整備が必要とされます。それらの開発にあたっ

ては、環境との調和はもちろんのこと、地中に埋もれその土地 とともにある埋蔵文化財との

調和 も求められるところであります。

当事業団埋蔵文化財センターは、設立以来、岩手県教育委員会の指導 と調整のもとに、開

発事業によってやむを得ず消滅する遺跡の事前の緊急発掘調査を行ない、記録保存する措置

をとってまいりました。

本報告書は県営ほ場整備事業二子地区に関連 して平成15年度に発掘調査された北上市西川

目・堰向Ⅱ遺跡の調査成果をまとめたものであります。今回の調査では、平安時代の竪穴住

居跡を中心とする多 くの遺構が見つかり、当時の大集落の一部であったことが明らかとなり

ました。とくに、廂付の掘立柱建物跡などの稀少な遺構や硯や緑釉陶器 といった特徴的な遺

物の出土から、平安時代の拠点的な集落であったと言えると思います。

本書が広 く活用され、埋蔵文化財についての関心や理解につながると同時にその保護や活

用、学術研究、教育活動などに役立てられれば幸いです。

最後になりましたが、発掘調査及び報告書の作成にあたり、ご理解 とご協力をいただきま

した岩手県北上地方振興局農林部農村整備室、北上市立埋蔵文化財センターをはじめとする

関係各位に対 し、深 く感謝の意を表 します。

平成17年 3月

財団法人 岩手県文化振興事業団

理事長 合 田   武



口例

1 本書は岩手県北上市二子町西川目66ほ かに所在する西川目遺跡と同南田 8ほかに所在する堰向Ⅱ遺跡の

発掘調査報告書である。

2 発掘調査は「県営ほ場整備事業」に伴って行われた緊急発掘調査である。

3 発掘調査は岩手県北上地方振興局農林部農村整備室の委託を受け (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文化

財センターが実施 した。

4 発掘調査に関わる期間・面積は以下の通 りである。

発掘調査 西川 目遺跡 平成15年 4月 9日 ～平成15年 7月 11日

面積 2,000∬

平成15年 7月 14日 ～平成15年 11月 19日

面積 3,200だ

平成15年■月 1日 ～平成16年 3月 31日

平成15年■月 1日 ～平成16年 3月 31日堰向Ⅱ遺跡

5 現地調査は西澤正晴と小針大志が担当した。整理作業及び本書の執筆は西澤正晴 。小針大志が担当し、

編集は西澤正晴が行った。

6 遺構写真は西澤 。小針が、遺物写真は福士昭夫 (当センター写真技師)が撮影 した。

7 本書で用いる方位は座標北を示す。 レベル高は海抜である。

8 遺物番号は種別にかかわりなく、連番を付した。写真図版に示 した番号は本文中の遺物番号に対応する。

9 土層 。遺物の色調は『標準土色帖』(農林水産省農林技術会議局監修)に準例 した。

10 調査に関わる諸記録及び出土遺物は、岩手県立埋蔵文化財センターで保管 している。

11 調査にあたり以下の機関・方々の協力、教示を得た。

伊藤博幸 稲野祐介 岩田 崇 及川真紀 大渡賢一 小田島知世 小田島龍一 鹿野里絵 君島武史

佐藤良和 杉本 良 高橋龍見 北上市教育委員会

堰向Ⅱ遺跡

整理作業 西川目遺跡



次目

巻頭写真

序

例言

序章 調査の概要

第 1節 調査に至る経過 ………………………………………………………………………………………・

第 2節 調査の方法 ……………………………………………………………………………………………・

第 3節 調査経過 ………………………………………………………………………………………………・

第 4節 普及活動 ………………………………………………………………………………………………・

第 5節 遺跡の環境 …………………………Ⅲ……………………………………………… …… ……………・

第 1章 西川目遺跡

第 1節 調査の概要 ………………………………………………………………………………………………。19

第 2節 基本層序 …………………………………………………………………………………………………。19

第 3節 調査内容 …………………………………………………………………………………………………・ 22

第Ⅱ章 堰向Ⅱ遺跡

第 1節 調査の概要 ………………………………………………………………………………………………。111

第 2節 基本層序 …………………………………………………………………………………………………。115

第 3節 調査内容 …………………………………………………………………………………………………・116

第Ⅲ章 分析

第 1節

第 2節

第 3節

第 4節

第 5節

第Ⅳ章 考察

第 1節

第 2節

第 3節

テフラ分析 ……………………………………………………………………………………………269

プラント・ オパール分析 ……………………………………………………………………………・277

樹種同定 ………………Ⅲ…………………………………………………………………………… ……………286

炭化種実の同定 ・………………………………………………………………………………………289

出土遺物の形状 と組成からみた堰向Ⅱ遺跡における鉄器製作活動について 。…………………295

出土土器の年代的位置づけ …………………………………………………………………………。308

検出遺構について ・…………………………………………………………………………………・・315

掘立柱建物跡について ………………………………………………………………………………。320

第V章 総括 ……………・……Ⅲ………… …………………………………。……………………………………………。327

観察表 ………………'…………………… ………………………・…………Ⅲ………Ⅲ…………………………………。329



挿 図 目次

第 1図 遺跡位置………………………………… 1

第 2図 グリッド配置図………………………… 2

第 3図 周辺の地形及び調査区の位置………… 3

第 4図 遺構の掘削……………………………… 6

第 5図 井戸の精査……………………………… 6

第 6図 作業状況………………………………… 7

第 7図 実測作業………………………………… 7

第 8図 土器洗浄………………………………… 8

第 9図 調査参加者……………………………… 8

第 10図 地形図…………………………………… 10

第 11図 二子地区周辺の遺跡…………………… 12

第 12図 周辺の遺跡 (2)… ……………………・ 13

第 13図  A区遺構配置図………………………… 20

第 14図  B区遺構配置図………………………… 21

第 15図 S101竪穴住居跡 ・……………………… 22

第 16図  S101掘 りかた ・………………………… 23

第 17図  S101カ マ ド・…………………………… 24

第 18図 S101出 土遺物 。………………………… 25

第 19図 S102出 土遺物 (2)・…………………… 25

第 20図 S103竪穴住居跡 ・……………………… 27

第 21図 S103掘 りかた 。…Ⅲ……………………Ⅲ27

第 22図  S103カ マ ド ・…………………………… 28

第 23図  S103出 土遺物 ・………………………… 29

第 24図  S104竪穴住居跡 ・……………………… 30

第 25図  S104カ マ ド ・…………………………… 31

第 26図 S104遺物出土状況 ・…………………… 31

第 27図 S104+日 カマ ド …………… …………… 32

第 28図  S104出土遺物 (1)…………………… 32

第 29図  S104出 土遺物 (2)。……………………33

第 30図  S104出 土遺物 (3)…………………… 34

第 31図  S104出 土遺物 (4)。……………………35

第 32図  S104出 土遺物 (5)…………………… 36

第 33図  S104出 土遺物 (6)…………………… 37

第 34図 S104出土遺物 (7)・…………………… 38

第 35図  S104出 土遺物 (8)。……………………39

第 36図  S104出 土遺物 (9)。……………………40

第 37図  S104出土遺物 (10)・ …………・……・ 41

第 38図 S105竪穴住居跡 。………………Ⅲ……・43

第 39図  S105掘 りかた ・………………………… 44

第 40区  S105出 土遺物 (1)… ………………… 45

第 41図  S105出土遺物 (2)。 ……………・……・45

第 42図  S106竪 穴住居跡 ・………………Ⅲ……・46

第 43図  S107竪 穴住居跡 ・………………Ⅲ……・48

第 44図  S107カ マ ド ・…………………………… 49

第 45図  S107出土遺物 (1)。 ……………Ⅲ……・50

第 46図  S107出 土遺物 (2)… ………………… 51

第 47図  S109竪 穴住居跡 ・一……………Ⅲ……・ 52

第 48図  S109出 土遺物 (1)・ ……………。……・53

第 49図  S109出 土遺物 (2)・ ……………・……・54

第 50図  S109出 土遺物 (3)・ ……………Ⅲ……・55

第 51図  S110竪 穴住居跡 ・………………Ⅲ……・56

第 52図  S110掘 りかた 。………………………… 56

第 53図  S110カ マ ド ・…………………………… 57

第 54図  S110旧 カマ ド ・………………………… 58

第 55図  S110出 土遺物 ・………………………… 59

第 56図 SB01掘立柱建物跡 ………………・…… 60

第 57図 SB02掘立柱建物跡 ………………Ⅲ…… 61

第 58図 SB03掘立柱建物跡 ………………・…… 64

第 59図  SB04・ 05・ 06掘立柱建物跡 ……・…… 65

第 60図  SD01・ 02・ 03溝跡 ………………・…… 68

第 61図 SD04溝跡 …………………………・…… 69

第 62図 SD05溝跡 …………………………・…… 70

第 63図 SK05出 土遺物 ……………………・…… 71

第 64図  SK01・ 02・ 03・ 05… …一……………・ 72

第 65図  SE01・ 02・ 03井戸跡 ……………・…… 73

第 66図  ピット出土遺物………………………… 74

第 67図  ピット位置図 (1)……………………・ 75

第 68図  ピット位置図 (2)……………………・ 76

第 69図  ピット位置図 (3)……………………・ 77

第 70図 SF01水田跡 ……………………………・ 78

第 71図  A区水田跡断面………………………… 79

第 72図 近世墓群………………………………… 81



第 73図

第 74図

第 75図

第 76図

第 77図

第 78図

第 79図

第 80図

第 81図

第 82図

第 83図

第 84図

第 85図

第 86図

第 87図

第 88図

第 89図

第 90図

第 91図

第 92図

第 93図

第 94図

第 95図

第 96図

第 97図

第 98図

第 99図

第100図

第101図

第102図

第103図

第104図

第105図

第106図

第107図

第108図

第109図

第110図

SZ01墓崚跡 ・…………………………… 82

SZ01出 土遺物 ・…………………………82

SZ02墓壌跡 ・…………………………… 83

SZ02墓墳跡出土遺物 ・………………… 84

8Z03墓竣跡 ・…………………………… 85

SZ03出 土遺物 ・…………………………86

SZ03出 土棺材 ・………………………… 87

SZ04墓渡跡 。…………………………… 88

SZ04出 土遺物 …………… ………・…… 89

SZ04出 土棺材 ・…………………………90

SZ05墓墳跡 ・………Ⅲ…………………・ 91

SZ05出 土遺物 ・………………………… 92

SZ05出 土棺材 ・………………………… 93

SZ06墓墳跡 ・………Ⅲ…・……………… 95

SZ06出 土遺物 ・………………………… 95

SZ06出土棺材 ・………………………… 96

SZ07墓墳跡 ・…………………………… 97

SZ07出 土遺物 ・……Ⅲ…………………・98

SZ07出土棺材 ……………………………99

8Z08墓崚跡 ・……………………………100

SZ08出 土遺物 ・…………………………100

SZ09墓墳跡 ……… ………… ……………101

SZ09出 土棺材 ・………………………・・102

SZ09出 土遺物 。…………………………103

SZ10墓墳跡 ・……………………………104

SZ10出土遺物 ・…………………………104

SZ不明遺物 ・……………………………105

遺構外出土遺物 (1)…………………■06

遺構外出土遺物 (2)…………………107

堰向Ⅱ遺跡A区遺構配置図……………■ 1

B区遺構配置図…………………………112

C区遺構配置図…………………………118

D区遺構配置図…………………………114

S101竪穴住居跡 ・……………………・・116

S101掘 りかた 。………………………・・117

S101カ マ ド ・…………………………・・118

S101出土遺物 (1)……………………。119

S101出土遺物 (2)…… …………………119

第111図 S101出 土遺物 (3)… …………………■20

第112図 S102竪穴住居跡 ・………………………120

第113図 S103竪穴住居跡 ・………………………121

第114図 S103カ マ ド ………………………………122

第115図 S103B竪 穴住居跡………………………123

第116図 S103Bカ マ ド…………………………………124

第117図 S103出 土遺物 (1)… …………………125

第118図 S103出 土遺物 (2)… …………………・126

第119図 S103出 土遺物 (3)… …………………Ⅲ126

第120図 S104竪穴住居跡 ・………………………127

第121図 S104掘 りかた ……………………………128

第122図 S104出 土遺物 ・…………………………128

第123図 S105竪穴住居跡 ・………………………129

第124図 S105掘 りかた ……………………………130

第125図 S105カ マ ド ・…………………………・・131

第126図 S105旧 カマ ド …………………………■32

第127図 S105出 土遺物 ・―………………………132

第128図 S106竪穴住居跡 。………………………133

第129図 S107竪穴住居跡 。………………………134

第130図 S107掘 りかた …………………………134

第131図 S107出 土遺物 ・…………………………135

第132図 S108竪穴住居跡 ・………………………135

第133図 S108掘 りかた ……………………………136

第134図 S108カ マ ド ・……………………………137

第135図 S108出 土遺物 ・…………………………138

第136図 S109竪穴住居跡 。………………………138

第137図 S109掘 りかた …………………………139

第138図 S109カ マ ド ………………………………140

第139図 S109出 土遺物 (1)… …………………・141

第140図 S109出 土遺物 (2)… …………………。141

第141図 S110竪穴住居跡 ・………………………142

第142図 S110掘 りかた …………………………143

第143図 S110出 土遺物 ・…………………………143

第144図 S111竪穴住居跡 ・………………………144

第145図 S111掘 りかた …………………………145

第146図 S111カ マ ド ……………………………・146

第147図 S111出 土遺物 ・………………………・・147

第148図 S112竪 穴住居跡 ・………………………148



第149図 S112掘 りかた …………………………149

第150図 S112カ マ ド ……………………………150

第151図 S112出 土遺物 。一………………………151

第152図 S113竪穴住居跡 ・………………………151

第153図 S113掘 りかた …………………………152

第154図 S114竪穴住居跡 ・………………………153

第155図 S114掘 りかた 。………………………・・154

第156図 S114カ マ ド ………………………………155

第157図 S114遺物出土状況 ・……………………155

第158図 S114出 土遺物 ・………………………・・156

第159図 S115竪穴住居跡 ・………………………157

第160図 S115掘 りかた 。………………………・・157

第161図 S116・ 17竪穴住居跡 ・…………………158

第162図 S117掘 りかた …………………………159

第163図 S116出 土遺物 (1)… …………………・159

第164図 S116出 土遺物 (2)… …………………・159

第165図 S117出 土遺物 ・…………………………159

第166図 S118竪穴住居跡 ・………………………160

第167図 S118出 土炭化材 ・………………………161

第168図 S118遺物出土状況 ・……………………162

第169図 S118出 土遺物 (1)… …………………・163

第170図 S118出 土遺物 (2)… …………………・164

第171図 S118出 土遺物 (3)… …………………・165

第172図 S119竪穴住居跡 ・………………………168

第173図 S119掘 りかた ・………………………・・168

第174図 S119出 土遺物 ・…………………………169

第175図 S120竪穴住居跡 ・………………………170

第176図 S120掘 りかた …………………………171

第177図 S120カ マ ド ………………………………・172

第178図 S120出 土遺物 (1)… …………………・173

第179図 S120出 土遺物 (2)… …………………・173

第180図 S121竪穴住居跡 ・………………………174

第181図 S121掘 りかた ・………………………・・175

第182図 S121出 土遺物 ・…………………………176

第183図 S122竪 穴住居跡 ・……………………・・177

第184図 S122掘 りかた ………………………………Ⅲ178

第185図 S122カ マ ド ……………………………179

第186図 S122出 土遺物 ・…………………………181

第187図 S123竪穴住居跡 。……………………・・181

第188図 S123出 土遺物 ・………………………・・182

第189図 S124竪穴住居跡 ・………………………183

第190図 S124掘 りかた …………………………183

第191図 S124出 土遺物 ・……Ⅲ…………………・184

第192図 S125竪穴住居跡 ・…Ⅲ…………………・185

第198図 S125掘 りかた …………………………185

第194図 S125カ マ ド ……………………………。186

第195図 S125出 土遺物 ・…………………………186

第196図 S126竪穴住居跡 ・………………………189

第197図 S126竪穴住居跡断面図 ・……………・・190

第198図 S126カ マ ド ………………………………191

第199図 S126旧 カマ ド …………………………193

第200図 S126掘 りかた 。………………………・・195

第201図 S126出 土遺物 (1)……………………196

第202図 S126出 土遺物 (2)… …………………・197

第203図 S126出 土遺物 (3)… …………………・198

第204図 S126B竪 穴住居跡 ………………………199

第205図  S126B掘 りかた…………………………・200

第206図 S126B遺物出土状況……………………201

第207図 S126B出土遺物 (1)… ………………・202

第208図 S126B出土遺物 (2)…………………Ⅲ203

第209図 S126B出土遺物 (3)… ………………。203

第210図 S126・ 26B出土遺物 (4)……………・203

第211図 S127竪穴住居跡 。一……………………204

第212図  S127掘 りかた …………………………205

第213図 S127B竪 穴住居跡 ………………………205

第214図 S127出 土遺物 ・…………………………205

第215図 S128竪穴住居跡 。………………………206

第216図 S128竪穴住居跡 ピット断面図 ………206

第217図  S128掘 りかた …………………………208

第218図  S128カ マ ド ……………………………209

第219図 S128旧 カマ ド …………………………210

第220図 S128出 土遺物 …………………………211

第221図 S129竪穴住居跡 ・………………………212

第222図 S129掘 りかた …………………………213

第223図 S129出 土遺物 ・…………………………213

第224図 S130竪 穴住居跡 。………………………214



第225図  S130掘 りかた …………………………215

第226図  S130カ マ ド・ 旧カマ ド ………………216

第227図  S130出 土遺物 …………………………・217

第228図  S130出 土遺物 (2)……………………・217

第229図 S131竪穴住居跡 ………………………・229

第230図  S132竪穴住居跡 ……………………・…220

第231図  S133竪穴住居跡 ………………………,220

第232図  S138竪穴住居跡 ……………………・…221

第233図  S138掘 りかた …………………………221

第234図  S139竪穴住居跡 ・………………………223

第235図 S139掘 りかた 。…………………………224

第236図 S139出土遺物 ・…………………………224

第237図  SB03出土遺物 …………………………・225

第238図  SB01・ 02掘立柱建物跡 ………………・226

第239図  SB03掘立柱建物跡 ……………………・227

第240図  SK02出土遺物 …………………………。229

第241図  SK04遺物出土状況 ……………………。230

第242図 土坑 (SK)平面図 ・……………………232

第243図 土坑 (SK)平面図 (2)・ ………………234

第244図 土坑 (SK)平面図 (3)・ ………………236

第245図 土坑 (SK)平面図 (4)・ ………………238

第246図 土坑 (SK)平面図 (5)・ ………………243

第247図 土坑出土遺物………Ⅲ……………………244

第248図  SK09出 土石器 …………………………・245

第249図  SD01・ 02溝跡 …………………………。247

第250図  SD03溝跡 ………………………………。248

第251図  SD03出 土遺物 …………………………。248

第252図  SD04溝跡 ………………………………・249

第 1

第 2

第 3

第 4

第 5

第 6

第 7

第 8

表 土器組成表………………………………312

表 岩手県内の掘立柱建物跡集成…………321

表 西川目遺跡土器観察表…………………331

表 西川目遺跡陶磁器観察表………………333

表 西川目遺跡木製品観察表………………334

表 西川目遺跡金属製品観察表……………334

表 西川目遺跡石器観察表…………………386

表 西川目遺跡土製品観察表………………336

第253図 SD出 土遺物 ………………………・……250

第254図 SD05溝跡 ………………………………Ⅲ250

第255図 SD06溝跡 ………………………………。251

第256図 SD07・ 08溝跡 …………………………。251

第257図 SD09溝跡 ………………………………。252

第258図  SE01・ 02井戸跡 ………………………・254

第259図 SE01出土遺物 …………………………・254

第260図  S133出 土遺物 ・………………………・・256

第261図 S135出 土遺物 ・……………………Ⅲ…・256

第262図  ピット位置図 (1)……………………・257

第263図  ピット位置図 (2)……………………・258

第264図  ピット位置図 (3)……………………Ⅲ259

第265図  ピット位置図 (4)……………………。260

第266図  ピット位置図 (5)…………―………。261

第267図  ピット位置図 (6)……………………・262

第268図  ピット位置図 (7)……………………。263

第269図  ピット位置図 (8)……………………。264

第270図  ピット位置図 (9)……………………Ⅲ265

第271図 遺構外出土遺物 (1)…………………。266

第272図 遺構外出土遺物 (2)…………………Ⅲ267

第273図 遺構外出土遺物 (3)¨ ………………Ⅲ268

第274図 遺構外出土遺物 (4)…………………・268

第275図 杯の分類…………………………………308

第276図 甕の分類…………。………………………309

第277図 各遺跡の住居規模………………………315

第278図 住居方位…………………………………316

第279図 岩手県内掘立柱建物の諸例 …一………322

次

第 9表 西川目遺跡Pit観察表 ・…………………341

第 10表 堰向Ⅱ遺跡土器観察表…………………346

第 11表 堰向Ⅱ遺跡陶磁器観察表………………356

第 12表 堰向Ⅱ遺跡金属製品観察表……………357

第 13表 堰向Ⅱ遺跡石器観察表…………………357

第 14表 堰向Ⅱ遺跡 Pit観察表 …………………,358

第 15表 堰向Ⅱ遺跡土製品観察表…………Ⅲ……366

目



写 真 図 版 目 次

写真図版 1-1 西川目遺跡遠景① (南から)

-2 西川目遺跡遠景② (西から)

写真図版 2 西川目遺跡A区 (南から)

写真図版 3 西川目遺跡 B区

写真図版 4-1 基本土層

-2 作業風景

写真図版 5-l A区 調査前状況

-2 B区 北調査前状況

-3 B区 南調査前状況

写真図版 6-l S101完掘状況

-2 S101南 北土層断面

-3 S101東西土層断面

写真図版 7-l S103完掘状況

-2 S103東 西土層断面

-3 S103南 北土層断面

写真図版 8-l S103カ マ ド完掘状況

-2 S103カ マ ド土層断面

-3 S103掘 りかた

写真図版 9-l S104完掘状況

-2 S104東 西土層断面

-3 S104南 北土層断面

写真図版10-l S104カ マ ド検出状況

-2 S104旧 カマ ド完掘状況

-3 S104遺 物出土状況

写真図版■-l S105完 掘状況

-2 S105東 西土層断面

-3 S105南 北土層断面

写真図版12-l S107完掘状況

-2 S107南 北土層断面

-3 S107東 西土層断面

写真図版13-l S107ピ ット1

-2 S107ピ ット2

-3 S107カ マ ド周辺遺物出土状況

写真図版14-l S107カ マ ド完掘状況

-2 S107カ マ ド土層断面

-3 S107カ マ ド袖断ち割 り

写真図版15-l S109完掘状況

-2 S109土層断面

-3 S109遺物出土状況

写真図版16-l S110完掘状況

-2 S110土層断面

-3 S110カ マ ド完掘状況

写真図版17-l S110カ マ ド土層断面 (南北)

-2 S110カ マ ド土層断面 (東西)

-3 S110カ マ ド袖断ち割 り状況

写真図版18-l S110旧 カマ ド

ー 2 S110旧 カマ ド土層断面

-3 S110カ マ ド遺物出土状況

写真図版19 A2区完掘

写真図版20-l SB02完掘状況

-2 SB02柱配置状況

-3 SB02整地層断面

写真図版21-l SB02柱穴断面 (1)

-2 SB02柱穴断面 (2)

-3 SB02柱穴断面 (3)

写真図版22-l SB01完掘状況

-2 SB03完掘状況

-3 SB04・ 05・ 06完掘状況

写真図版23-l SE01完掘状況

-2 SE01土層断面

-3 SE02完掘状況

写真図版24-1 近世墓群

-2 SZ01完掘状況

-3 SZ01土層断面

写真図版25-l SZ02・ 03棺検出状況

-2 SZ02・ 03掘 りかた

-3 SZ03遺物出土状況

写真図版26-l SZ02土層断面

-2 SZ02遺物出土状況

-3 SZ03棺検出状況

写真図版27-l SZ04棺検出状況①

-2 SZ04棺検出状況②



-3 SZ04掘 りかた

写真図版28-l SZ05棺 検出状況①

-2 SZ05棺検出状況②

-3 SZ05遺 物出土状況

写真図版29-l SZ05土 層断面

-2 SZ05掘 りかた

-3 近世墓群完掘状況

写真図版30-l SZ06棺 検出状況①

-2 SZ06棺検出状況②

-3 SZ06土層断面

写真図版31-l SZ07棺 検出状況①

-2 SZ07棺検出状況②

-3 SZ07土層断面

写真図版32-l SZ09棺 検出状況①

-2 SZ09棺検出状況②

-3 SZ07・ 09検出状況

写真図版33 A区水田跡 (SF01)

写真図版34-l A区水田跡 (SF01)

-2 A区 水田跡断面

写真図版35-1 堰向Ⅱ遺跡遠景 (東南より)

-2 堰向Ⅱ遺跡遠景

写真図版36 A区全景 (西から)

写真図版37 B区全景 (北から)

写真図版38 C区全景 (北から)

写真図版39-l B区調査前状況①

-2 B区 調査前状況②

-3 C区 調査前状況

写真図版40-l S101完掘状況

-2 S101土 層断面

-3 S101カ マ ド

写真図版41-l S102完掘状況

-2 S103完 掘状況

-3 S103土 層断面

写真図版42-l S103カ マ ド①

-2 S103カ マ ド②

-3 S103カ マ ド土層断面

写真図版43-l S103 B完掘状況①

-2 S108B完掘状況②

-3

写真図版44-1

-2

-3

写真図版45-1

-2

-3

写真図版46-1

-2

-3

写真図版47-1

-2

-3

写真図版48-1

-2

-3

写真図版49-1

-2

-3

写真図版50-1

-2

-3

写真図版51-1

-2

-3

写真図版52-1

-2

-3

写真図版53-1

-2

-3

写真図版54-1

-2

-3

写真図版55-1

-2

-3

写真図版56-1

S103旧 カマ ド断面

S104完掘状況

S104東西土層断面

S104南北土層断面

S105完掘状況

S105東西土層断面

S105南北上層断面

S105カ マ ド完掘状況①

S105カ マ ド完掘状況②

S105カ マ ド土層断面

S105旧 カマ ド

S101完掘状況

S106土層断面

S107完掘状況

S107東西土層断面

S107南北土層断面

S108完掘状況

S108土層断面

S108t屈 りかテこ

S108カ マ ド完掘状況

S108カ マ ド土層断面

S108カ マ ド袖断ち割 り

S109完掘状況

S109土層断面

S109掘 りかアと

S109カ マ ド完掘状況

S109土層断面

S109カ マ ド袖断ち割 り

S110完掘状況

A区東検出状況

S111検 出状況

S111検 出状況

S111東西土層断面

SI■ 南北土層断面

SI■ カマ ド完掘状況

S111カ マ ド土層断面①

S111カ マ ド土層断面②

S111カ マ ド袖断ち割 り



-2

-3

写真図版57-1

-2

-3

写真図版58-1

-2

-3

写真図版59-1

-2

-3

写真図版60-1

-2

-3

写真図版61-1

-2

-3

写真図版62-1

-2

-3

写真図版63-1

-2

-3

写真図版64-1

-2

-3

写真図版65-1

-2

-3

写真図版66-1

-2

-3

写真図版67-1

-2

-3

写真図版68-1

-2

-3

S111掘 りかた①

SI■ 掘 りかた②

S112完掘状況

S112土層断面

S112カ マ ド

S113完掘状況

S113土層断面

S113掘 りかた

S114完掘状況

S114土層断面

S114遺物出土状況

S115完掘状況

S115南北土層断面

S115東西土層断面

S116・ 17完掘状況

S116。 17東西土層断面

S116・ 17南北土層断面

S118検出状況

S118完掘状況

S118土層断面

S118遺物検出状況①

S118遺物検出状況② (東から)

S118遺物検出状況③ (北から)

炭化材出土状況

長嶺瓶出土状況

須恵器大甕出土状況

S119完掘状況

S119南北上層断面

S119東西土層断面

S120検出状況

S120完掘状況

S120土層断面

S120カ マ ド

S120カ マ ド土層断面

S120カ マ ド煙道断面

S120遺物出土状況

S120掘 りかた①

S120掘 りかた②

写真図版69-1

-2

-3

写真図版70-1

-2

-3

写真図版71-1

-2

-3

写真図版72-1

-2

-3

写真図版73-1

-2

-3

写真図版74-1

-2

-3

写真図版75-1

-2

-3

写真図版76-1

-2

-3

写真図版77-1

-2

-3

写真図版78-1

-2

-3

写真図版79-1

-2

-3

写真図版80-1

-2

-3

写真図版81-1

-2

S121完掘状況

S121東西土層断面

S121南北上層断面

S121掘 りかた

S121炉跡検出状況

S121炉跡完掘状況

S122完掘状況

S122土層断面

S122掘 りかた

S122カ マ ド完掘状況

S122カ マ ド土層断面 (東西)

S122カ マ ド土層断面 (南北)

S123完掘状況

S124完掘状況

S124土層断面

S125完掘状況

S125土層断面

S125つ岡りかテこ

S125カ マ ド

S125カ マ ド煙道

S125カ マ ド土層断面

S126検 出状況

S126完掘状況

S126掘 りかた

S126土層断面①

S126土層断面②

S126土層断面③

S126カ マ ド

S126カ マ ド断ち割 り

S126旧 カマ ド

S126B完掘状況

S126B土 層断面

S126B掘 りかた

S126B遺物出土状況①

S126B遺物出土状況②

S126Bナ ベ出土状況

S127完掘状況

S127土層断面



-3 S127B完掘状況

写真図版82-l S128完掘状況

-2 S128土層断面

-3 S128掘 りかた

写真図版83-l S128カ マ ド①

-2 S128カ マ ド②

-3 S128カ マ ド袖断ち割 り

写真図版84-l S129完掘状況

-2 S129掘 りかた

-3 S130完 掘状況

写真図版85-l S130カ マ ド完掘状況

-2 S130カ マ ド土層断面

-3 S138完 掘状況

写真図版86-l S138カ マ ド土層断面

-2 S139完 掘状況

-3 S139掘 りかた

写真図版87-l SE01完掘状況

-2 SE01土層断面

-3 SE02完掘状況

写真図版88-1 8B01完掘状況

-2 SB02完掘状況

-3 SB03完掘状況

写真図版89-l SD01 0 02完掘状況

-2 SD03完掘状況

-3 SD04完掘状況

写真図版90-l SD05土層断面

-2 SD06土層断面

-3 SD07・ 08完掘状況

写真図版91-l SK04土層断面

-2 SK04下層遺物出土状況

-3 SK04上層遺物出土状況

写真図版92-l SK20土層断面

-2 SK27遺物出土状況

-3 SK29完掘状況

写真図版98-l D区南全景 (南から)

-l D区 北全景 (北から)

写真図版94 S101出 土土器①

写真図版95 S101出 土土器②

写真図版96

写真図版97

写真図版98

写真図版99

写真図版100

写真図版101

写真図版102

写真図版103

写真図版104

写真図版105

写真図版106

写真図版107

写真図版108

写真図版109

写真図版110

写真図版111

写真図版112

写真図版113

写真図版■4

写真図版■5

写真図版116

写真図版117

写真図版118

写真図版119

写真図版120

写真図版121

写真図版122

写真図版123

写真図版124

写真図版125

写真図版126

写真図版127

写真図版128

写真図版129

写真図版130

写真図版131

写真図版132

写真図版133

S102出土土器

S104出土土器

S104・ 05出土土器

S105出土土器②

S107出土土器

S107②・09出土土器

S110出土土器

Pit。 遺構外出土遺物

土錘

SZ03出土棺材

SZ04出土棺材

SZ05出土棺材

SZ06出土棺材

SZ07出土棺材

SZ09出土棺材

金属製品

銭貨

近世墓 (SZ)出 土鉄釘

S101出土土器

S103① 出土土器

S103② 出土土器

S104・ 05出土土器

S108・ 09。 ■ 出土土器

S114出土土器

S118出土土器①

S118出 土遺物②

S118・ S119出土土器③

S118出土土器④

S120・ 21出土土器

S122・ 23・ 24・ 25出土土器

S126出土土器①

S126出土土器②

S126出土土器③

S126出土土器④

S126B出土土器①

S126B出 土土器②

S126B出 土土器③

S128出土土器①



写真図版134

写真図版135

写真図版136

写真図版137

写真図版188

写真図版139

S128出土上器②

S129・ 30出土上器

SI弱・ 35・ 39出土土器

SK出土土器①I

SK出土土器②

SD04・ SE01・ 遺構外出土遺物

写真図版140

写真図版141

写真図版142

写真図版143

写真図版144

遺構外出土遺物

出土鉄製品

S126B出土陶硯

出土土製―品

出土石器



序章 調査の概要

第 1節 調査 に至 る経過

西川目及び堰向Ⅱ遺跡は、ほ場整備事業 (担い手育成区画整理型)二子地区の施工に伴い、その事業区域

内に位置することから発掘調査を実施することになったものである。

本事業は、北上市二子町地内の200 haの 地区で、現況の水田は昭和27～ 29年 にかけて10a区画に整備さ

れたものの耕作道は 2～ 3mと狭小で小用水路はほとんどが土水路で漏水 し、小排水路は水路底が浅 く排水

不良により湿田化し、営農の大型機械化、耕地の汎用化、さらには農地の流動化、生活環境の向上など高生

産性農業を阻害 している。それらの阻害要因を除去 し、土地利用型農業の生産性の向上を図るために農地を

集団化 し近代農業の中心となりうる担い手が農業生産を効率的かつ安定的に担い、新時代農業構造の確立に

資することが肝要であり、生産基盤の整備と生活環境の一体整備を実施することとして、平成 8年度に新規

採択されたものである。

本事業の施工に係わる埋蔵文化財の取扱については、ほ場整備事業主体の北上農村整備事務所 (現北上地

方振興局農林部農村整備室)カベ、平成14年 11月 21日 付け北農整第506号 で県教育委員会に試掘調査を依頼 し

た。

依頼を受けた県教育委員会では、平成14年 11月 28日 付け教生第1260号 でその旨の回答があり、発掘調査が

必要となった。これを受けて財団法人岩手県文化振興事業国に発掘調査を委託することになった。

(北上地方振興局農林部農村整備室)

第 1図 遺跡位置
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第 2節 調査の方法

グリッドの設定 調査を行うにあたって、遺構の位置や遺物の出土地点を正確に把握するためグリッドの設

定を行っている。調査は西川目遺跡のあと引き続いて堰向Ⅱ遺跡についても行う予定であったため、共通の

グリッドを設定 した。各遺跡はほ場整備事業に伴う道路や水路建設予定地であったため、非常に細長い調査

区であり、また、それぞれの調査区が正方位に乗らないため国家座標をそのまま基準とする事が困難であっ

た。そのためグリッドの軸は調査区の方向を基準とし、 2遺跡のほぼ中間地点である排特 2号水路予定地中

央を原点として、最小 lm× lmの グリッドを設定 した。 したがって、座標北より約11° 西へ触れることと

なる (第 2図 )。 グリッド名は原点からの方向と距離を使用した。例えば、N10W10な ら原点から北へ10m、

西へ10mの地点のグリッドである。各グリッド北西端をそのグリッド名としている。また、国家座標に対応

させるための基準点を 4カ 所、補助杭を 8カ 所に各調査区付近に打設 した。基準杭の打設は測量業者に依頼

o        (1:4,000)      200m

第 2図 グリッ ド配置図
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している。成果については以下の通 りである。なお、座標今回世界測地系を使用 している。

基本杭 1

基本杭 2

基本杭 3

基本杭 4

X=-75530,8317

X=-75695.2454

X=-75671.6709

X=-75814,7049

Y三=25790.0081

Y=25635.5280

Y=25915.6709

Y=25888.5881

H=63.963

H=64.446

H=63.567

H=63.454

試掘 本調査に先立ち試掘を行っている。試掘は岩手県教育委員会生涯学習文化課により前年度に行われて

いるが、層序・土質 。遺構の密度や状態を把握する上で再度行った。幅 lm、 長さ2mほ どの トレンチを各

調査区に計21カ 所入れ、入力で行った。その結果、表土である現耕作土直下に遺構検出面が存在すること、

遺構の密度が当初予想より多 くなること、部分的に遺構が削平されていることなどが予想された。また、西

川目遺跡においては、一段低い部分 (A区南端部分)に は水田耕作土可能性があることが確認できた。その

ため、試掘の後に分析業者に依頼 してプラント。オパールの分析を依頼 した (結果については第Ⅲ章参照)。

表土掘削 試掘の結果、遺構検出面までは約20～30cmの 深さしかないことが判明しているが、調査期間・予

算が非常に限定されているため、重機 (バ ックホウ)を使用することにより作業の効率化を図った。重機の

使用にあたり、検出面まで浅いことから調査員の監督のもと、遺構に影響が及ばないよう最大限に留意 した。

遺構検出・精査 検出作業にあたっては人力による作業に頼った。鋤簾などを使用して遺構の確認を行った

のちに、移植ごてを使用 して掘り下げている。遺物の取り上げは写真撮影や微細図作成の後に竹箆などを使

用して行っている。遺構の掘り下げはおもに 2分法や 4分法を適宜使い分けて、土層を観察しながら進めた。

土層の把握が困難な場合については適宜サブトレンチを入れ、理解に心がけている。完掘後は記録を取った

のちに、断ち割りを行い、掘りかたや貼床の状況を再確認 している。

遺構の命名 検出された遺構については以下の記号を使用 して略称 している。

竪穴住居跡 :SI

ピット (小穴):Pit

掘立柱建物跡 :SB

(遺構内のピット:ピ ッ

土坑 :SK   溝跡 :SD   柵跡 :SA

卜)  水田跡 :SF   不明遺構 :SX

記録の作成 おもに、遺構検出時、土層断面、遺物出土状況、遺構完掘時には、写真撮影・実測図の作成を

行っている。写真撮影は基本的に6× 7版カメラを使用 し、フィルムはモノクロを使用しているがカラーも

適宜使用している。また、補助としてデジタルカメラを使用 した。調査終了時にはセスナによる航空写真の

撮影 も行っている。実測作業は、基本的に 1/20縮尺で平面 。断面図の作成を行っているが、一部 (遺物出

土状況 。カマ ドなど)については 1/10な どの縮尺で図化 している。

確認調査 調査地点が隣接するため、本調査と同時に確認調査も行った。確認調査は、工事によって掘削が

及ばない、つまり遺構が破壊されない部分について行っている。具体的には西川目遺跡のA区の一部、堰向

H遺跡のD区の一部である。ここで検出された遺構については基本的に、検出作業を行った後に遺構の位置

や範囲の図化と写真撮影を行った後に調査を終了している。なお、遺構の一部が本調査区に及んでいる場合

は精査を行っている。そのため、確認調査区の範囲にある遺構でも本調査を行った遺構がある。また、堰向

Ⅱ遺跡D区 については、岩手県教育委員会生涯学習文化課、委託者、当センターとの協議の上、工事予定の

深度が深 く及ぶ部分についてのみ本調査、及ばない部分は確認調査を行っている。 したがって、D区 につい
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ては変則的に本調査区と確認調査区が入 り組んだ状況となっている。

整理作業 野外調査の終了後ただちに室内整理作業を行っている。出土 した遺物や図面類の整理、報告書の

作成に向けた作業である。現場で作成した図面類は、点検・合成を行ったのちに第 2原図を作成した。遺物

類は、洗浄後、記名、接合、復元作業を経て、実測に移る。作成された各図面類はその後製図、版組を行っ

た。また遺物については写真撮影を行った後に版組みをしている。室内整理作業は3月 31日 をもって終了し

た。                      ‐

第 3節 調査経過

西川目遺跡

野外調査は4月 9日 より開始 した。調査区は 2つの地区に別れていたため調査順に東からA区・ B区 と命

名した。A区はさらに市道により2カ 所に分断されている。そのため東西の区域をAl区、南北の区域のう

ち市道より北をA2区、南側をA3区 と呼称することにした。調査はA区より開始する。

4月 中旬 調査の開始。試掘、機械掘削、検出作業を行う。Al・ 2区については、Ⅲ層である黒褐色土

がよく残存しているため、遺構堆積土との区別が難 しく、検出には困難を要した。検出はAl区東側からは

じめ、西側、A2・ 3区の順で進めた。

4月下旬 A区の 1回 目の遺構検出作業が終了し、 B区の検出を行う。A区では住居跡、ピットが多数検

出され、灰白色火山灰が含まれる住居跡なども確認できた。これによって、時期が大まかながら判断し得る

ようになる。

5月 上旬 B区の 1回 目の検出作業が終了し、遺構数がほぼ確定する。遺構精査の前に、遺構の集中が予

想されるAl区東側や検出が困難であったA3区を中心に再検出を行っている。A3区は遺構が検出されて

いる面よりも地形的に一段下がっている場所であり、水田跡の検出が期待される場所である。 したがって、

壁際に側溝を掘り、断面の把握を試みた。その結果、火山灰が粒子状の合まれる土層が堆積 しており、削平

を受けているものの水田耕作土の可能性が認められた。肉眼観察では確定できないので業者に依頼 し、土壌

分析を行っている。中旬よりAl区の遺構の精査を開始する。

5月 下旬 竪穴住居跡を中心に精査を行い、併行 してB区の再検出も行った。その結果、竪穴住居跡、掘

立柱建物跡などが検出された。また、集落の境界も判明している。

6月 上旬 A区の遺構はほぼ完掘状態にあったが、Al区 と2区 との境界部分に、廂付きと思われる掘立

柱建物跡が検出された。調査区内では一部のみであったため、範囲を広げて確認を行っている。いっぽうで、

第 4図 遺構の掘削
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B区の精査を本格的に開始している。近世の掘立柱建物跡や近世墓は重複が多 く、精査が困難であった。ま

た、近世墓には、棺材が良好に残存していたため、調査に時間を要している。ここまでで、すべての遺構に

調査が進んだため、 9日 に航空写真撮影を行っている。

6月 下旬 A・ B区 とも竪穴住居跡のカマ ドの断ち割りを行っているが、主体はA3区の低地部分とB区

の近世墓の精査である。前者では、擬似畦畔と思われる痕跡が確認されることから水田跡であると判断され

た。後者の調査は引き続き精査と図面作成をあわせて行っている。28日 には雨天のなか現地説明会を行って

いる。

7月 上旬 調査も終盤となったが、委託者との協議の結果、調査予定区内に存在する市道部分については、

遺構の広がりが予想されることから、調査を行うこととなった。

近世墓の調査は最後まで残ったが、 7月 11日 をもって全て終了し、堰向Ⅱ遺跡へ移動 した。

堰向Ⅱ遺跡

堰向Ⅱ遺跡は当初 3カ 所の調査区に別れており、西側からA・ B・ C区 と命名した。その後、BoC区の

南端部分について面積の増加が行われ、さらに、調査終盤にもう1カ 所の調査区が増加された (D区 )。 し

たがって、合計 4カ 所の調査区に分割して、調査を行うこととなる。調査は圃場整備工事の優先順にB区よ

り開始 した。

7月 上旬 試掘から調査を開始した。調査区が 3カ 所に分かれていたため、 トレンチの数が多 くなった。

合計20本を各調査区に入れている。その結果、土層堆積は西川目遺跡と同様であることが判明したが、遺構

の密度が高いことわかり、調査の難航が予想された。

7月 下旬 試掘の後、重機による表土掘削を行い、検出作業を始めた。表土の厚さが薄いため、削平され

ている部分が多 く、重機のよる掘削も浅 くならざるを得ず、人力で掘 り下げる部分が多かった。検出をはじ

めると試掘の結果以上に遺構が密集していることが判明した。遺構は削平を受けているものの、比較的良好

に残存 していることが予想された。遺構数が多 く見込まれたため、まず全体の検出作業を行い、そののちに

今後の調査日程を考えることとした。

3月 上旬 引き続き検出作業を行った。 C区はとくに削平されている部分が多く、検出作業に時間を要し

た。また、 C区北側は斜面になっているため、Ⅲ層が残存していた。念のためその面上で検出作業を 1度行

い遺構の有無を確認 した後に、再度重機によりⅢ層を除去 した。盆休み前までには遺構数がほぼ確定 した。

8月 下旬 遺構の精査をB区 の竪穴住居跡より開始する。竪穴住居跡の精査は比較的順調に進んだ。

S103竪穴住居跡は規模がやや大きく遺物の大量に出土 し、カマ ドも2基確認 している。当初単独の住居跡

第 6図 作業状況
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と考えており、貼り床とおばしき部分を掘り下げたところ、拡張前の住居跡であることが判明した。調査 し

たカマ ド2基のうち 1基はこの拡張前の住居跡に伴うものと考えられる。

9月 上旬 竪穴住居跡以外の遺構の精査に着手する。 B区には柱穴跡は約400基検出されたため、主体は

この精査であった。その後、一部の作業を残 しA区へ移動 した。

9月 下旬 A区の精査を中心に作業を行っている。S118は焼失住居跡であり大量の遺物が出土 し、なか

でも須恵器 。大甕が割れてはいるが良好に残存していた。A区からは合計13軒の住居跡が検出された。30日

にはB区の部分終了確認を行っている。その際に協議が行われ、 B・ C区の面積追加とあらたにD区を追加

することが決められた。ただし、当初は全て確認調査という方向で話が進められている。

10月 上旬 作業の主体はB区の面積増加部分の調査であり、終了後 C区へ移動している。A区 は図面を中

心に作業が残存した。 C区はもっとも削平を受けていた区域であり、床面だけの住居跡なども確認されてい

る。 C区の遺構のうち S126は 1辺が約 7m四方と予想され、調査区内にはいずれの隅角部分も検出されな

い大形の住居跡である。そのため、全体を把握するため時間を要した。

10月 下旬 A区の図面作業が難航し、いまだ作業が残っている。主体はC区遺構精査であり、いずれもほ

ぼ完掘状態にはあった。S126はその下層にもう1軒住居跡が重なっており、調査は引き続き行われた。

11月 上旬 C区の精査と併行してD区の表土剥ぎを行った。D区 は今回の調査においてはもっとも削平を

受けている場所であった。確認調査の予定であったが、部分的に工事で削平される箇所があることが判明し、

急遊本調査を行うこととなった。検出の結果は竪穴住居弥が10軒のほか、土坑・溝跡 C Pitが確認された。

このうち竪穴住居跡 2軒、溝跡 1条、土坑跡 4基を精査 した。削平が大きく、比較的早 く調査が終了してい

る。 C区 は S126の大形住居跡が残っていたが、D区の調査が終了する頃には、日処がついた。11月 19日 を

もって全ての作業が終了し、撤収 した。

第 4節 普及活動

各発掘現場においては、一般の見学者の要請があれば随時見学を受け入れており、今年度についても、調

査中より地元の方々をはじめ多くの見学者をえた。そのほか新聞各紙におても調査状況や調査成果が発表さ

れている。また、このほか調査の成果を広く発表するために、現地での説明会を行っている。いずれも県民

の多数の参加を得ている。日程及び参加者数は下記の通りである。

現地説明会  西川目遺跡  6月 26日   参加者 60名

堰向Ⅱ遺跡  10月 18日   参加者 70名

第 8図 土器洗浄
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第 5節 遺 跡 の環 境

1.地理的環境

西川目遺跡・堰向Ⅱ遺跡は北上市二子町西川目66ほかに所在する。北上市は、北は花巻市、南は胆沢郡金

ヶ崎町、東は江刺市・和賀郡東和町、西は和賀郡湯田町と接 し、面積は437,55M、 人口は約98,000人 (平成

15年 7月 現在)と県内では盛岡市に次 ぐ人口規模を有する中核都市である。北上市は、近世以降、北上川を

利用 した水運によって南北に通じ、西は出羽平鹿郡に通 じるという地理的条件から交通の要衝であり、宿場

町・北上川の商港として栄えてきた。旧北上市、和賀町、江釣子村が合併 した現在でも、国道 4号 と国道

107号 が交差 し、また東北自動車道秋田線の開通によって、太平洋側と日本海側を結ぶ物流の中継地として

の役割を担っている。

北上市周辺は岩手県域を南流する北上川の中流域、北上盆地にあたるが、北上川とその支流は岩手県内に

おいては様々な扇状地 。段丘を形成している。北上盆地はこれらの扇状地・段丘によって構成され、東は北

上山地、西は奥羽山脈に狭まれた南北約90kmに及ぶ帯状の盆地である。このうち北上市は、北上盆地のほば

中央、北上川とその最大の支流である和賀川の合流点に位置している。北上市周辺の地形は、盆地のほば中

央を北上川と北上川河谷平野が南北に縦断し、それらによって東部の小起伏山地を含む丘陵地域と西部の扇

状地性の台地群の二つに大きく区分されている。東部は北から連続する物見山丘陵をはじめとする各丘陵が

北上川付近まで大きく拡がるが、西部では台地が卓越し、最低でも3段以上の時期を異にする台地に分類さ

れている。この西部の台地では下位段丘が最も広 く拡がり、これは西部山間地近 くの開析扇状地と北上川沿

いの旧谷底平野が段丘化 したものの二つの性格から成り立っている。北上市の遺跡は、東部北上川沿いの丘

陵や西部の中位・下位段丘に多 く分布 している。

両遺跡の所在する二子地区は北上市の北東、北上川右岸に位置し、東を北上川、三方が村崎野段丘をはじ

めとする中位段丘に囲まれた北上川沿いに発達 した谷底平野にあたる。二子地区付近の谷底平野面は北上川

の現流路によって扶 られており、現河床との比高は約 3mと大きく段化 している。二子地区はその地形に北

上川の旧流路の痕跡を残し、また、北上川の旧流路によって形成された自然堤防を多 く残す。この自然堤防

上には多 くの遺跡が分布 し、両遺跡も二子地区の他の遺跡同様、このような自然堤防上に立地している。両

遺跡は、北上川の西方 2 km、 」R東日本村崎野駅の南東1.3kmに位置する。現在の二子地区の土地利用を概観

すると、自然堤防上は宅地として、北上川の旧流路は水田として利用される傾向がある。両遺跡付近の地形

は、概ね西の中位段丘から東の北上川に向かって緩やかに標高を減じるが、先に述べた自然堤防の存在によ

り、その微地形においては起伏に富んだ様相を呈 している。現状で両遺跡の立地する自然堤防は、西川目遺

跡が南北約600m、 東西が最大で約200m、 堰向Ⅱ遺跡が南北約700m、 東西約90mの範囲で拡がり、現地表

面での標高は西川目遺跡が62.2m～ 63.5m、 堰向Ⅱ遺跡が63.2m～ 64.65mで ある。遺跡の周囲に存在する低

地との比高差は西川目遺跡が2.5m、 堰向Ⅱ遺跡が lm～ 1.5mで、南北に概ね平坦な面が続 くのに対 して、

東西にやや急傾斜な落ち込みがみられる。発掘調査段階での両遺跡付近の旧地形は、以前のほ場整備等によ

りやや改変 しているものの、田区境や田面の高低差によってある程度推定することが可能であった。

2.歴史的環境

北上市内には、登録遺跡数が467遺跡 (平成14年 3月 現在)あ り、このうち西川目遺跡・堰向Ⅱ遺跡が所

在する二子地区には33遺跡が分布している。前節で述べたように、二子地区に分布する遺跡の多くは北上川
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の旧流路によって形成された自然堤防上に立地 しているが、そのほとんどは近年の分布調査によってその存

在が確認されたもので、発掘調査によって遺跡の内容が明らかとなったものは少ない。そのため、ここでは

二子地区の周辺地域を若千含めて述べることにしたい。

二子地区では縄文～古墳時代の遺跡の密度が希薄である。発掘調査が行われ、縄文時代の遺物が出土 した

遺跡としては野田 I遺跡 。中居俵Ⅱ遺跡 。二子城坊館遺跡 。二子城白鳥館遺跡があげられる。野田 I遺跡で

は縄文時代晩期の、中居俵Ⅱ遺跡では縄文時代前期 。中期 。後期 。晩期の土器片、石器が出土 しているが、

いずれも遺構外からの出土であった。また、三子城坊館遺跡の発掘調査では、土坑から縄文時代早期の土器・

石器が、三子城白鳥館の詳細分布調査では トレンチから縄文時代早期の上器・石器がそれぞれ出土している。

どの遺跡でも竪穴住居跡は確認されていない。このように二子地区の縄文時代の集落遺跡の状況は不明であ

り、様相は必ずしも明らかとはいえない。二子地区の周囲では北上川左岸に八天遺跡 。臥牛遺跡、和賀川の

扇状地に九年橋遺跡が所在 し、また、台地上にも多くの遺跡が知られるのとは対照的である。弥生時代につ

いても縄文時代同様、不明であり、僅かに下川端や野田出土の弥生時代前期の土器片が知られるのみである。

古墳時代には下川端 。野田・舟越出土の土師器、中村出土の鉄製品が報告されている。付近には古墳群の存

在は不明ではあるが飯豊町成田出土とされる方頭大刀がある。北上市域では古墳時代から奈良時代にかけて

江釣子周辺に集落が営まれ、古墳群の造営がみられるが、現段階では二子地区には同時期に比定できる集落

遺跡は知られていない。

二子地区では縄文～古墳時代の状況に対 して奈良 。平安時代には遺跡数の増加が顕著であり、発掘調査を

行った遺跡のほとんどがこの時期に比定される。中居俵Ⅱ遺跡では平安時代の竪穴住居跡 6軒が調査され、

近接する野田Ⅱ遺跡では平安時代の竪穴住居跡 1軒が調査された。秋子沢遺跡は二次にわたって発掘調査が

行われた。第 1次調査では 9軒、第 2次調査では 7軒の竪穴住居跡が調査され、土師器・須恵器 。鉄製品な

どが出土 している。また、第 1・ 2次調査とも竪穴住居跡内からは緑釉陶器が出土 している。これは岩手県

内では初めての出土として注目された。また、発掘調査による出土ではないが、中村遺跡出上の土師器が報

告されている。

中 。近世の遺跡としては、和賀氏の室町期の本城とされる二子城跡 (飛勢城跡)と周囲に配置された白鳥

館 。坊館・加賀館などの居館があり、部分的にではあるが発掘調査が行われている。二子地区の周辺には、

明確な時期は不明ながら、南に小鳥崎館跡、北上川左岸に黒岩城跡などの中世城館も分布 している。これら

の中世城館以外では墳墓或いは塚の分布がみられる。五輪壇遺跡は伝承で中世和賀氏の墳墓とされ、測量調

奎の結果、東西51× 南北35mの 長方形を呈 し一重～二重の堀を有することが判明した。また、これに隣接し

た塚の可能性を持つ高まりも確認されている。上川端塚群は 8基以上の塚が現存し、試掘調査の結果、土葬

墓が含まれることが判切している。塚群中の他の塚についても土葬墓あるいは火葬墓の墳墓である可能性が

指摘されている。近世に位置付けられる遺跡は、現状では明らかになっていないが、西方に二子一里塚があ

り、奥州街道の名残を今に伝えている。

今回の発掘調査の結果、西川目・堰向Ⅱ遺跡は平安時代の集落跡が主体であることが明らかとなった。そ

のため、次に古代和我郡にほぼ相当すると考えられる北上市域内の奈良 。平安時代の集落遺跡について概観

することにしたい。なお、ここで述べる遺跡の年代・遺構の性格などについては基本的に各報告書に従って

いる。

岩崎台地遺跡は 9世紀初頭からH世紀中葉まで継続する集落跡とされる。時期差はあるものの竪穴住居跡

117軒、掘立柱建物跡16棟が確認され、鉄製品 。小鍛治関連遺物の出土も比較的多い。上鬼柳Ⅱ・ Ⅲ遺跡で
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は竪穴住居跡22軒、工房跡 1軒、掘立柱建物跡12棟、窯跡 3基が確認され、概ね 9世紀末～10世紀代の集落

跡と考えられている。特筆すべき遺物としては墨書土器 (土師器)や鉄製品のほか、二彩・緑釉・灰釉陶器

があげられる。

下位段丘及び自然堤防上の遺跡としては、下谷地 B遺跡 。猫谷地遺跡 。本宿羽場遺跡がある。下谷地 B遺

跡では明確な遺構は確認されていないものの、297点 (小片を合む)の墨書土器が出土 しており、 9世紀代

から10世紀代にかけての遺跡とされる。猫谷地遺跡は江釣子古墳群に隣接する集落跡で時期的には断続的で

はあるが古墳時代～奈良・平安時代までの竪穴住居跡24軒、掘立柱建物跡 1棟が調査されている。本宿羽場

遺跡では竪穴住居跡15軒のほか土器溜り2基が調査され、 8世紀半ば～10世紀までの継続 した年代が与えら

れている。中位段丘上には藤沢・新平遺跡などが所在する。藤沢遺跡は数度にわたり調査が行われ、竪穴住

居跡49軒以上、掘立柱建物跡 3棟以上が調査されている。竪穴住居跡内にいわゆるロクロピットが確認され

たものや焼成遺構があり、生産と関わった集落跡と理解されている。また、竪穴住居内から緑釉・灰釉陶器

が出土 している。新平遺跡は古代駅家に推定され、竪穴住居跡数軒が調査されている。墨書土器 (土師器)・

須恵器などが出土 している。

北上川右岸の上川岸Ⅱ遺跡は 9世紀～10世紀代の集落跡とされ、竪穴住居跡25軒が調査されている。隣接

する牡丹畑遺跡では竪穴住居跡 7軒が調査され、 8世紀～ 9世紀初頭と9世紀後半以降の年代が与えられて

いる。北上川左岸では、立花南遺跡で竪穴住居跡 6軒が調査され 8世紀後半と9世紀前半の年代が与えられ

ている。横町遺跡では竪穴住居跡77軒が調査され、 8世紀末葉～ 9世紀後半の年代が与えられているが、 9

世紀後半のものが主体を占める。

このようにみると、北上市域の奈良 。平安時代の集落遺跡は、岩崎台地遺跡群・鬼柳遺跡群の所在する和

賀川右岸の夏油川との合流点付近から北上川との合流点付近にかけて、藤沢遺跡・新平遺跡をはじめとする

和賀川左岸 (江釣子～飯豊)周辺、上川岸遺跡・牡丹畑遺跡や対岸の横町遺跡などの和賀川と北上川の合流

点以北の低地付近、二子地区周辺の大きく4つの小地域に区分することができる。このような区分は当然、

発掘調査の有無 。調査面積などによる調査上の粗密の可能性もあるが、地形的要素や「拠点的」と捉えること

ができる遺跡の分布状況から現状では妥当と考えられる。各小地域では細かな点で遺跡の消長は異なるが、

大きくは 8世紀代に集落が出現し、 9世紀代に発展、10世紀前半にはほとんどの集落が廃絶するものといえ

る。また、「拠点的」な集落遺跡には施釉陶器の出土もみられ、古代和我郡と律令政府との関わりを窺い知る

ことができる。

―- 14 -―



く参考文献 (本章分)〉

斎藤淳ほか1982『東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書 �l(描谷地遺跡)』 岩手県文化財調査報告書第71集 岩手

県教育委員会

昆野・三上ほか1982『東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書 XVll(北上地区)』 岩手県文化財調査報告書第72集 岩

手県教育委員会

伊東格ほか1992『上鬼柳ⅡoⅢ遺跡発掘調査報告書 東北横断自動車道秋田線建設関連遺跡発掘調査』 岩手県文化振興事業団

埋蔵文化財調査報告書第161集  (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

平井進ほか1985『新平遺跡発掘調査報告書 広域農道整備事業北上地区 4号関連遺跡発掘調査』 岩手県文化振興事業団埋蔵文

化財調査報告書第91集 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

菅原弘太郎ほか1979『東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書 Ⅱ』 岩手県文化財調査報告書第34集 岩手県教育委員会

高橋典右衛門ほか1995『岩崎台地遺跡群発掘調査報告書 東北横断自動車道秋田線建設関連遺跡発掘調査』 岩手県文化振興事

業団埋蔵文化財調査報告書第214集  (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

杉本・安藤ほか1995『北上遺跡群 (1993・ 1994年度)蛭川館 。本宿羽場』 耳ヒ上市埋蔵文化財調査報告書第19集 北上市教育

委員会

山本・稲野ほか1991『二子地区遺跡詳細分布調査報告書』 】ヒ上市文化財調査報告第65集 北上市教育委員会

稲野裕介・稲野彰子1989『 牡丹畑遺跡 (1988年 度)』 北上市文化財調査報告第55集 北上市教育委員会

稲野裕介 。大渡賢一ほか1999『横町遺跡 (古代 。中世編)』 北上市埋蔵文化財調査報告書第38集 北上市教育委員会

稲野裕介 。稲野彰子1989『藤沢遺跡 (1988年 度)』 北上市文化財調査報告第54集 北上市教育委員会

稲野裕介・稲野彰子1989『藤沢遺跡 (Ⅱ )(1989年度)』 北上市文化財調査報告第58集 北上市教育委員会

稲野裕介・稲野彰子1993『藤沢遺跡 (Ⅲ )(1989年度)』 北上市埋蔵文化財調査報告第13集 北上市教育委員会

大渡賢-1999『藤沢遺跡V(1997・ 98年度)(遺構編)』 北上市埋蔵文化財調査報告書第37集 北上市教育委員会

吉田充 2000『 中居俵Ⅱ遺跡発掘調査報告書 二子地区ほ場整備』 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第362集 (財 )

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

君鳥武史2002『立花南遺跡』 】ヒ上市埋蔵文化財調査報告書第49集 北上市教育委員会

田山・土田1939『 北上山地の地形学的研究 其 1、 河岸段丘 B、 北上川及び馬淵川の河岸段丘』 学術研究報告第22(財)斎

藤報恩会

板橋源 1959「岩手県江釣子村新平遺跡発掘概報 古代駅家擬定地」『岩手大学学芸部研究年報』第15巻 岩手大学学芸学部

1977『 二子城跡坊館遺跡調査報告書』 】ヒ上市文化財調査報告第21集 北上市教育委員会

柳橋実ほか1976『 北上山系開発地土地分類基本調査 北上』 岩手県企画開発室 (北上山系開発)

菊池啓治郎1968「北上市二子町秋子沢遺跡調査報告 (第 1次 )」 『北上市史』第 1巻原始 。古代 (1)ゴヒ上市

桜井清彦 。玉口時雄1968「北上市二子町秋子沢遺跡調査報告 (第 2次)J『北上市史』第 1巻原始 。古代 (1)ゴヒ上市

沼山源喜治1968「北上市出土土師器考 北上川中流域を中心として」『北上市史』第 1巻原始・古代 (1)】ヒ上市

北上市 1968『北上市史』 第 1巻原始・古代 (1)

―- 15 -―



記載は、遺構の位置・ 重複関係、検出面、平面形・ 規模・方位、堆積上、壁 。床の状況、諸施設、遺物の順に記

述 している。

遺構は原則的に1/50で掲載 している。掘立柱建物跡 も竪穴住居跡 と規模の比較を重視 しため、同一縮尺で掲載

している。なお、住居カマ ド部分の拡大は1/25で ある。断面図は基本的に平面図に対応させている。

使用 した網掛け処理は下記の通 りである。

|      1 黒色処理 |      1 焼土
|||||||||||||||1 

炭化物

4

5

遺物の観察表は章末に掲載 している。

住居の方位は基本的に北方向を 0° としそこから西や東に何度触れているかを計測 した。計測箇所は平行 してい

る対辺をもつ壁であり、平面形が歪なものについては対辺の中点を結ぶ線を方位としている。

本書で使用する用語のうち「竪穴住居跡」 という語はカマ ドがある竪穴の遺構は居住用であるという仮定のもと

で呼称 しているだけであって、本来的にはその機能は不明であるため一般的な名称である竪水建物跡 とすべきも

のである。 ここでは、便宜的、通例的に従来のように竪穴住居跡と呼称 している。

遺物実測図における調整技法の表現は下図の通 りである。なお、本書では指によるナデ調整の表現は省略 してい

る。土器・ 石製品実測図は 1/4縮尺で、石製品・土製品 。鉄製品については 1/2・ 1/4縮尺、木製品は

1/6縮尺を基本的には使用 している。

本書において、 ピット (Pit)と 呼称する遺構はいわゆる柱穴状の小穴のことである。柱痕が残存するもの (柱

穴)と 残存 しないものがあり、 これらを含めてピット (Pit)と している。なお、住居内のものについてはピッ

ト (カ タカナ)、 単独のものはPit(英字)と して便宜的に区別 している。

本書で灰白色粒、灰白色火山灰と記載するものについては、一部のみを分析 (同定)したにすぎないが、十和田

aの テフラ (To―a)と 判断 している。

遺構の項にある時期については I～ Ⅱ期の呼称を使用 しているが、第Ⅳ章第 1部で詳細は触れている。

黒色処理

ロクロ
須恵器

ヨヨナデは省略

_ニノくご二ぅ

ヘラケズリ

タタキ
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第 I章 西川目遺跡

第 1節 調 査 の概 要

西川目遺跡は、北上川西岸 (右岸)に位置する自然堤防上に立地する。遺跡が所在する二子地区これまで

には付近においては調査があまり行われておらず、今回のほ場整備の計画によって新たに発見された遺跡で

ある。本調査に移行する前年には岩手県教育委員会生涯学習文化課による試掘調査によって、平安時代の遺

跡であることが判明していた。今回の調査は緊急調査ではあるが、これらの集落の実体解明という目的も合

わせもっている。

調査区は大きく分けて 2箇所に分かれている。東側よりA・ B区 と呼称 している。A区は、ほ場整備に伴

う支道第54号道路と支道第51号道路建設予定地であるる。幅が 7m、 長さが南北に130m、 東西に70mであ

り、L字形に直角に東に曲がっている。この調査区は、遺跡がのる自然堤防上を縦断する形に位置しており、

一部が自然堤防下の低地部分にも及んでいる。この低地部分より水田跡の可能性の高い遺構が検出されている。

自然堤防上からは平安時代を中心とする遺構が確認され、とくに廂がつく掘立柱建物跡の検出は特筆すべ

き遺構となっている。一部が調査区外に延びるがおおよその内容の確認は可能であった。また、いくつかの

竪穴住居跡からは十和田aテ フラの推積が確認されている。

B区はA区の西100mの地点に位置し、排特 2号水路と205区 田面の切土のともなう削平のために設定され

た調査区である。遺跡がのる自然堤防の縁辺に立地 している。調査区の形状は、上記 2つの工事予定地が複

合するため不正形な形状を呈している。南北に80m、 東西 6mの長方形の先端に底辺26mの三角形が合わさっ

たものである。調査区の北側は緩斜面になっており、そのまま低地部分に移行すると考えられる。検出遺構

としては、古代に属する総柱式掘立柱建物跡や竪穴住居跡などがあるが、主体は近世に属する遺構である。

とくに、近世墓峻は、棺材が残存するなど貴重な資料を提供 している。

検出された遺構の総数は、A・ B区合わせて竪穴住居跡 9軒、掘立柱建物跡 6棟、土坑 5基、 ピット252

基、溝跡 5条、墓峻10基がある。

調査の結果、平安時代を主体とする集落跡と近世に属する建物跡、墓渡からなる複合遺跡であることが判

明している。

第 2節 基本層序

調査区の層序は自然堤防上の各地点で確認を行った結果、いずれの地点でも同様の層序であることを確認

した。

I層 黒褐色シル ト 現耕作土

Ⅱ層 暗褐色シル ト 旧耕作層あるいは近世遺物包合層

Ⅲ層 黒褐色シル ト 古代生活面

Ⅳ層 暗褐色粘質土 古代検出面

V層 にぶい黄褐色粘質土 地山

Ⅵ層 暗オリーブ粘土 地山

低地部分は I・ Ⅱ層までは自然堤防上と同一であるが、Ⅲ層以下については異なっている。詳細は水田の

項で後述する。

―- 19 -―
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第 3節 調 査 内容

1.竪穴住居跡 (SI)

S101竪穴住居跡 (第 15～ 19図 )

B区東側、S■OEOグ リッドに位置する。北西 2mに SE01井戸跡が、西 3mに SB03掘立柱建物跡が存

在する。調査区の東端に位置 しているため、西側半分が調査区外に広がっており、完掘 していない。本遺構

にはカマ ド、 ピットが付属する。

検出はⅣ層上面で行ったが、断面図をみると、掘 り込みはⅢ層で確認できることが判切した。 したがって、

検出はやや掘 り下げた状態で行っていることになる。ただし、Ⅲ層直上は近現代の耕作土と考えているため

この層自体 も削平を受けており、本来の掘り込み面かどうか判断できない。

確認された規模は、西壁が4.7m、 北壁が0.65m、 南壁が3.3mである。北壁と南壁の幅は4.9mあ ることか

a

H=63400m

o     (1:50)     2m

第15図 S101竪穴住居跡

)/

ａ
一　　隆
陪

皿

Ⅳ
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o            (1 : 50)           2rn

遺構名  層番号 色調   記号  土性

第16図 S101掘 りかた

粘性  しまり 特徴

S101 黒褐色  10YR3/2 シル ト

黒色   10YR2/1 シル ト

暗褐色  10YR3/3 シル ト
にぶい黄褐色 10YR4/3 シル ト
にぶい黄褐色 10YR5/3 シル ト

暗掲色  10YR3/3 シル ト
黒褐色  10YR3/2 粘質土

にぶい黄褐ブロックを含む
黄褐ブロックを少量含む

黄褐ブロックを20%程度散在しながら合む
下位に黄褐ブロックを多量合む 初期埋土
4よ りはやや明るい色調、細かい横褐粘土多量に合む
灰白色粒 (火山灰)を含む 黄褐粒上位に多く含む
黄褐色土ブロック少量含む

やや強  中
中  やや弱

やや強 やや強
中  やや強
中  やや強
中  やや強
中  やや弱ピッ トⅢ2

ら、約 5mの規模であることが予想される。平面形は完掘 してないため不明であるが、方形を基調としたも

のと考えられる。隅角部分は丸みを帯びているがほぼ直角に近 く屈曲している。本遺構の方位は、カマ ドが

付設される西壁を基準とすると、N-22° ―Wに 向いている。

堆積土は 6層 に分層できる。初期堆積として 4・ 5・ 6層が考えられ、責褐色を主体とする粘質土である。

1・ 2層 は黒掲色を基本とする粘質土であり、これらの堆積状況から考えると自然堆積であろう。

床面は中央より北側がやや低 くなっているが、南側はほぼ平坦である。北壁と南壁際にはやや堅 く締まっ

た暗褐色の粘質土が堆積 しており、貼床と判断している。

掘 りかたは、壁際に沿って溝状に掘り込まれている。

カマ ドは西壁のほぽ中央部に設置されており、東壁より若千北側に斜交している。上部は削平されており、

下部のみの検出である。カマ ド本体 (左右袖)煙道、煙出しピットが付属する。

左右袖の幅は最大で83cm、 長さは右袖が壁際より56cm、 左袖が42clllで ある。高さは床面より20～23cmで あ

る。各袖は甕型土器や各礫を芯材とし、それに明黄褐色の粘質土を充填 して構成されている。両袖とも内側

は被熱 して赤変 している。甕型土器は両袖に各 1個体分倒位で設置されているが、右袖は基部 (壁際)に、

―- 23 -―
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ω
l

o      (1:25)     lm

遺構名  層番号

第17図 S101カ マ ド

色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S101カ マ ド 黒褐色  10YR3/2 粘質土 やや弱 やや弱 炭 少
明黄褐色 10YR6/6 砂質土  弱   中  焼土プロック多
暗褐色  10YR3/3S101'3や や強 やや強 焼土ブロック多
明責褐色 10YR6/8粘質土 やや強  強  焼土 焼きが特に強い部分
明黄褐色 10YR6/6 砂質土 やや弱 やや強 暗褐焼土ブロック 焼土プロック少
暗褐色  10YR3/4 粘質土  中  やや強 黄褐色砂ブロッタ 黒褐色粘質土プロック 少

左袖は先端に近い位置に設置されており、各袖でその位置が異なっている。天丼に礫が架構されていたかは

不明である。両袖間の堆積土は 1・ 2層が確認できる。 2層は地山プロックを多く合み若千堅 く締まってい

ることから天丼部の崩落と判断した。燃焼面は 2層直下にあり、堅 く締まっている。平面で見ると45× 28clll
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第18図  S101出土遺物

で両袖間に精円形状に広がっている。その使用面である4層の下層には貼床が位置していることから、

は床面構築後に付設されたと考えられる。

は壁際より西に1.78m延び、先端に40× 30clllの楕円形状のピットが付設され煙出しとしている。壁際

cmの 範囲まで天丼が崩落 しているが、その先60cmま ではⅣ層を トンネル状に参Jり 抜いている。壁際で

は、確認面より10cm、 煙出しピット側で42clllで42clllで あり、先端に向かって緩やかに傾斜 している。煙道の

は 1層のみ確認 している。雨中の調査であった

煙道と煙出しピットの接合箇所が崩落するなど、

不十分であった可能性がある。

卜は 2基床面に構築されている。 ピット1は、

跡北西隅角に位置し、一部調査区外へ広がって

現状での規模は42× 40cmで あり、深さは床面よ

である。平面形は楕円形状を呈していると考え

。堆積土は 1層が確認でき、黒褐色の粘質土が

ている。その位置から貯蔵ピットの可能性があ

o  (1:2)  5 cm
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る。ピット2は南西隅付近に位置し、30× 25cmの規模で、平面形は楕円形状を呈 している。深さは床面より

20clllで ある。

遺物は、土器を中心に、鉄製品も出土 している。出土土器の総重量は約3,500g、 そのうち14点・2,753g

の上器を図化 した。

1・ 2・ 5は土師器杯である。 1・ 5は直線的に開く体部を有 し、かつ底部側縁にヘラケズリによる再調

整痕を残す。いずれも内面には黒色処理が施されている。 2は直線に近いがやや内湾する体部をもつ。 1・

2・ 5の 日径は13clll前後でほば共通する。 3・ 4は 内湾する体部をもち、日縁端部で外反する器形である。

いずれも口径が17clllと 大きい。底部側縁にはヘラケズリによる再調整が施される。

6は 内面に黒色処理が施されない杯である。直線的に開く体部をもつ。内外面ともロクロ調整である。

7～ 11は甕である。いずれもロクロ調整が施されない、いわゆる非ロクロ甕である。日縁部の形状はいず

れもゆるやかに外反するものであり、明瞭には屈曲しない。 7・ 9の 日径は15～ 16clllで あり、 8は 13clllと 小

型である。内面調整は 7の 内面が横位ヘラナデであり、 8はハケメである。外面調整は縦位ヘラナデもしく

はハケメが施されるが、摩滅がはげしい。10は カマ ド袖の芯材として倒位で出土 したもので、ほば完形であ

る。ゆるやかに外反する日縁部をもつ。調整は内外面ともにハケメが施されるが、外面は縦位、内面は横位

方向である。11は 外面に横位のケズリが施される。

12は 甑の把手部と思われる一部のみのため不明である。外面にはミガキが施されている。

鉄製品は 2点が出土 している。いずれもカマ ドに近接した床面から出土 している。13は不明鉄製品であり、

「 Y」 字形を呈 している。雁又式の鉄鏃にも見えるが、断面の形状からそれとは異なっている。14は 、刀子

状の金具を「凹」の字形に折り曲げたものである。 3片 に分離 しているが全て接合する。用途は不明である。

長さが 5 clll、 幅が 4 clll、 厚さが l clllである。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡の時期は I期 (9世紀後半)に位置づけられると考えら

れる。                                          (西 澤)

S102竪穴住居跡は欠番

S103竪穴住居跡 (第20～ 23図 )

本竪穴住居跡はAl区 N10E150グ リッドに位置する。調査区内で検出できたのは北壁から西壁にかけて

の約1/3で あり、この部分についてのみ調査を行った。そのため本住居跡は完掘を行っていない。カマ ド煙

道部分でピットと重複 し、新旧関係は本住居跡が古い。

本住居跡はⅣ層上面において黒褐色土の広がりをもって検出しているが、煙道の一部から煙出しピットに

かけては試掘 トレンチによる削平のためV層上面で検出した。平面形・規模は調査区内で確認できた北壁で

東西3.50m、 調査区内の状況から方形を呈するものと考えている。本住居跡の方位は確認できた住居跡北壁

を基準とするとN-20° 一Eである。

住居内堆積土は4層 に分けた。 1～ 3層 は黒褐色粘質土を基調とする。このうち 1層は灰白色火山灰ブロッ

クを一部に合み、また、灰白色火山灰粒を層中に散在 して合んでいた。この灰白色火山灰ブロックは一つの

層として分離できる可能性もあったが、調査中に確認することはできなかった。 4層 は暗褐色粘質上でV層

に起因すると考えている黄褐色土ブロックを多 く合んでいた。推積状況はいわゆるレンズ状堆積・三角堆積

を呈 しており、自然堆積と判断している。
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ビット1

H=03600m

o      (1:50)     2m

第20図 S103竪穴住居跡

H=G31600m

o      (1:50)     2m

第21図 S103掘 りかた

遣構名  層番号   色調   記号  土性  粘と  しまり 特徴

S103 1 黒褐色 ЮYR3/1粘質土 中 やや強 揆荘馨簑雀邑轄 悉
自色火山灰ブロッ分を一部に、灰白色火山

2

3
4

5

掘 りかた  1
2

黒褐色  10YR2/2 粘質土 やや弱 やや強 焼上プロック、褐色ブロックを少量含む
黒褐色  10YR2/3 粘質土 やや強  中  褐色粘質土プロックを2よ り多く合む

暗褐色  10YR3/3 粘質土 やや強 やや強 褐色粒ブロックを (3よ り大きめ)を多く含む

量彊琶 駅孫殿Z2 塊尾妻  畠  尋尋露傷与'(辱差て忌湊み手継量ε害を

'亀

為是農誉
積D

暗褐色  10YR3/4粘質土  中   中  責褐色粘土プロック少
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第 22図

色調   記号  土性  粘性

H― =韓 30014

S103カマ ド

しまり 紹遺構名  層番号

IS103● マ ド  1
2
13

4

5
6
7
8
19

10

111

器翌乾傷 懲詈圭 謡
10YR4/4砂質土  弱

―
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o    (1 : 4)   10 cm

第23図  S103出上遺物

住居壁は急角度で立ち上がり、検出面から床面までの深さは40～ 48cmで ある。床面は調査範囲内ではほぼ

平坦に構築され、貼床が施されている。貼床は 2層確認され、淡黄色砂質土と暗褐色粘質土を基調とする。

掘かたは調査区内全体に掘 り込みが確認できるが、住居跡東側ではやや深 く、この部分の貼床は厚 く貼 られ

ている。

カマ ドは住居跡北壁中央に位置し、北壁に対しほぼ直交 している。上部は削平のため残存しないが、両袖、

燃焼部、煙道、煙出しピットを確認 している。両袖間の幅は最大で l m30cm、 残存する長さは東袖が48cm、

西袖が30cmであった。両袖とも床面から12～ 16cmの高さが残存 している。カマ ド内堆積土は 6層に分けた。

1・ 2・ 4・ 5層 は黒褐色砂質土を、 3層 は暗褐色粘質土、 6層は暗褐色砂質土を基調とする。このうち 3

層は他の層に比べしまりが認められ、焼土ブロックと黄褐色粘土ブロックを含んでいるため、燃焼部天丼の

崩落土の可能性がある。煙道は煙出しピット側のおよそ半分が トンネル状に奢Jり 抜かれた状態で残存 してい

た。底面は燃焼部から煙道にかけて緩やかに立ち上がり、煙出しピットに向かっては緩やかに落ち込むが、

煙出しピット付近では急な落ち込みになる。煙道は住居跡北壁から北に1.70m延 びる。煙出しピットは40×

30cmの 円形を呈 し、検出面からの深さは50cmで壁面は急傾斜で立ち上がる。燃焼部は90× 70cmの 精円形の範

囲で被熱 しておリー部調査区外へ広がっている。焼土の厚さは最大で 5 cmで ある。カマ ド袖は東袖が貼床上

に明黄掲色粘土、黒色粘質土で構築されている。西袖は住居跡貼床 7層の高まりとして確認されたが、本来

は東袖と同様の構築土であった可能性もある。

遺物は堆積土中および貼 り床中からの出土が大半を占める。遺物の総重量は1,262g、 そのうち図化 した

のは1,054gで ある。 15・ 16は土師器 。杯である。15は 日縁部～体部片で残存部分では緩やかに内湾 しなが

ら立ち上がり器高が比較的高い。16は底部片であるが、15同様に器高が高い可能性がある。ともに外面ロク

ロナデ、内面 ミガキで内面黒色処理を施す。また、16の 外面最下位には横位のケズリが確認できる。17・ 18

は須恵器・杯でともに緩やかに内湾しながら立ち上がり日縁部はわずかに外反する。ともに焼成は良好で色

調は灰色である。20～24は土師器・甕で大型と小型の法量に分けられよう。また、内外面ロクロナデのもの
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と非ロクロ調整で内外面にハケメを施すものとがあるが、個体ごとに日縁部の形態は異なっている。19は須

恵器・ 壺の日縁部片である。焼成は良好で色調は灰色、調整技法は内外面ともロクロナデである。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡の時期は I期 (9世紀後半)に位置づけられると考えら

れる。

S104竪穴住居跡 (第 24～ 37図 )

A区東側、N10E140グ リッドに位置 している。

区外へ広がっているため完掘 していない。また、

本遺構には、カマ ド、ピットが付属する。

検出はⅢ層下位からⅣ層上面にかけてであり、

(小針)

止 ピット1 ど
Ч 63000m ピット3 e'

東 4mに S103竪穴住居跡が存在する。本遺構南側は調査

北側は県教委試掘 トレンチにより上半部が破壊されている。

黒褐色上の広がりをもって確認 している。確認された規模

県教委トレンチ

【さ

３

饂

＝

Ｈ

い
。

・
¬

モ 妾 葬
∴ 000m

4

5

6

7

1

o      (1:50)     2m

第24図 S104竪穴住居跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S104    1   黒褐色  10YR3/2 粘質土  中  やや弱 灰白色火山灰 (To a)ブ ロックを合む

黒褐色  10YR3/1 粘質土 やや強 やや強 焼土粒合む

黒褐色  10YR3/1 粘質土 やや弱  中  焼土粒 黄褐色ブロック、■錘を含む

暗褐色  10YR3/3 粘質土  中  やや強 褐色プロック (Ⅳ層起源) 焼土ブロックを、土錘を合む

暗褐色  75YR3/3粘 質土  中  やや強 下位に褐色ブロックを合む

黒褐色  75YR3/9粘 質土 やや強  中  炭化物少量 褐色ブロックをやや多 く合む

黒褐色  5YR3/10 粘質土  中  やや強 焼土ブロック 褐色地山プロックを散在して含む

黒褐色  10YR3/2 砂質土  弱   弱

暗褐色  10YR3/3 粘質土  弱   弱

暗褐色  10YR3/3 粘質土  弱  やや強 焼土プロック多量に合む

黒褐色  10YR3/2 粘質土  弱   弱  焼土プロック少量合む

暗褐色  10YR3/4 砂質土  弱  やや弱 焼土粒中、炭少量合む

暗褐色  10YR3/3 砂質土  弱  やや弱 焼土少、炭少量合む

ピ

ピ

妬

Ｑ

ピット3
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第25図 S104カ マ ド
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第26図  S104遺物出上状況図

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S104カ マ ド  1    暗褐色  10YR4/3 砂質土 やや弱 やや強 焼土ブロック中 黄褐粘土プロック中

旧カマ ド

2   黒褐色  10YR3/2 砂質土  中  やや弱 焼土粒状に少 炭化物少量含む

3   暗褐色  10YR3/4粘土質 やや強  強  焼土ブロック少量含む

1   黒褐色  10YR3/1 シル ト  中   中  焼土ブロックをやや多く合む

2   黒褐色  10YR3/1 シル ト やや弱  中  明赤褐色焼土プロックを少量含む

3   暗褐色  10YR2/3 粘質土  中  やや弱 焼土ブロック粒を多量に合む

4   黒褐色  10YR3/2 粘質土  中  やや弱 焼土ブロックを少量合む底面は赤 く固くしまっている

は、西壁が3.30m、 北壁が3.45m、 東壁が2.80mで あり、東西壁間では中心地点で3.50mである。平面形は

調査範囲から推定すると3.50m前後の方形を基調とする形態になる。住居跡の方位は東壁を基準とするとN一

6° 一Eで ある。

床面は、南側がほぼ平坦であるが、北側が若千低 くなっている。これはトレンチにより多少削平されてい

ると考えられるため、全体的にほぼ平坦であったと判断 している。床面の高さは、西壁際で25cm、 東壁際で

33cmである。貼床は部分的に施されている。

く
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堆積土は 8層に区分できる。暗褐色～黒褐色系

の粘質土が堆積 しており、堆積状況から判断する

と自然堆積である。また、最上層である 1層 には

灰白色火山灰が粒～ブロック状に合まれている。

掘 りかたは、土坑状の掘 り込みがいくつか認め

られるもので、基本的にはあまり貼床を施さない

と思われる。

カマ ドは 2基確認 した。新期のカマ ドは、おそ

らく北壁に付設されると考えられる。カマ ド本体

の一部や煙道等は調査区外へ広がっているため詳

細は不明であり、袖の先端部分のみを調査 したに

過ぎない。したがって方位も正確には不明である。

確認された両袖は下部のみ残存 し、上部は削平さ

れている。両袖間の幅は最大で1.25m、 長さは現

状で右袖が80cm、 左袖が50cmで ある。高さは床面

から20～ 30cmで ある。左袖の一部は掘 りすぎのた

め破壊 してしまっている。左袖には長さ40cmの 角

ω
l

∞
|

ω
l

01

o       (1: 25) lm

第27図  S104旧 カマ ド

′―

o  (1:4) lo cm

幸

第28図  S104出上遺物 (1)
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第35図  S104出土遣物 (3)

o       (1:2)      10 cm
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第36図 S104出上遺物 (9)

o       (1:2)      10 clll
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第37図 S104出 土遺物 (10)
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礫を芯材とし、暗褐色系の粘質土で補強 している。右袖には調査区内からは確認できない。両袖間の堆積土

は 2層が確認でき、にぶい責褐色の粘質土 (1層 )、 黒褐色の粘質土 (2層)が堆積している。このうち 1

層はしまりがやや強 く、袖構成土と類似 していることから天丼部の崩落土と考えられる。明確な燃焼部は確

認できなかった。これらの層中には30～ 40cmの 長さの角礫が含まれており、天丼あるいは左右袖に使用され

た礫であると考えられる。旧期のカマ ドは、東壁に付設されている。煙道、煙出しピットが確認でき、カマ

ド本体 (袖部)は確認されない。煙道はⅣ層を トンネル状に到 り抜いて構築され、東壁とほぼ直交 している。

規模は、長さが東壁より90cmで あり、先端に40× 27cmの 楕円形状を呈するピットが付設され、煙出しとして

いる。深さは確認面より、壁際で16cm、 煙出しピットの底面で52cmであり、外側に向けて下り勾配で傾斜 し

ている。堆積土は 4層が確認できる。いずれも暗褐色から黒褐色系の粘質土であり、焼土ブロックを含んで

いる。煙道底面は被熱を受けて赤変 している。堆積は煙道側よりおもに流入 している。

そのほか床面にはピットが 3基構築されている。 ピット1は西壁際に30× 25cmの楕円形状を呈 し、深さは

床面より15cmで ある。黒褐色砂質土が堆積している。ピット2は住居中央に位置し、75× 65cmの 楕円形状を

呈 し、深さは床面より25cmで ある。堆積土は 3層 に区分でき、いずれも黒褐色系の粘質土が推積 している。

ピット3は南東隅、新期カマ ドの左袖に接して位置する。約半分が調査区外へ広がっているため規模や平面

形は不明である。深さは30clllで あり、暗褐色の砂質土が堆積 しており、遺物が多 く合まれていた。その位置

や出土遺物の多さから、旧期カマ ドに付属する貯蔵 ピットと考えられる。

遺物は土師器・須恵器を中心にが総重量3,559g出土 しており、そのうち14点 (1,764g)を 図示 している。

また、土錘が223点、堆積土下位から床面にかけて出土 している。

25～34は杯であり、そのうち25～27は 内面に黒色処理が施され、28～31は 内面に黒色処理が施こされない。

32～34は須恵器である。25は緩やかに外反する体部をもつが、26・ 27は ゆるやかに内湾する体部を持つ。 こ

れらは内面にはミガキ調整が施されるが25は太めでやや粗い。30は やや内湾気味の体部をもつが、28・ 29・

32～34は大きく開 く体部を持つ。 したがって、日径もこれらの杯の方が15clllと 大きい。調整は内外面ともロ

クロ調整のみである。38は小型の鉢である。形状が他とは異なっており、別の器種かもしれない。ロクロを

使用せず、ナデのみの調整である。内面には指頭圧痕が残る。

35～38は甕であり、36・ 38は土師器、35・ 37は須恵器である。38は長胴型であり、体部中位に最大径をも

つ。日縁部の形状は頸部から短 く外反 し、上方に引き出される。36も 同様である。調整はロクロを基本とし

ているが、外面中位以下は縦位のヘラケズリが施される。35・ 37は須恵器甕である。37は体部中位以下を、

35は体部中位以上を欠損している。37の 日縁部は頸部から緩やかに外反し、端部でわずかに上方に引き出さ

れる。肩部はあまり張り出さない。35は体部中位付近に最大径をもち、外面には縦位のヘラケズリが施され

る。

土錘は223点が出上 し全て図化 している。その大きさから3分できるが、大部分は長さ 5 cm前後のもので

ある。断面径はほぼ円形であり、基本的には中央部に孔が穿たれている。粘土紐痕や、47の ように表面に紐

の痕跡が残るものもある。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡の時期は I期 (9世紀後半)に属すると考えられる。

(西澤)
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S105竪穴住居跡 (第 38～ 41図)

Al区N10E120グ リッドに位置する。調査区内で検出できたのは東壁から南壁にかけての約1/3で あり、

この部分についてのみ調査を行った。そのため本住居跡は完掘を行っていない。本住居跡は他の遺構との重

複関係はなかった。

本遺構はⅣ層上面において黒褐色上の広がりをもって検出しているが、一部は県教委試掘 トレンチによる

=63600m

b'

H=63600m
l>こ

導Iラア"ピ
ット2

第38図 S105竪穴住居跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

ｍ〓

，
Ｃ

一
Ｈ

Ｃ

一

o      (1:50)     2m

S105   1   黒褐色  10YR2/2 砂質土 やや弱 やや弱
2   黒褐色  10YR2/3 砂質土 やや弱 やや弱
3   黒褐色  10YR3/2 砂質土 やや弱 やや弱
4   黒褐色  10YR2/3 砂質土 やや弱  弱

5   暗褐色  10YR3/4 砂質土 やや弱  中

6   暗褐色  10YR3/3 砂質土  中   中
7   暗褐色  10YR3/3 砂質土  中  やや強

ピット1   1   暗褐色  10YR3/3 粘質土 やや弱  中
2   黒褐色  10YR3/1 粘質土 やや強 やや弱

ピット2   1   黒褐色  10YR3/2 粘質土  中   中

掘りかた  1   暗褐色  10YR3/3 粘質土 やや強 やや弱

褐色ブロック少 炭少

褐色ブロック少
褐色ブロック中 黒褐色シル トブロック少

褐色ブロック多 黒褐色シル トブロック少

炭 褐色粒少
黄褐ブロックやや多い

焼土粒少 遺物含む

炭化物、褐色粒子少量む
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a

H=68600m

o        (1: 50) 2m

第39図 S105掘 りかた

削平のため、V層上面で検出した。調査区外に延びるため平面形・規模はともに不明であるが、調査区内で

確認 した南壁は東西 5m50cmで あり、方形を呈するものと考えている。本住居跡の方位は住居跡南壁を基準

とするとN-10° 一Eである。

住居内堆積土は 7層 に分けた。 1～ 4層は黒褐色砂質土を基調とする。 5～ 7層 は暗褐色砂質土を基調と

し、V層に起因すると考えている黄褐色土ブロックが含まれていた。堆積状況はいわゆるレンズ状堆積 。三

角堆積を呈 しており、自然堆積と判断している。

住居壁はほぼ直角に立ち上がり、検出面から床面までの深さは40～ 45clllで あった。床面は調査範囲内では

ほぼ平坦に構築され、暗褐色土を基調とする貼床が施さている。掘 りかたは住居壁周辺を掘り込むが、住居

跡の中央付近は高まりとして掘り残されている。そのため、貼床は住居壁付近に厚 く貼られているが、中央

付近ではほとんど確認できない。

ピットは住居跡床面上で 2基検出した。ピット1は住居跡南壁の西よりに位置する。堆積土は黒褐色粘質

土の単層で、土器片と焼土粒を含んでいた。本ピットは床面からの深さが10cm程度と浅 く、性格は不明であ

る。ピット2は住居跡南壁の中央、やや東よりに位置する。堆積土は 2層確認 した。 1層 は暗褐色土を 2層

は黒褐色土をそれぞれ基調とするが、堆積状況から人為堆積と判断している。本ピットは位置、規模から柱

穴の可能性 もあるが、本住居跡の最終的な機能時には埋め戻されたと理解 している。

遺物の出土は住居跡南西隅のピット2付近にやや集中している。遺物の総重量は1,355g、 そのうち798g

を図化 した。261～ 270は土師器・杯である。器形がわかるものには内湾 しながら立ち上がり口縁部がわずか

に外反するもの (261・ 263・ 264・ 267)と やや内湾 しながらも直線的に立ち上がるもの (262・ 265。 266)

がある。また、外面はいずれもロクロナデで、内面はミガキ調整で黒色処理を施すものとロクロナデのみの



第40図  S105出 土遺物 (1)

ものとがある。全体としては比較的器高が高いものが多いといえる。272

は須恵器・壼である。焼成は良好で色調は暗灰色である。内外面ともロク

ロナデでとくに端部は強いナデが確認できる。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡の時期は I期 (9世紀

後半)に属すると考えられる。               (小 針)

＼璃 0

o  (1:2)  5 cm

第41図  S105出土遺物 (2)

S106竪穴住居跡 (第42図 )

A2区 S10E100グ リッドに位置する。S109竪穴住居跡、 ピットと重複 し、新旧関係は本竪穴住居がピッ

トより古 く、S109竪穴住居跡より新 しい。また、確認調査区の土坑との重複が考えられるが、試掘 トレン

チによって南壁が破壊されているため新旧関係は不明である。本竪穴住居跡は確認調査範囲にあたるため完

掘を行わず、平面観察とサブトレンチでの断面観察に止めている。

本本遺構はⅣ層上面において黒褐色上の広がりをもって検出している。検出面での規模 。平面形は南北が

3.90m、 東西が5,80mで、南北に長い隅丸長方形を呈する。

住居内堆積土は 2層 に分けた。 1・ 2層 はともに黒褐色粘質土で、 2層がいわゆる三角堆積を呈すること

から自然堆積と判断している。

住居壁は残存状況が悪いが緩やかな立ち上がりを確認している。検出面から床面までの深さは *～ *cmで

ある。床面は南北方向に緩やかな起伏があるがほば平坦に構築され、褐色粘土の貼床を部分的に施していた。

掘形はサブトレンチ内ではピット状の掘 り込みとして確認 している。

ピットはサブトレンチ内で 3基検出したが、床面での検出はピット1の みである。 ピット1は住居跡西壁

北西隅付近に位置し、堆積土は暗褐色粘質土の単層であった。本ピットの性格は不明である。

ピット2は貼床下層での検出であり、断面観察では床面まで立ち上がらないことを確認した。堆積土は灰

褐色粘質上の単層であった。住居跡堀かたである可能性を考えている。 ピット3についてはピット2と 堆積

土が同じため、同様に住居跡堀形と考えている。カマ ドに関する施設は確認 していない。

本遺構は平面プランが隅丸長方形であり、またカマ ド等の施設を確認することができないなど住居跡とし

てはやや特異な点がある。 しかし、サブ トレンチ内ではあるが、壁の立ち上がりや貼床を確認 しているため

o  (1:4) lo cm
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ここでは竪穴住居跡として扱っている。また、本遺構は遺物の出上が皆無であり時期を明確にすることはで

きないが、重複関係から平安時代以前と推測している。 (小針)

S107竪穴住居跡 (第43～ 46図 )

A2区南端 S20E100グ リッドに位置する。調査区内で住居跡東隅とカマ ド煙出し部を除くほとんどを検

出している。本住居跡はピットと重複し、新旧関係はピットよりも本住居跡が古い。また、北東壁の一部は

県教委による試掘 トレンチによって破壊されている。

本遺構はⅣ層上面において暗褐色土の広がりをもって検出している。規模 。平面形は南北4.90m、 東西

4.10mで あり、南北を長軸とする長方形を呈 している。本住居跡の方位は西壁を基準とするとN-6° ―E

である。

住居内堆積土は 4層に分けた。 1層は暗褐色砂質土を基調としている。 2～ 4層は黒褐色砂質土を基調と

する。なかでも2にはV層に起因すると考えられる責褐色ブロックが他の堆積土よりやや多 く含まれている。

o      (1:50)      2m

遺構名  層番号 記号

第42図 S106竪穴住居跡

土性  粘性  しまり 特徴

黒褐色  75YR3/2粘質土

黒褐色  75YR3/1粘 質土

暗褐色  75YR3/3粘質土

褐色  75YR4/4粘質土

灰褐色  75YR4/2粘質土

やや強 やや強 炭化物 褐色粒 少量含む
やや強  中  炭化物焼土ブロック含む
やや強 やや強 褐色ブロック 黄褐色砂質土、褐灰色粘土ブロックを合む

強   強  黒褐色プロックを合む
やや強 やや強 褐色ブロックを合む
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後世の削平によって検出面から床面までの深さが浅 く、また試掘 トレンチによって堆積土が存在しない部分

もあるが、堆積状況はいわゆるレンズ状堆積や三角堆積を概ね呈することから自然堆積であると判断している。

住居壁は緩やかに傾斜 しながら立ち上がり、検出面から床面までの深さは25～ 30clllで ある。床面は調査範

囲内ではほば平坦に構築される。断面観察では貼床・掘かたなどは確認できなかった。

カマ ドは住居跡南東壁南よりに位置し、南東壁に対してほぼ直交 している。上部は削平のため残存せず、

また煙出し部は調査区外にのびるため確認されていないが、両袖、燃焼部、煙道を確認 している。両袖間の

幅は最大で1.10m、 長さは北袖が48cm、 南袖が80cmで ある。両袖とも床面から20～ 26clllの高さが残存 してい

た。カマ ド内堆積土は 5層 に分けた。 1・ 4層 は黒褐色砂質土、 2層 は明赤褐色粘質土、 3。 5層 は暗褐色

粘質土をそれぞれ基調とする。このうち 2層 は焼土の層で下層に暗褐色粘質土を基調とする 3層が存在する

ことから燃焼部の天丼崩落土と考えている。また、 4層 はV層に起因する黄褐色ブロックと焼土ブロックを

合むため煙道部分の天丼崩落土と考えている。 3層 は燃焼部付近に、 5層 は煙道の底面付近に薄 く堆積する。

特に 3層の下層に燃焼面を確認 しており、ともにカマ ド機能時の堆積土の可能性を考えている。底面は燃焼

部から煙道にかけてはやや急に傾斜 し、一旦平坦になった後、やや急に落ち込んで傾斜を減 じながら調査区

外へとのびる。煙道底面の状況から調査区境付近は煙出し部に近いものと思われる。煙道は住居跡南東壁か

ら南東にのび、調査区内での長さは1,15mで あった。燃焼部は88× 53clllの楕円形の範囲で被熱 しており、焼

土の厚さは最大で1lcmで ある。また、燃焼部の前面と南袖の外側に薄い焼土の広がりが確認された。カマ ド

両袖はⅣ層上面に構築されており、貼床との関係は不明である。両袖ともにぶい黄橙色粘質土単層で構築さ

れ、北袖内には構築材として17× 12cmの礫が含まれている。

ピットは 3基確認された。いずれのピットも住居跡床面で検出している。ピット1は住居跡南東隅、カマ

ド南側に位置する。堆積土は黒褐色粘質上の単層で、カマ ド袖上にも一部堆積がみられた。本ピットの性格

については位置・規模から貯蔵ピットと判断している。ピット2は住居跡北東付近に位置する。断面観察で

は柱痕跡が確認され、床面の検出であることから本住居跡に伴う柱穴と判断したが、 1基のみの検出で他の

柱穴が確認できないことから断言できない。 ピット3は住居跡中央に位置する。2.2× 1.5mの不整な円形で

住居跡床面からの深さは80cmと 規模が大きい。堆積土は 4層に分けたが堆積土中には焼土を合んでいた。貯

蔵ピットの可能性もあるが、位置 。規模を考慮すると断言することはできず、性格は不明と言える。

遺物はカマ ド周辺に床面からやや浮いた状態でまとまりをもって出土 した。また、須恵器大甕 (285)が

床面に散乱 した状態で出上 している。遺物の総重量は約5,000g、 そのうち図化 したのは13点 。4,501gで あ

る。274～ 277は土師器・杯である。内湾しながら立ち上がるもの (274)と 緩やかに内湾しながら立ち上が

り日縁部がわずかに外反するもの (275～277)が ある。いずれも外面はロクロナデ、内面はミガキで黒色処

理を施す。278は須恵器・杯で緩やかに内湾 しながら立ち上がり、日縁部はわずかに外反する。焼成は良好

で色調は灰色である。279～284は土師器・甕で法量が大型のもの (279・ 280・ 282)、 中型のもの (281・ 283)、

小型のもの (282)が ある。また、調整技法にロクロナデを用いるもの (280・ 282～ 284)と 用いないもの

(279・ 281)がある。また、280。 2831ま 日縁部が「 く」字状に鋭 く屈折 し、端部は強いナデによって面を形成

するなど類似点が多い。284の底部には砂粒の付着ががみられる。いわゆる「砂底」土器であろう。2851ま 前

述の須恵器・甕である。外面はタタキ、内面には当て具痕が確認できる。焼成は良好堅緻であり、色調は暗

灰色である。286は 凹み石である。表裏に窪んだ部分が何箇所かあり、使用面と考えられる。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡の時期は I期 (9世紀後半)に位置づけられると考えら

れる。
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遺構名  層番号 色調   記号

C

H=63100m

第43図 S107竪穴住居跡

粘性  しまり 特徴

H=63200m

o      (1:50)     2m

土性

S107 1

2

3

4

1

1

2

1

2

3

暗褐色  10YR3/4
黒褐色  10YR3/2
黒褐色  10YR3/2
黒褐色  10YR2/2
黒褐色  10YR3/1
黒褐色  10YR3/1
黒褐色  10YR3/1
暗褐色  10YR3/3
黒褐色  10YR3/1

にない黄褐色 10YR7/3
にぶい黄褐色 10YR5/8

砂質土  弱
砂質土  弱
砂質土 やや弱
砂質土  弱
粘質土  中
粘質土 やや強
粘質土 やや強
粘質土  中
粘質土 やや強
粘質土 やや強
粘質土 やや強

やや弱
中  黄褐色土ブロック少

やや強 黄褐色土ブロック中
弱  黄褐色土ブロック少炭少

やや強 焼土粒を少量合む
やや弱 黄褐色土ブロック少量合む
やや強 黄褐色土ブロック多量合む

中  褐色土ブロックを少量含む
やや弱 焼土ブロック、褐色、黄褐色土ブロックをやや合む
やや弱 黄褐色土ブロックを多量に合む
やや強 低位に黄褐色土ブロックを少量含む

ピ

ピ

ピット3
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＝

マ錨

C

H63111肺

o           (1 : 25)          lm

第44図 S107カ マ ド

遺構名  層番号   色調   記号   土性  粘性  しまり 特徴

S107カ マ ド  1   黒褐色  10YR2/3 砂質土  弱  やや弱 焼土ブロック少
2   明黄褐色 25YR6/8粘 質土 やや強 やや強 焼土 天丼崩落土
3   暗褐色  10YR3/4 粘質土 やや強  弱  炭化物少、焼土ブロック中
4   黒褐色  10YR2/3 砂質土 やや弱  弱  炭化物少、焼土 。黄褐色土ブロック中 (煙道部天丼崩落土か)

5   暗褐色  10YR3/4 粘質土 やや強  弱  焼土ブロック少 黄褐色土ブロック少
6   暗赤褐色  10r3/6  粘質土  中   強  焼土、炭化物少量合む
7  にぶい黄褐色 10YR7/4 粘質土 やや強 やや強 焼土ブロックを合む
8   暗褐色  10YR3/4 粘質土 やや強  弱  焼土ブロック少 黄褐色土ブロック少

S108竪穴住居跡 (第 13図 )

A tt NOE100グ リッドに位置する。検出された位置が確認調査区内であったため、精査を行わず検出の

みの調査となっている。調査区内で検出できたのは西側約1/2で ある。平面観察では Pit203と 重複 し、新旧

関係は本竪穴住居跡の方が古い。本遺構はⅣ層上面において黒褐色土の広がりをもって検出された。確認で

きた西壁の規模は約 3m、 平面形は方形を呈すると推定できる。堆積土中には炭化物 。焼土粒が含まれてい
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た。また、焼土の広が りが検出面上で 1箇所確

認できた。

検出面での遺物の出土はないが堆積土及び平

面形から竪穴住居跡 と判断 しており、時期は他

の竪穴住居跡 と同様、平安時代 (9世紀後半代)

と考えている。 (小針)

S109竪穴住居跡 (第47～ 50図 )

A2区 S20E100グ リッドに位置する。 S106

竪穴住居跡、 ピットと重複 し、新旧関係は本住

居跡がいずれの遺構よりも古い。S106竪穴住

居跡との重複関係から、本来であれば S106竪

穴住居跡完掘後に本住居跡の調査を開始するべ

きであるが、S106竪穴住居跡は確認調査範囲

にあたるため平面観察とサブ トレンチでの断面

観察に止まっており、本住居跡のみを完掘 して

いる。また、住居跡東壁は S106竪穴住居跡に

よって破壊されている。

本遺構はⅣ層上面において暗褐色土の広がり

をもって検出している。規模 。平面形は北壁が

4.10m、 西壁が390mで方形を呈 している。本

住居跡の方位は確認できた住居跡北壁を基準と

するとN-6° 一Eである。

住居内堆積土は暗褐色粘質土の単層であり、

0          (112) 10 cm

第46図 S107出土遺物 (2)

堆積状況からは自然堆積か人為堆積かを判断することはできなかった。

住居壁は残存状況が悪いが緩やかな傾斜の立ち上がりを確認 している。検出面から床面までの深さは 8 cm

～10clllで ある。床面はほぼ平坦に構築され、貼床が施されている。貼床とした 2層 については暗褐色土を基

調としており、当初は 1層 と色調が近似するため住居内堆積土と考えていた。 しかし、 1層 に比べ しまりが

強 く、焼土の検出も2層 の上面であったため最終的には貼床と判断している。堀かたは住居内全体をほぼ平

坦に掘 り込んでいる。

カマ ド・ ピット等の施設は確認できなかったが、住居跡西壁北よりに50× 35cmの 範囲で焼土を検出してい

る。本住居跡は残存状況が悪 く、焼土の周囲に袖・煙道等の痕跡を確認することができなかったが、位置関

係からこの焼土がカマ ドの燃焼面である可能性がある。

遺物は住居内堆積土からの出土がほとんどを占める。遺物の総重量は1,638gで そのうち1,106gを 図化 し

た。287。 288は 土師器・杯である。288は比較的大型であるが、ともに底面から内湾しながら立ち上がる器

形である。調整技法はいずれも外面はロクロナデで下位には回転ヘラケズリを確認でき、内面はミガキで黒

色処理を施す。289～ 291は土師器・甕で289は底部片、290・ 291は 日縁部片である。いずれも調整技法にロ

クロは使用されていない。2901ま 口縁部が緩やかに外反 しているが、291は 日縁部が強 く外反 しており形態が
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H=63200m

o           (1 : 50)          2m

第47図 S109竪穴住居跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

s109    1    暗褐色  10YR3/4 粘質土 やや弱 やや弱 焼土粒 黄褐色砂共に少

2   暗褐色  10YR3/4 粘質土 やや弱 やや強 黄褐色砂上位にブロック状に多 (堀かた埋土=貼床)

異なっている。292は土師器鉢である。底部が欠損 しているため全体の器形は不明であるが、緩やかに内湾

しながら外傾 し日縁部は短 く外反 している。外面は上位にロクロナデ、中位以下には縦位の ミガキ・ケズリ

を施されている。これらの土器類のほか、土錘が51点 出上 している (298～ 344)。 破片もすべて図化してい

るため、同一個体を合んでいるかもしれない。いずれも関係のものも少ないが、S104竪穴住居跡出土例と

同様の形態を呈 していると予想される。土錘の出土は本遺構とS104竪穴住居跡に限定される。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡の時期は I期 (9世紀後半)平安時代に位置づけられる

と考えられる。 (小針)

S110竪穴住居跡 (第51～ 55図 )

A3区北端 S50E100グ リッドに位置する。調査区内で検出できたのは北壁から東壁にかけての約1/3であ
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り、この部分についてのみ

麗言像任≧亀をえ:t∴奪
い。本住居跡はカマ ド煙道

部分でピットと重複 し、新

旧関係は本住居跡が古い。

本遺構はV層上面におい

て暗褐色土の広がりをもっ

て検出している。調査区外

に延びるため規模 。平面形

は不明であるが、南東隅を

確認 した東壁で南北 4mで

あり、方形を呈するものと

考えている。本住居跡の方

位は調査区内で確認できた

住居跡東壁を基準とすると

N-5° 一Eである。

住居内堆積土は 2層 に分

o  (114) lo cHl

第48図 S109出土遺物 (1)

けた。 1・ 2層 は暗褐色シル トを基調とし、Ⅳ層に起因すると考えている黄褐色粒及び焼土粒を合んでいる。

後世の削平によって検出面から床面までの深さが浅いため明確なレンズ状堆積や三角堆積を確認することは

できなかったが、堆積状況から自然堆積と考えている。

住居壁は緩やかに傾斜 しながら立ち上がり、検出面から床面までの深さは15～ 20cmで ある。床面は調査範

囲内ではほば平坦に構築され、黒褐色土を基調とする貼床が施さている。掘形は住居壁周辺を深 く掘 り込む

が、住居跡の中央付近は高まりとして掘り残されている。そのため、貼床は住居壁付近に厚 く貼られている

が、中央付近ではほとんど確認できない。

カマ ドは住居跡北壁と東壁の 2箇所で確認 している。新期カマ ドは住居跡北壁東よりに位置 し、北壁に対

してほぼ直交している。上部は削平のため残存していないが、両袖、燃焼部、煙道、煙出し部を確認 してい

る。両袖間の幅は履大で85cm、 残存する長さは東袖が55cm、 西袖が30cmで あった。両袖とも床面から10～ 15

clllの高さが残存 している。カマ ド内堆積土は 8層 に分けた。いずれの層も黒褐色、暗褐色を基調とするが、

2層 に焼土ブロックが、 5層 には焼土ブロック・黄褐色粘土ブロックがそれぞれ多量に合まれているため、

いずれも天丼の崩落土と理解 している。また、 6・ 7層 にも焼土ブロック・黄褐色土ブロックが含まれてお

り、天丼の崩落土を合む可能性がある。 8層 は煙道から両袖間にかけて確認できた層でカマ ド機能時の堆積

土と考えている。底面は燃焼部から煙道にかけてはやや急な傾斜で立ち上がるが、煙道から煙出し部にかけ

ては緩やかに落ち込む。煙道は住居跡北壁から北に1.38m延びる。煙出し部では 3層 中より土師器甕が出土

している。これは本来ピット状に掘 り込まれた煙出し部に補強のため設置されたものと考えている。燃焼部

は55× 45cmの 範囲で被熱 しており、焼土の厚さは最大で15cmで ある。カマ ド両袖は貼床上に構築され、とも

に暗褐色粘質土の単層であった。本住居跡の煙道は、天丼崩落土と考えている 2層がⅣ層に起因し、他に天

井を構築する可能性がある粘土・礫等を確認できないことからトンネル状に杏Jり 貫かれていた可能性がある。

一一二一一一一一

集
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第50図 S109出土遺物 (3)

また、堆積状況からは燃焼部付近から煙道にかけて天丼が段階的に崩落 したものと考えている。

旧期カマ ドは住居跡東壁北よりに位置 し、東壁に姑してほぼ直交 している。煙道・煙出しピットのみを確

認しており、住居跡東壁からの長さは1,48mである。カマ ド内堆積土は 6層 に分けた。いずれの層も黒褐色、

暗褐色を基調とし、堆積状況からは自然堆積と判断している。燃焼部及び袖については床面でわずかな焼土

の広がりと北袖付近に袖の構築材であったと考えられる24X9cmの礫を確認したのみであるため、新カマ ド

構築の際に破壊されたものであろう。

ピットは 1基確認された。ピットとはカマ ドの両袖を断ち割る段階で検出している。断面観察から、この

ピットは新期カマ ド袖構築以前に掘り込まれているものの、貼床の上面まで立ち上がることを確認 した。そ

のため本ピットは旧期カマ ドの機能していた段階に伴うものと判断している。本ピットの性格については位

置 。規模から貯蔵ピットと考えている。
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第51図 S110竪穴住居跡

第52図  S110掘 りかた

o      (1:50)     2m

o      (1:50)     2m

遺構名  層番号   色調

S110   1   暗褐色  10YR3/4 シル ト

暗褐色  10YR3/3 シル ト

黒褐色  10YR2/1 シル ト

粒を多く含む
Ⅵ層起源と思われる責褐色粒を少量含む極少量焼土も含む

炭化物少 焼土ブロック少量合む (S110堀 りかた埋上)

粘性  しまり

強

弱

中

や

や

や

や

中

弱
2

8110掘 りかた   1
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第53図  S110カ マ ド

粘性  しまり 特徴

ね
|

H=688011m

o      (1:25)      lm

C

ゴ
一

遺構名  層番号 色調

S110カ マ ド  1 暗褐色
暗褐色
黒褐色
黒褐色
暗褐色
黒褐色
暗褐色
黒褐色

暗褐色

暗褐色
黒褐色
黒褐色
黒褐色
黒褐色

強
弱
弱
強
弱
弱
弱
弱

やや弱
弱

やや弱
弱

やや弱

2

3
4

5

6

7

8
9

10

11

12

1

2

10YR3/4 シルト
10YR3/4 粘質土
10YR2/2 シルト
10YR3/2 シルト
10YR3/4 粘質土
10YR2/3 粘質土
10YR3/4 シ,レ ト
10YR3/2 シルト
10YR3/4 シルト
5YR5/8  シルト
10YR2/3 粘質土
10YR2/1 シルト
10YR2/2 シアレト
10YR2/2 シルト

強
弱
弱
強
弱
報

弱
韓

強
弱
弱
弱
強

や
　
や

ブロック少量含む
焼土ブロック多い (天丼崩落土)

焼土プロック少
焼土ブロック黄褐色粘上プロック多量に合む
焼土プロック少量含む (天丼崩落土)

焼土プロック中量

黄褐色粘土ブロック中量合む (カ マド袖)

燃焼部底面焼土
堆積層
炭化物少 焼上ブロック少量合む (S110堀かた埋土)

黄褐色プロック多
ビット1
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第 54図  S110旧 カマ ド

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

旧カマド  1   黒褐色  10YR2/2 シルト  弱   弱  焼土ブロック少量合む
2   暗褐色  10YR3/4 シルト  弱   弱  焼土ブロック中量合む
3  にぶい黄褐色 10YR4/3 粘質土  強   強  焼土ブロック少 I層をブロック状に少量含む
4   黒褐色  10YR2/3 シルト  覇   弱  焼主ブロック少量合む
5   黒褐色  10YR2/3 シルト  弱   弱
6   黒褐色  10YR2/2 シルト  弱   弱  焼土ブロック少量合む

遺物の総重量は約3,000g、 そのうち2,334gを 図化 した。345。 346は 土師器杯である。3451ま 底面から緩

やかに内湾しながら立ち上がり、日縁部はわずかに外反する。346は 底面から直線的に外傾する器形で比較

的器高が高い。ともに外面はロクロナデ、内面はミガキで黒色処理を施す。347～ 3531ま 土師器・甕で349を

除いて調整技法にロクロを使用 している。法量は概ね大型のもの (350～353)と小型のもの (347～349)1こ

分けられる。ロクロを使用 しているものは日縁部が「 く」字状に屈折し端部はナデによって面を形成 してい

るが、347は端部が上方につまみだされている。3491ま 日縁部がわずかに外反する器形である。外面はマメツ

のため不明であるが、内面は横位のナデが確認できる。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡の時期は I期 (9世紀後半)に位置づけられると考えら

れる。                                       C/Jヽ 針)

2.掘立柱建物跡 (SB)

掘立柱建物跡は合計 6棟が確認された。このほか建物跡と認定できなかった柱穴群が 1箇所集中する部分

がある。これらの建物跡は古代に属するものと近世に属するものの二者に分かれる。中世については遺物の
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o  (1:4) lo clll

第55図  S110出 土遺物

出土がみられなかったため、積極的に認定するには至らなかった。なお、本書では竪穴住居跡の規模と比較

する利便性のため挿図の縮尺は1/50に 統一 している。

S B01掘立柱建物跡 (第 56図 )

A区北東端、N5E130グ リッド付近に位置する。重複する遺構は確認されなかった。検出はⅢ層下位か

らⅣ層上面にかけてである。

北西側、南西側が調査区外へのびると予想されるため、完掘は行っていない。 したがって、正確な規模は

不明であるが、梁間が 1間、桁行きが 4間以上の建物跡であると推定される。柱間寸法は、それぞれ、2.50

mと設定することができる。また、桁間が4.80mで ある。柱穴は 5基完掘を行っている。平面形はいずれも

円形を基調とするもので、掘 りかたの大きさは直径60cm前後、深さは確認面より30cm前後のものが多い。い

ずれの柱穴からも柱痕跡を確認 している。柱痕の径はその痕跡から推定すると20cm前後である。

建物方向は梁側が北西―南東方向に向いており、正方位とはいずれも斜行している。

遺物が出土していないため詳細な時期は不明であるが、堆積土の状況から近世に属すると考えられる。

(西澤)

S B02掘立柱建物跡 (第57図 )

A区北端、N O E100グ リッド付近に位置する。本建物跡西側で Pit 7が基平面的に重複 しているが、柱穴

の直接の切り合いは認められない。また、底面のレベルをみてもこれらの Pitは、本建物跡の柱穴に比べて
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第56図 SB01掘立柱建物跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

舘
クロブ土絶

弱
中
中

弱
弱

や

や
中

や
や囃一囃囃

呻呻］

褐
褐
褐

培
晴

‐黒

閉
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第57図 SB02掘立柱建物跡
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遺構名  層番号 土性  粘性  しまり 特徴

SB02身舎 黒褐
暗褐
暗褐
黒褐
黒褐
黒褐
明黄褐

にぶい黄褐
暗褐
暗褐
黄褐
暗褐
褐灰
黒褐
黒褐

10YR3/1 粘質土
10YR3/3 粘土
10YR3/3 *占 土
10YR2/2 粘質土
10YR3/1 粘質土
10YR3/2 砂質土
10YR6/6 粘土
10YR5/8 オ占土
10YR3/3 粘土
10YR3/4 粘土
10YR5/6 粘土
10YR3/4 粘土
10YR4/1 粘質土
10YR2/2 砂質土
10YR2/2 砂質土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

強
　
　
強
強
　
　
　
　
強
弱

中
強
強

や
中
中

や
や
強
強
強
強

や
や
中

や
　
　
や
や
　
　
　
　
や
や

やや強 黄褐色土ブロック少量合む
強  黄褐色土ブロック多量合む (3層より固くしまる)

強  責褐色土ブロック多量含む
やや強 黄褐色土ブロック少量合む
やや弱 黄褐色土ブロック・褐色土ブロック少量合む
やや弱 黄褐色土ブロック少量含む
やや強 歩ヒ較的均質な層
やや強 黄褐色土ブロック・黒褐色土ブロック合む
強  責褐色土ブロック多量合む

強  黄褐色土ブロック多量含む
やや弱 黄褐色土ブロック少量含む

強  責掲色土ブロック多量含む

強  褐色土ブロック含む
やや弱
やや強 黄褐色土ブロック多量含む

浅いことからも別の柱穴と判断した。そのほか、調査区外で柱穴の重複が認められるが完掘 していないため

詳細は不明である。調査区内には一部のみしか含まれていなかったが、廂付の建物跡の可能性が高いと考え

られたため関係諸機関の協力のもと、範囲外については検出のみを行っている。ただし、調査 した範囲も限

られ、期間の制約もあり十分な確認作業を行ったとはいえない。 したがって本遣構は完掘をおこなっていない。

平面形式は身舎部と廂部に分かれた廂付きの掘立柱建物である。身舎部分の規模は 3間 ×2間の南北棟で

ある。確認 した11基であるが、完掘はそのうち 6基のみである。その他は調査区外のため検出のみ行ってい

る。規模は、桁行き6.90m、 梁間は4.60m、 面積は31.7だ である。柱間寸法は2.30mが 基本となる。柱穴の

規模は抜き取りの可能性が考えるため正確ではないが、現状では円形から楕円形の平面形を呈 し、径 lmを

超え、深さ lmの大型の掘 りかたである。抜き取りの可能性が少ない柱穴をみると直径が70cm、 深さは確認

面よりlmの平面円形の掘 りかたである。掘 りかたの堆積土は細かなものではないが、版築状に固められた

痕跡が残 り非常に堅 く締まっていた。また、柱痕の痕跡と考えられる堆積土 も存在する。

廂部分の規模は 5間 × 3間であり、北 。西・ 南側の 3面 に付設される。桁行きは10.70m、 梁間は6.30m

である。柱間寸法の基準は 2m30cmと 身舎と同禄であるが、一部に2.Om、 1.50mの おのが混 じる。廂部分

も合めた面積は67.41ピである。建物跡の方位はN-2° ―Eで あり、ほぼ正方位に沿 っている。身舎内に

は、黄褐色ブロックを多 く合む固く締まった層が存在した。これはあるいは壁地層かもしれない。

遺物はほとんど確認できず、わずかに土師器数点が出土 したのみである。 したがって、時期は不明ながら

も堆積土の特徴・方位からI期 (9世紀後半)に属すると考えている。

S B03掘立柱建物跡 (第 58図 )

B区中央部、Sl10W10グ リッドに位置する。他遺構との重複はない。

(西澤)

平面形式は 9基の柱で構成される総柱式である。規模は 2間 × 2間であり、平面形は南北に長い方形であ

る。桁行きは4,00m、 梁間は2.8m、 面積は11.2ピ である。柱間寸法は桁行きは200cmを 基本としているが、

梁行きは140cmで あり、梁間の方が60cm短い。柱穴掘 りかたの堆積土はおもに柱痕と掘 りかた堆積土に分け

られる。ほとんどの柱穴からは柱痕の痕跡が認められる。深さは確認面から30～40cmと やや幅があるが、底

面の深さもほば一定である。中央の柱穴のみ確認面から50cmと やや深い。建物跡方位はN-18° ―Wである。

総柱式の建物形式を採用 しているため、本建物跡は倉庫の可能性が高い。年代は周辺にある竪穴住居跡と

堆積土の特徴が類似するため、 1期 (9世紀後半)に属すると考えられる。

S B04・ 05・ 0 6tFH立柱建物跡 (第 59図 )

(西澤 )

B区北東部、890W10～E10グ リッドに位置する。SD05と 重複 してお り、本建物跡の方が新 しい。北東
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第58図 SB03掘立柱建物跡

o      (1:50)     2m

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

SB03     1
2

3

黒褐  10YR2/2 砂質土  弱   中
暗褐  10YR3/3 粘質土  中   中  黄褐色土ブロック合む
黒褐  10YR2/2 粘質土  中  やや強 黄褐色土ブロック多量含む
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遺構名  層番号   色調 記号  土性  粘性  しまり 特徴

SB04～06    1
2

3

4

5

6

7

8

褐灰  10YR4/1 粘質土  中  やや弱

黒褐  10YR2/1 粘質土  中  やや強 褐色土ブロック含み、黄褐色土ブロック少量含む

黒褐  10YR3/2 粘質土 やや強  中  黄褐色土ブロック少量合む

黒褐  10YR3/2 粘質土  中  やや弱 褐色土ブロック少量合む

暗褐  10YR3/3 粘質土 やや弱  中  褐色土ブロック合む

黒褐  10YR3/2 粘質土  中   中  黄褐色土ブロック合む

黒褐  10YR2/3 粘質土  中  やや弱

黒褐  10YR2/3 粘質土  中   中  黄褐色土ブロック少量合む

側には近世墓群、SD04が位置 している。 3棟の建物跡が重複するがほぼ同位置のため、建て替えと判断し

ている。新 しい建物跡からSB04→ SB06と する。西側は斜面となっており多 くの柱穴は流失あるいは削平

されたと考えられる。 したがっていずれの建物跡も完掘 しておらず、柱穴も不足する。

SB04は もっとも新 しいと考えられる建物跡である。確認できた大きさは7× 7間のみである。柱間寸法

は100clllを 基本とするようである。B44・ B45柱穴は北側から250clll、 200cm、 250cmの 柱穴寸法をもち、西に

建物がひろがるとすると間仕切となる。 B59、 B60が内側に位置することから、間仕切がさらに考えられる

が、詳細は不明である。

SB05は、下屋柱が南北に付設される構造である。確認できた大きさは4× 8間であり東西棟と考えられ

る。桁行きは、現状では6.70m、 梁間は7.60mで ある。柱間寸法は桁行きが20mを基本 とし、梁間が、

100clllを 基本とする。SB04と 同様に間仕切が確認できる。

SB06は もっとも古いと考える建物である。そのため柱穴も不足 しており建物跡としては残 りが悪い。柱

穴の位置をみるとSB04・ 05と あまりかわらないと考えられる。構成する柱穴が少ないため柱間寸法等は不

明である。なお柱穴 B53～58については建物として確認できなかった。

遺物の出土は認められなかったが、堆積上の状況から近世に属すると考えられる。 (西澤)
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3.溝跡 (SD)

S D01 ・ 02・ 03溝跡 (第 60図 )

A3区 S60E100グ リッドに位置する。調査区内では他の遺構との重複関係はないが、位置関係からSD01

溝跡とSD02溝跡は県教委試掘 トレンチ部分で重複 していたと推定できる。いずれの溝跡も北東から南西に

ほぼ平行 して延びるが調査区内では一部のみの検出であり、また、SD01・ 02溝跡は試掘 トレンチによって

破壊されているため、完掘を行っていない。

これらの溝跡はV層上面で暗褐色上の広がりをもって確認 しており、遺構内堆積土は暗褐色砂質上の単層

であったため人為堆積か自然堆積か判断することはできなかった。調査区内で検出した長さはSD01溝跡が

7.30m、 SD02溝跡が7.50m、 SD03溝跡が8。90mで あり、上幅はそれぞれ1.300,4・ 2.5mで あった。いずれ

の溝跡も調査区内ではほぼ直線的に延びる。検出面からの深さはSD01・ 02溝跡がそれぞれ10.5clllと 浅いが、

SD03溝跡は20clllと やや深い。いずれも壁が残存する部分では緩やかに立ち上がるが、SD03溝跡は中位で

一度ほぼ平坦になった後、再び緩やかに立ち上がる。底面は SD01・ 02溝跡がほば平坦であるのに対 し、

SD03溝跡は北東調査区際から6.3mに かけて中央部分がさらに一段掘り窪んでいた。

SD01 0 02・ 03溝跡は方向・ 堆積土がほぼ同一であるため、比較的近い時期の同様の性格をもった溝跡で

第60図 SD01・ 02・ 03溝跡

遺構名  層番号 記号 土性  粘性  しまり 特徴

弱

強

弱

中

中

中

中

や

や

や

や

や

や

褐
褐
褐
褐
褐
褐
褐

暗
暗
暗
黒
黒
黒
黒

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

10YR3/3 粘質土
10YR3/3 粘質土
10YR3/3 粘質土
10YR3/1 粘質土
10YR3/1 粘質土
10YR3/2 粘質土
10YR2/2 砂質土

黄褐色粒を少量合む

黄褐ブロック含む

黄褐粒子極少量合む

やや弱
やや弱
やや弱

中
やや強
やや強
やや弱
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あると考えている。いずれも遺物の出上がない

ため時期は不明であるが、堆積土からは近世以

降の可能性が高い。 (小針)

S D04溝跡 (第 61図 )

B tt S90E Oグ リッドに位置する。周辺には

近世墓群や SB04・ 05006掘立柱建物跡が位置

するが他の遺構との重複関係はなかった。本溝

跡は南東から北西に向かって直線的に延びるが、

北西は後世の掘削によって破壊されており、ま

た南東は調査区外に延びるため完掘を行ってい

ない。

本遺構はⅣ oV層上面で黒褐色土の広がりを

もって確認 している。遺構内堆積土は 3層に分

けた。 1～ 3層は黒褐色粘質土を基調とする。

102層 は遺構内全般に確認できるが、 3層は

遺構内南東付近にのみ確認できた層である。堆

積状況はいわゆるレンズ状堆積・三角堆積を呈

するため、自然堆積と判断している。調査区内

で確認できた長さは11.20m、 上幅は最大で90

cmで ある。検出面からの深さは45cm、 壁は底面

からやや急傾斜で立ち上がり、部分的には上位

でやや開く。底面は南東が北西に比べやや深い

が概ね平坦であった。

本溝跡は堆積土に水の影響を受けた痕跡が確

認できないことから、区画溝としての性格を有

o      (1:100)     4m

第61図 SD04溝跡

堆積土からは中世以前の可能性がある。すると考えている。遺物の出土がないため時期は不明であるが、

(小針)

S D05溝跡 (第62図 )

B tt S90～S100W10グ リッドに位置する。SB04 0 05 0 06掘 立柱建物跡と重複 し、新旧関係はいずれの遺

構よりも本溝跡のほうが古い。本溝跡は北東から南西に向かって直線的に延びるが、残存状況は悪 く、北東

は後世の削平、南西は試掘 トレンチによってそれぞれ破壊されている。そのため、本来はいずれの方向にも

延びていたと推測 している。

本遺構はⅣ・ V層上面で黒褐色土の広がりをもって確認 した。確認できた堆積土は黒褐色砂質土の単層で

ある。 したがって、自然堆積か人為堆積かは判断することができなかった。確認できた長さは20.30m、 上

幅は65cmである。検出面からの深さは10cmと浅いが、底面から緩やかに立ち上がる壁を確認 している。底面

はほぼ平坦であった。

ユ
鬱 =
H=62,700m
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本溝跡は残存状況が悪 く、性格を判断することはできなかっ

た。遺物の出土がないため時期は不明であるが、重複関係と堆

積土からは中世以前と考えている。

4.土坑 (SK)

(小針)

S K01土坑 (第 63図 )

A2区 S33E104グ リッドに位置する。S107竪穴住居跡と重

複 し、新旧関係は本土坑が S107竪穴住居跡より新 しい。本土

坑はⅣ層上面で暗褐色粘質土の広がりをもって確認 した。平面

形は楕円形を呈 し、規模は長軸が205clll、 短軸が145cm、 検出面

からの深さは65cmである。遺構内推積土は暗褐色粘質上の単層

であり、人為堆積か自然堆積かを判断することはできなかった。

底面は中央がわずかに深 くなり、壁はやや急傾斜で立ち上がる。

遺物の出土がないため時期・性格は不明であるが、重複関係と

堆積土から中世以降の可能性を考えている。 (小針)

S K02土坑 (第 63図 )

A2区 S31E105グ リッドに位置する。SB02掘立柱建物跡と

重複 し、新旧関係は本土坑が SB02掘立柱建物跡より古い。本

土坑はV層上面で黒褐色土の広がりをもって検出した。平面形

は隅丸方形を呈 し、規模は長軸■5clll、 短軸64cmであり、検出

面からの深さは15cmで あった。遺構内堆積土は 3層 に分けた。

1・ 2層は黒褐色粘質上、 3層 は暗褐色粘質土を基調とする。

底面は平坦で、壁はほぼ垂直に立ち上がる。遺物の出土がない

ため時期・性格は不明であるが、重複関係から平安時代以前の

可能性が高い。 (小針)

S K03土坑 (第 63図 )

A2区 S l E106グ リッドに位置する。他の遺構との重複関

係はなく、V層上面で灰黄褐色土の広がりをもって確認された。

平面形は不整な精円形を呈 し、規模は長軸 115clll、 短軸64clllで

あり、検出面からの深さは40cmで あった。遺構内堆積土は 3層

に分けた。 1層 は灰黄褐色砂質土、 2層 は褐色粘質土、 3層は

暗褐色粘質上を基調とする。底面の両端にはピット状の落ち込

みが確認でき、壁はほば垂直に立ち上がる。遺物の出土がない

ため時期 。性格は不明であるが、規模・形状から縄文時代の陥

(小針)

a   l     ュ
_― H=63000m

し穴の可能性が高い。

―- 70 -―



S K04土坑 (第 65図 )

A2区 S2E105グ リッドに位置する。SE02井戸跡と重複し、新旧関

係は本土坑が SE02井戸跡より新 しい。本土坑はV層上面で暗褐色土の

広がりで確認 した。平面形は楕円形を呈 し、規模は長軸215clll、 短軸60

cm、 検出面からの深さは40cmで ある。遺構内堆積土は 2層に分けた。 1・

2層 はともに暗褐色粘質土を基調とし、黄褐色ブロックを含んでいた。

いずれもしまりが強いため人為堆積の可能性がある。底面は南側がやや

深 く、壁はほぼ垂直に立ち上がる。遺物の出土がないため時期・性格は

不明であるが、重複関係から近世以降の可能性がある。   (小 針)

S K05±J尤 (第 63・ 65図 )

B tt E3107Sグ リッドに位置する。他の遺構との重複はなく、V層上

面で黒褐色土の広がりをもって検出した。平面形は円形を呈 し、規模は

長軸215clll、 短軸185cm、 検出面からの深さは30clllで ある。遺構内堆積土

は 2層に分けた。 1層は黒褐色粘質土、 2層 は灰赤褐色シル トを基調と

する。自然堆積か人為堆積かを判断することはできなかった。底面は中

央がわずかに深くなっており、壁は底面からほば垂直に立ち上がる。遺物の出土がないため時期・性格は不

明であるが、堆積土から近世以前の可能性がある。                      C/1ヽ 針)

5.井戸跡 (SE)

S E01井戸跡 (第64図 )

B tt S100E Oグ リッドに位置し、本遺構の北側 5mに は SB03 0 04・ 05掘立柱建物跡がある。他の遺構と

の重複は確認できない。本遺構はⅣ層上面で黒褐色土の広がりをもって検出している。規模は長軸1.50m、

短軸1.20mで平面形は楕円形を呈する。

遺構内堆積土は 4層 に分けたが、調査中に湧水によって断面が崩落したため下層の堆積状況は不明であり、

状況からは 4層以上に分けることが可能であったと推測 している。 1層は黒褐色粘質土であった。 2・ 3層

は暗褐色粘質土を基調とし、黄褐色土ブロックを合んでいた。これは壁上位の状況からV層に起因すると考

えており、人為体積の可能性もある。 4層は黒色粘粘土を基調とし、前述のように下層の状況は不明である

が砂層と互層となっていた可能性が高い。粘上の推積層であるため水の影響を受けた堆積とも考えられよう。

1・ 4層 については自然堆積の可能性を考えている。

壁は底面から中位までほぼ垂直に立ち上がり、中位から上位にかけては大きく快れる。快れた部分の径は

1.60m、 短軸1.10m、 底面の径は80clllで あった。

本遺構は井戸枠などを確認していないが、堆積状況及び規模・平面形から素掘の井戸跡と判断している。

また、中位から上位にかけての壁面の状況は、井戸の掘かたといった構築時のものではなく、機能時あるい

は機能停止以降の埋没過程におけるものと考えている。遺物の出土は皆無であり時期を明確にすることはで

きないが、SB04・ 05・ 06掘立柱建物跡との関わりから近世の可能性があろう。

o  (1:2) 5 cn

第63図 SK05出土遺物
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遺構名  層番号

第 64図  SK01 0 02 0 03 0 05

上性  粘性  しまり 特徴
Ｋ

Ｋ

暗褐  10YR3/3
黒褐  10YR3/1
黒褐  10YR3/1
暗褐  10YR3/3

灰黄褐  10YR4/2
褐   10YR4/4

暗褐  10YR3/4

暗褐  10YR3/4
暗褐  10YR3/3
黒褐  10YR3/1
灰赤  25YR4/2

シル ト  弱   弱
粘質土 やや強  中
粘質土 やや強 やや弱
粘質土 やや強 やや弱
シル ト やや弱 やや強
粘質土  中   中

粘質土  中  やや強

粘質土  中  やや強
粘質上 やや強  中
粘質土 やや強 やや強
シル ト やや強 やや強

SK04

SK05

褐色ブロックを散在しながらから合む

掲色粒 (6よ り小さい)を少量合む

黄褐ブロックを極少量含む

細かな褐色ブロックを40%合む

褐色ブロックを60%程度含む

褐色ブロック多量 黄褐色ブロックを少量合む 前者は大きな
プロックで混入
黄褐色プロックを40%含む

黄褐色ブロックを少量φ10clll程度の亜角礫を合む
オリーブ褐ブロックを少量合む

黄褐ブロックを少量合む砂質土も一部に合む

S E02)1戸 fi弥

A2区 S20E100グ リッドに位置する。SK04土坑と重複 し、新旧関係は本井戸跡が SK08土坑より古い。

本遺構はSK08土坑の底面、V層中位で確認 した。規模は径1,10m、 平面形は円形であった。

遺構内堆積土は 3層 に分けたが、調査時にはSK08土坑と同一遺構として認識 しており、完掘後に別遺構

とのを判断した。そのため、断面観察を行ったのはK08土坑の断面観察時に確認できた 1・ 2層 のみであ

り、 3層以下については断面観察を行っていない。 1層は暗褐色粘質土、 2層はにぶい黄褐色粘質土をそれ

ぞれ基調としている。 2層 についてはⅣ層に起因すると考えられ、人為堆積の可能性もある。

壁は底面からほば垂直に立ち上がるが、上位をSK08土坑が破壊 しているため、本来の形状は不明である。

底面はほぼ平坦で、径は70cmで ある。SK08土坑底面からの深さは1.20m、 Ⅳ層上面からの深さは1,70mで

ある。
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遺構名  層番号 記号

第65図 SE01 0 02・ 03井戸跡

土性  粘性  しまり 特徴

SE01

SE02

SE03

黒褐
暗褐
暗褐
黒褐
暗褐

にぶい黄褐
黒褐

黒褐

黒褐

黒褐

10YR2/2 シル ト
10YR3/3 シアレト
10YR3/3 シアレト
10YR3/1 粘質土
10YR3/3 粘質土
10YR4/3 粘質土
10YR3/2 粘質土

10YR3/2 粘質土

10YR2/2 粘質土

10YR3/2 粘土

強

弱
弱
弱
強
中

や
中

中

中

強

や

弱
強  黄褐色ブロック中量含む

やや強 黄褐色ブロック少量合む 炭少量含む

強  こぶし大の川原石少量合む
やや強 黄褐色ブロックを極少量合む
やや弱 暗褐ブロック 黄褐ブロックを少量合む

中  炭少

やや強 〉奪
し大から親指だいの礫多い 黄褐色ブロック中 褐色ブロッ

やや弱 親指大の礫少 粗砂多い 黄褐 褐色 黒褐粘土ブロック少

やや弱 響暮奮宅審
多い 粗砂多い 黄褐 褐色 黒褐ブロック多い

本遺構は調査時の不注意により堆積状況が不明であるが、規模・平面形から素掘の井戸跡と判断している。

遺物の出上がないため時期を明らかにすることはできないが、重複関係から近世以降の可能性がある。 (小針)

S E03井戸跡 (第 64図 )

A2区 S30E100グ リッドに位置 し、他の遺構との重複はなかった。調査区内で検出できたのは本遺構の

東半分の1/2で あり、西半分は調査区外に延びる。 したがって本遺構は完掘を行っていない。本遺構はV層
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上面で黒褐色土の広がりをもって検出したが、断面観察ではⅣ層からの掘り込みを確認 しているため、本来

はⅣ層以上からの掘り込みであったと考えている。

遺構内堆積土は 4層に分けた。 1～ 3層 は黒褐色粘質土、 4層は黒褐色粘土をそれぞれ基調とする。この

うち 1層 については自然堆積と考えている。 2層 は親指大から拳大の礫を多 く合み、V層に起因すると考え

ている黄褐色のブロックも含んでいた。加えて、 しまりも強かったため人為堆積と考えている。また、 3・

4層では責褐色・褐色のブロックと粗砂が基調とする堆積土と互層になっているのを確認している。これに

ついては本遺構の機能時から廃絶直後にかけて自然堆積した層が水の影響を受けた可能性と人為堆積の可能

性があるが、どちらか判断することはできなかった。

調査区内で確認できた規模は南北の径が1,40mであり、調査区内の状況から平面形は円形を呈すると推測

している。壁は底面からほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦であった。底面の径は1.10m、 検出面からの深

さは1.25m、 Ⅳ層上面からの深さは1.55mである。

本遺構は井戸枠などを確認 していないが、堆積状況及び規模 。平面形から素掘の井戸跡と判断している。

遺物の出土はなく時期は不明である。                            C/1ヽ 針)

6.柵跡 (SA)

SA01柵跡 (第68図 )

A区、 E105S60グ リッド付近に位置する。すぐ北側にはSD l～ 3がある。調査区では 4基の掘りかたが

確認できるが、調査区外へさらにのびていると考えられる。

確認できた規模は約 8mで北東一南西方向に直線状につづく。

SD l～ 3溝跡とほぼ平行 していることからこれと同時期と考えられるが、一部のみの調査のため詳細は

不明である。                                       (西 澤)

7. ピッ ト (Pit)

Att P世 (第 66・ 67国 )

A区では Pit l～ 223の計223基 のPitを確認 している。これには確認調査区に位置するため平面観察のみ

盈7 ＼普 七58
(Pit142)              (Pit143)

o  (1:4) lo clll′
  355

(Pit l)

第66図  ピッ卜出土遺物
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第69図 ピット位葺図 (3)
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を行ったピットも合まれている。検出面は竪穴住居跡など

と同じⅣ・ V層であるが、ほとんどのPitは Ⅲ層上面から

の掘 り込みであったと考えている。堆積土は黒褐色・ 暗褐

色・ 褐灰色を基調とする。A3区 S70E100グ リッド～ 880

E100に は柱痕跡を確認できたものが集中しているが、調

査区の制約から掘立柱建物跡として認識することはできな

かった。A2区ではA3区 に比べ密度は薄いものの、SB

02掘立柱建物跡の位置するN O E100グ リッド～NOE■ 0

グリッド周辺にやや多い。また、80E100グ リッド付近

で確認 した Pit24～ 31は掘立柱建物跡となる可能性 もあろ

う。しかし、残存度が著 しく悪 く積極的にそれと判断でき

なかった。遺物はいずれからもあまり多く出土 しなかった。

出土 した遺物のうち、 4点を図示 している。355は 土師器

鉢である。大型で底部を欠損 している。356は 土師器甕で

ロクロ調整である。内外面とも磨滅が激 しく、詳細は不明

である。357は 杯底部片である。内面には黒色処理が施さ

れる。底部側縁には、回転ヘラケズリがみられる。3581ま

陶器碗であり、高台付近にまで灰釉がかかる。釉調から大

堀相馬産の可能性が高いと考えられる。

B tt Pit(第 70。 71図)

B区では Pit224～ 270の 計17基 のPitを 確認 している。

検出面はⅣ・ V層であるが、ほとんどのPitは SB03～ 05

掘立柱建物跡などと同じⅢ層上面からの掘 り込みであった

と考えている。堆積上は黒褐色・ 暗褐色・褐灰色を基調と

するが、柱痕跡を確認できたものは少ない。A区と比較 し

た場合、調査区内には特に集中する地点も確認できず散在

した状況といえる。また、SB03～ 05掘立柱建物跡周辺の

Pitは これらの掘立柱建物跡の柱穴跡である可能性がある

が、柱痕跡が確認できないことや位置関係からここでは単

独の遺構として扱っている。

8。 水田跡 (SF)

概要

(小針)

A3区 S100E100～ Sl10E100グ リッドに位置している。

この地点は、竪穴住居跡が立地 しているⅣ層面よりは 1段

低 く、平均すると標高が約62m前後であり、住居跡立地面

ト

レ

ン

チ

″オ｀` ~`十 ‐~よヽ

/十で́//

0    (1:600)   20m

第70図 SF01水田跡
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H=62400m

H=62400m

プラント・ オパール採集地点
水田耕作層

遺構名  層番号

0      (1:50)     2m

第71図  A区水田跡断面

上性  粘性  しまり 特徴

A3区 Ｉａ
‐ｂ

比

‐ｄ

ｈ

Ｈ

ｌ

２

３

４

５

灰黄褐  10YR5/2 粘質土
黒褐  10YR3/2 粘質土

暗褐  10YR3/3 粘質土

灰黄褐  10YR4/2 粘質土

灰黄褐  10YR4/2 粘質土

暗褐  10YR3/4 粘質土

灰黄褐  10YR4/2 粘質土

褐灰  10YR4/1 粘質土
黒褐  10YR3/1 粘質土

暗褐  10YR3/4 粘質土

掲灰  10YR5/1 粘土

やや強  中
やや弱 やや弱 黄褐 黒褐 褐色ブロック中
やや強 やや強 班鉄多

中  やや強 班鉄少
中   中  班鉄少 粗砂少

やや弱 やや弱 黄褐 黒褐 褐色ブロック中
中  やや弱 ホ場整備以前 耕作層 ?(LIに対応か ?)
中  やや弱 古代～近世 ?(LEに対応 ?)パ ミス粒少
中   中  古代? 耕作層 ?キ ジ畦粘土質強い検出面
中  やや弱 LⅣ対応か作土 班鉄少
中   中  粗砂 斑鉄多い

耕 ?
パ ミス粒少 粗砂

の標高よりも約 lm低い。このため、この区域には他では確認されない土層が堆積することとなっている。

この区域の土層をみると、現表土である I層からIf層 までの近代以降と考えられる層が堆積 している。

Ib層 は粘性・締まりとも弱い黒褐色シル ト層であり、古代の土器を包合 していた。 しかし、同時にビニー
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ル等現代の遺物も出土することから、これらは他所より運び込まれた土であると考えた。おそらく付近にあ

る遺構の土砂を耕作土とするために運び込まれたと考えられる。事実、土地所有者が水田の前は畑作を行っ

ていたという証言とも一致する。 Ic～ f層 までは、黄褐色ブロックや黒褐色ブロックが多 く合む層であり、

これらのブロックは基本土層Ⅳ oV層 に起因すると考えられる。畑造成時に関わる層であると考えている。

上記 Ib層 と同様現代の遺物を包含 していたため、現代の土層と判断した。これらの直下層には暗褐色の

砂質土層が存在し、断面をよく観察すると灰白色火山灰粒子が散在している層がある。 したがって古代に属

する可能性が考えられた。そして、これ以下の層においては層相の特徴から水田耕作土の可能性があると考

え、確実なものとするため自然科学分析をおこなった。その結果、イネのプラント・ オパールは検出された

ものの数が少なく、混ざり込みの可能性も指摘されたが、少なくともイネの痕跡がわずかでも認められたた

め検出作業を行うこととした。

検出

火山灰粒子の含まれる層は2カ 所 (2・ 3層 )がある。 2層は削平を多 く受けているため、部分的にしか

残存していなかった。したがって、実際検出作業を行った面は 3層上面である。 3層 自体も上部層により削

平を受けていることは言うまでもない。なお、この灰白色火山灰粒子は十和田 a降下火山灰の可能性が高い

と判断された (第Ⅳ章第 2節 )。

畦畔の特徴

検出の結果、擬似畦畔Bが認められ、水田跡と判断した。擬似畦畔Bに相当する部分は灰色を呈する粘質

～粘土を示 し、耕作土に相当する部分は 3層の砂質土である。また、その境界には酸化鉄の凝集がわずかに

認められる。断ち割りの結果、この粘質土層が 3層 の上面に断面に表現されない程わずかに認められ、下層

に続かないことが確認されたことから、この痕跡を擬似畦畔Bと判断している。

水田区画

擬似畦畔bは方位をN―約40° ―Eに 向けており、碁盤目状に広がっている。東西方向の畦畔と南北方向

の畦畔はほぼ直交 している。調査区が狭小のため、完結する区画は 1つ のみである。これを見ると、東西

3.50m、 南北2.30m程 の区画である。

他の諸施設と遺物

畦畔は部分的に途切れているところがあり、これらは水日の痕跡であると考えられる。調査区内からは 3

カ所確認できる。その他の施設については確認できなかった。現状での高低差は北西方向に高 く、南東へ向

かう従い徐々に低 くなっている。このことから、この方向に水利を行っていたと考えられるが、削平されて

いるため不明である。

遺物は、古代に属する土師器の細片がわずかに出土するのみであり、それ以降の遺物は確認されなかった。

小結

上記のように 3層上面を検出した結果、水田跡と考えられる痕跡を確認した。年代は、火山灰粒子が十和

田 aテ フラと同定されたことから、集落とほぼ同時期に属すると考えているが、上層の大半が造成土と考え

られるため他所から流入の可能性も否定できない。 2層 にも灰白色火山灰粒子を少量含んでおり、 2と 3層

の層界がかなり混合 していると考えられる。また、擬似畦畔bでの検出であること、検出された水田跡がい

わゆる「小区画水田」であることから、明確に古代水田跡であると判断し難い点が残る。 しかし、検出され

た平面の状況を積極的に評価すれば水田跡である可能性は十分高いと思われる。
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遺構名 層番号 色 調 記号 土性  粘性  しまり 特徴

黒褐色  10YR3/2
にぶい黄褐色 10YR4/3

粘質土  中  やや弱 黄褐色土ブロック合む

粘質土 やや強 やや強 ノ〕ヽさめの黄褐色土ブロック少量合む

9。 近世墓 (SZ)

概要

近世墓群はB区 の北東部、SB04・ 05006や SD

04に 隣接 して位置する。検出数は10基 であり、重

複 して存在 している。遺物の出土が少なく明確に時

期を決定 しがたいものが多いが、配置関係から見る

といずれも付近の位置する掘立柱建物跡と同様であ

り、18世紀を中心とする前後の時期が考えられる。

重複が多いことから、この特定の場所に何時期かに

わたって埋葬されていることがわかる。今回の調査

で特筆すべき点として多 くの墓媛から棺材が比較的

良好に残存 していたことが挙げられる。地下水位が

高いため、水漬け状態であったのが幸いしている。

該期の墓墳の検出例は多いが、棺材が遺存 している

例が少なく貴重な資料となっている。

SZ01墓境跡 (第 73・ 74図 )

a a

B区の北西部、890E2グ リッドに位置する。南
第73図 SZ01墓境跡

には SZ08・ 09が位置 している。本遺構は重複が認

められず、単独で存在する。検出はⅣ層上面であり、黒褐色上の広がりをもって確認 している。本遺構は掘

りかたのみで構成される。

平面形は、角が丸い長方形を呈する。規模は、長軸が128cm、 短軸が84cmで あり、確認面からの深さが44

cmである。堆積土は 2層が確認できる。上層に黒褐色粘質土が、下層ににぶい黄褐色粘質土が堆積している。

いずれもV層起源と考えられる責褐色ブロックを多 く混合 している。この両層の間には幅90cm、 高さ20cmの

空隙が存在 し、わずかに褐灰色粘土が堆積 している。底面はV層面まで掘り込んでいるため黄褐色土を呈 し

ているが、中央部分は変色 し灰色を呈 していた。空隙は棺の、底面の変色は遺体 (棺)の痕跡かも知れない。

棺材が確認されないが、周囲の状況、掘りかた、土層の堆積状況から、本遺構 も墓崚であると考えられる。

遺物は寛永通宝が 1点堆積土中から出土 しているのみである。

o       (1: 25) lm

a

H=63900m

¨
3̈59

o  (1:2) 5 cn

第74図 SZ01出土遺物

SZ02墓境跡 (第 75-76図 )

B区北西部、888E4グ リッドに位置する。南側を SZ03と 重複 しており、

本遺構の方が古い。検出はⅣ層上面であり、黒褐色上の広がりをもって確認し

ている。本遺構は掘 りかたと棺で構成される。

掘 りかたは長軸が117cm、 短軸80cmの 楕円形状を呈する。北壁側 と西壁側を

みると直線状を呈 しているため、本来は方形を意識 して構築された可能性があ
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第75図 SZ02墓壊跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

a

H=63000m

o     (1:25)     lm

|

曽
/

SZ02   1   黒褐色
2   黒褐色
3   黒褐色

10YR2/2 粘質土  中
10YR2/2 粘質土 やや強
25y3/2 粘質土 やや強

やや強 責褐色土ブロックを40%程合む
やや弱 黄褐色土プロックを20%合有、 1よ りしまりがよい

やや強 黄褐色上ブロックを極少含有

る。南側は SZ03に より破壊されている。確認面からの深さは47clllで ある。

掘 りかたの堆積土は 3層が確認できる。黒褐色の粘質土 (1・ 2層)と粘土 (3層)に大別できる。上層

ほど黄褐色ブロックを多 く合んでいる。 3層中にはほとんどブロックが含まれず、上面がほぼ水平であるこ

とから、この層は棺内の堆積土の可能性がある。底面はほば平坦につくられている。また、 1層 中には長さ

が30clll、 厚さ10cmほ どの円礫が含まれていた。これはあるいは墓標あるいは重 しであった可能性がある。床

板との距離は25clllで ある。ただし、表面には何 ら人為的な痕跡は残っていなかった。

棺材は床材のみ残存 している。床材は残存状態が悪 く、取 り上げることができなかったが、調査時段階で

の規模は長さが83clll、 幅が48cmで ある。幅は SZ03に より削平されている可能性があるが、長さについては

ほぼ完存状態であろう。厚さは現存で 1～ 2 clllで ある。遺存状態が悪かったため床材が何枚で構成されてい
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るか判断できなかった。

床材の北東隅には、銅銭・櫛・歯が検出されている。いずれも残存状態が著 しく悪 く、櫛については取 り

上げることができなかった。また、これらの出土位置は埋葬時に頭位が東向きであることを示唆する。

そのほかには釘 (16点)の出上がある。これらのうち 3点は原位置を保って出土 している。床材より上方

に 7・ 14・ 25clllの 高さで、墓渡南西隅付近において確認 した。釘先端はいずれも内側を向いており、本来側

板を固定するための釘であると考えられる。また、本来はこの付近に側板が存在 していたと考えることがで

きる。

棺材は上述のように遺存状態が悪 く取 り上げることが出来なかったため図化 していない。その他の遺物 と

しては鉄釘が16点、銅銭が 2枚出土 している。鉄釘 (360～375)は堆積土中から出土 しており、棺材を留め

るものであろう。いずれも完形のものがないため全長は不明であるが、厚さをみると太身と細身の 2者があ

る。

銅銭 (376)イま2枚が固着 しており、現状では分離することが出来ない。また、錆に覆われているため、

銭名も不明である。

SZO難 跡 (第77～ 79図 )

B区北西部、S88E4グ リッドに位置する。北側を SZ02と 重複 しており、本遺構の方が新 しい。検出は

Ⅳ層上面であり、黒褐色土の広がりをもって確認 している。本遺構は掘 りかたと棺で構成される。

掘りかたの平面形は角の取れた長方形状を呈 している。規模は長軸が120cm、 短軸が75clllで ある。深さは

確認面より60clllで ある。

掘 りかた堆積土は 5層が確認できる。上層から褐灰色、黒褐色、暗褐色、褐色の粘質～粘土が堆積 してい

る。基本的にはいずれの層中にもV層起源と考えられる責褐色ブロックを多量に含んでいる。掘 り返 した土

が再堆積 したものであり、人為堆積と考えられる。 5層 は暗灰黄色の粘土であるが、黄褐色プロックが含ま

れておらず、棺の周囲のみに存在 していることから、腐食 した棺材や遺体の痕跡であると考えられる。

］圃

明
◎骰域

第76図 SZ02墓竣跡出土遺物
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遺構名  層番号 記号 上性

第77図 SZ03墓竣跡

粘性  しまり 特徴

褐灰色
黒褐色

暗褐色
褐色

灰黄褐色

10YR4/1
10YR3/1
10YR3/3
10YR4/6
10YR4/2

粘質土 やや弱 やや弱
粘質土 やや強  中
粘質土 やや強 やや強
粘質土 やや強 やや強
粘質土 やや強  中

黄褐色土ブロックを70%程合有、大きめのブロック

黄褐色土ブロックを10%程合有、 1よ り小さいブロック

黒掲及び黄褐色土ブロックを少量含む

黄褐色土ブロックを上位に少量合む

黄褐色土ブロックを少量合む

棺は掘 りかた底面の大部分を占める。棺材は大きく3つの部位に分かれている。棺の蓋と考えられる板材

(以下、天板)、 側面を構成する材 (以下、側板)、 底面を構成する材 (以下、床材)である。天板は一枚の

薄い板材でつくられている。両端が腐食して、欠損している。遺存状態が悪いため、取 り上がることができ

なかった。側板は長軸側 2枚、短軸側 2枚の計 4枚で構成され、床材を囲むように配置されている。残存状
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o          (1:2) lC皿

第78図 SZ03出土遺物

態が悪 く、図化できたものは少ない (388の み)。 この 4枚の接合方法は不明である。床材は直径が 3 cm強の

枝材 2本 (386・ 387)を小日側に置き、その上に直径が 1～ 2 cmと やや細い枝材を長軸方向に 5本以上

(380～ 385)を 並べて設置されているようである。長軸側の枝材は残存状態が悪 く、実際に何本使用されて

いるかは不明である。これらは単に置いただけのようであり、紐や釘等で接着している痕跡は認められない。

わずかに小日側の材の両端に切 り込みが入っているが、これは側板との接合のためのものと考えられる。 し

たがって、これらの棺材は、固定されたものではなく、掘 りかたのなかで組み立てられた可能性がある。遺

体は、組み合わせた枝材の上に置かれたと考えられ、枝材の間から人骨の一部を検出している。残存状態が

悪いため部位などは不明である。

遺物出土状況をみると、木製の容器が 1点、床材の間から出土 している。このことから、隙間があるもの

の、枝材の組み合わせたものが床を構成 していると判断している。ただし、腐食しやすい有機質の部位が存

在 していた可能性は残る。

遺物は木製容器が 1点、キセルが 1点 出土 している。377は 木製容器である。長さ7.2clll、 幅4.8cmの 楕円

形の板を 2枚上下の底板とし、その間を木の皮で包み込む構造を採用 している。

378は雁首、379は 吸い日であり、いずれも青銅製であり、対になるものと考えられる。

//→巧
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SZ04墓境跡 (第80～ 82図)

B区北西部、S90E6グ リッドに位置する。西に SZ07、 北に SZ10、 北西に SZ09、 南に SZ06と重複 して

おり、いずれの墓渡跡よりも本遺構の方が新 しい。検出はⅣ層上面であり、黒褐色土の広がりをもって確認

している。本遺構は掘 りかたと棺で構成される。

o     (1:25)    lm

第80図 SZ04墓墳跡

粘性  しま り

黒褐色  10YR3/1
黒褐色  10YR3/2
褐灰色  10YR6/1

黄褐色上ブロック60%含む

黄褐色土ブロックを多く合む

中  炭化物含む

日
３
罵

Φ
＝

Ｆ

（０呵

01

a

強
弱

や
や
強

や
や艇艇粧

遺構名  層番号
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掘 りかたの規模は、激 しい重複のため判然としない

が、おおよそ長軸が lm、 短軸が60～ 70clllほ どと推定

される。平面形は、北と東壁をみると、隅丸の方形を

呈すると考えられる。深さは確認面より46cmで ある。

掘 りかたの堆積土は 3層 に大別できる。上位 2層 は

黒褐色系の粘質土であり、V層起源と考えられる黄褐

色土ブロックが多 く混合する。最下位の 3層 は褐灰色

の粘土であり、炭化物を合んでいる。この層は他の墓

墳と同様に棺内の堆積土であると考えられる。上位の

1・ 2層は一度に堆積 している状況と、墓墳掘りかたという性格から人為堆積であると考えられる。掘り返

した土をそのまま埋め戻 している状況が窺える。

棺は掘 りかたほば底面を占める。棺材は、天板、側板、床板が残存 している。図化 したのは 5点のみであ

る。天板はそのほとんどが腐食 しており、中央部にわずかに残存する程度であり、取 り上げを行っていない。

天板の高さは、床板より10cm上方の高さにある。側板は四方に残存するが、多 くは腐食 している。もっとも

残存している北側板 (395)を みると高さが15cm、 幅が78cmで ある。小日側の側板 (394)では、同様に高さ

が 9 cm、 幅が37cmで ある。これらの側板の底面をみると、径が 2111111程 の鉄釘の痕跡が認められることから床

板の上に設置したのちに、底面から釘で留められている。確認できたものでは、長軸側の側板では 4箇所、

小日側の側板では 3箇所の釘の痕跡がある。床板は 2枚の板材で構成される (396・ 397)。 他に比べると比

較的良好に残存 している。床板は幅が43clll、 長さが84cmで ある。棺の規模はこれらから推定すると、長さが

約85clll、 幅が約40cmで ある。高さは天板の土圧により下方へ落ちていると考えられ不明である。側板の残存

状況から類推すると20～25cm程度であると思われる。

遺物は、堆積土中と床板の上面で確認 しているが少ない。床面上から出土 したものは、木製容器の一部と

考えられる木の皮であり、図化 していない。389～ 393は鉄釘である。断面は方形であり、上端は「 L」 字形

に折れ曲がっている。そのほか、人骨の一部が西側中央で検出している。部位等詳細は不明である。

品

嶋

o  (1:2) 5 clll

第31図 SZ04出土遺物

側

‐
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SZ05墓崚跡 (第 83-85図 )

B区北西部、S94E4グ リッドに位置する。北側を SD04と 接するか若千重複 している。切 り合い関係か

らは新旧は判断できなかった。検出はⅣ層上面であり、黒褐色上の広が りをもって確認 している。本遺構は

掘 りかたと棺で構成される。

掘 りかたの規模は、長軸が130cm、 短軸が85clllで あ り、平面形は角の九い長方形状を呈する。底面までの

深さは、確認面より64cmで ある。構材は底面のやや南よりに設置されており、北側 と西側に若干の空間が残

る。

こ

a

_OI

62800m

a

天板除去後

a

H=62900m

o     (1125)     lm

自
ｏ
３

雷

＝

Ｅ

い。

ア
コ

遺構名  層番号   色調 記号

第33図 SZ05墓境跡

土性  粘性  しまり 特徴

1   黒褐色
2   褐灰色
3   灰黄褐色
4   褐灰色

10YR3/1 粘質土  中
10YR4/1 粘質土 やや強
10YR4/2 粘質上 やや強
10YR4/1 粘質土  強

強

中

中

や

中
や

責褐土ブロックを30%含む

黄褐色土ブロック70%合有

黄褐色土ブロック少量含む

酸化鉄少量含む
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掘りかたの堆積土は 4層に大別できる。黒褐色・褐灰色・灰黄褐色の粘質上が上層に、褐灰色粘土が最下

層に堆積 している。堆積上の大半を 1層が占める。上層土はいずれも黄褐色ブロックを混合しているが、最

下層にはほとんど認められない。最下層の粘土は棺材の位置などから棺材や遺体の痕跡であろう。これらの

堆積土は墓竣という性格とブロックの入 り方から人為的に堆積 したと考えられる。

棺は掘 りかた底面に設置されており、残存状況は今回の調査の中でも良好であった。棺は、天板、側板、

床板で構成される。天板は中央部分にのみ残存している。残存範囲は長さが70cm、 幅が47cmで ある。天板は

厚さが現存で l clll弱 ほどしかなく取 り上げることができなかった。また、天板は 2枚の板材で構成されてい

る。側板は小日側 2枚 と長軸側 2枚の計 4枚で構成される。いずれも床板の上に釘で固定されている。長軸

側の側板 (東側)は高さが22clll、 長さ86clllあ り、とくに高さは欠損 しているが残存状態はよい。厚さは l clll

弱ほどであり、天板と同様に薄 くつ くられている。小日側の側板 (】ヒ側)は高さが残存で10cm、 長さが50clll

Ｌ
Ｙ
彎
平

Ａ

＝

慟

――

＝

Ａ

ｈ

彎

　

　

４

∽Ql蔭域2⑬餞3⑬∞ 垣幹

o             (1: 2)           10 clll

―
○

―
◎

第84図 SZ05出土遺物
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である。床板は 3枚に分離 して残存している。 3枚を合わせた大きさは長さが95clll、 幅が50cmで ある。各板

材の間は 2～ 3 cm程の空間がある。側面に鉄釘の痕跡が確認できるため、本来は 3枚が組み合わされ、釘で

固定されていたと考えられる。厚さは約 2 cmであり、天板や側板よりも厚 くつ くられている。また、床板の

端部には小日側の側板の痕跡が残っている。棺の規模を現状から推定すると長さが95cm、 幅が50cm、 高さが

25cm以上とすることができる。

棺材の内図化できたのは 7点である。   
‐

床板上には古銭が 3枚、火打ち鉄、キセル、本製容器、人骨の一部が確認されている。古銭は 3枚 とも寛

永通宝である。4051ま 火打金である。平面が三角形状を呈 し、側面が折 り曲げられている。厚さは 3 11ullで あ

る。頂点付近には径 8111mの 孔が穿たれている。406は キセルであり、ほぼ完形で出土 している。全長が27clll

である。吸い日と雁首は青銅製である。筒部は竹で作られており、乾燥のためやや収縮している。吸い日部

分には合わせ目が存在する。399。 400は木製容器である。両者合わせて一つのものと考えられる。長軸側7

clll、 短軸側4.5clllの 大きさの楕円形の板材が 2枚あり、両者間を皮で留めて容器としている。399の 内面には

「イロ」とカタカナで墨書が認められる。また4001こ は朱漆が塗布されている。

SZ0 6墓 t廣跡 (第 86～ 88図 )

B区北西部、S90E6グ リッドに位置する。北側を SZ04と重複 しており、西側を SZ07と 重複 している。

SZ04よ りは古 く、SD07よ りは新 しい。検出はⅣ層上面であり、黒褐色土の広がりをもって確認 している。

本遺構は掘りかたと棺で構成される。

掘 りかたの規模は、長軸側が132cm、 短軸側が重複によリー辺が破壊されているため不明であるが、残存

部で計測すると73cmで ある。深さは確認面から48clllで ある。平面形は他と同様に、角の丸い長方形状を呈 し

ている。

掘 りかたの堆積土は 3層 に分層できる。黒褐色の粘質土 (1・ 2層 )と褐色粘土 (3層)に大別でき、い

ずれも黄褐色のブロックを混合している。断面図を見ると自然堆積のようにも見えるが、墓竣という性格と、

ブロックの入り方から考えると人為堆積である可能性が高い。

棺は天板・側板・床材で構成される。そのうち図化したものは12点である (420～ 431)。

天板は残存値で80× 25clllと 67X14cmの 板材の 2枚で構成されている。この 2者が本来同一のものか否かは、

接合箇所が腐食 しているため判断できなかった。側板は 4枚で構成されているが、北側板は SZ04と の重複

によリー部が破壊されており、残存状態は悪い。このためこの付近はやや歪んでおり、SZ04構築時の影響

を受けているものと考えられる。床材は、枝材で構成されており、現状では破片も合めて12本のみが残存し

ている。短軸 (小 日)方向に 3本の技材の上に長軸方向の技材が 3本設置されている。小日側の枝材は長軸

側の枝材に比べて径が太いもの (2 cm)が 選ばれている。そして、両端に切り込みが加えられ、側板が乗る

ように成形されている。小日側枝材の間に 6破片の枝材が残るがいずれもその方向からこの長軸方向に使用

された枝材の破片であると考えられる。これらを合わせて全体の規模を推定すると、長軸が93clll、 短軸が47

clll、 高さは不明である。

遺物は鉄釘とキセルが出土している。414～ 417は鉄釘である。いずれも欠損がり、完形ではない。最大厚

が 5 1ullほ どである。417は 中位付近に張り出し部分があり、錆で詳細は不明であるが、何 らかの部品が装着

されている可能性がある。これらの鉄釘は棺を留めるものであろう。418・ 4191ま キセル雁首と吸い口である。

いずれも青銅製であり、合わせ目が存在する。
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a

H=68000m

o      (1:25)      lm

a

a

遺構名  層番号

a

第86図

色調   記号  土性  粘性

SZ06墓装跡

しまり 特徴

黒褐色
黒褐色
褐色

10YR3/1 粘質土 やや弱
10YR3/1 粘質土 やや弱
10YR4/4 粘質土 やや強

弱  褐色粒やや含む

中  褐色土ブロックやゃ多く合む
やや強 褐色土ブロックやや合む

1414

I1417 4P ③  4デ

第87図  SZ06出土遺物

I1415
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SZ0 7墓竣跡 (第 89～ 91図 )

B区北西部、S90E6グ リッドに位置する。北側を SZ09、 西側を SZ08、 東側を SZ04と 重複 しており、

SZ08よ りは新 しく、SZ09、 04よ りは古い。検出はⅣ層上面であり、黒褐色土の広がりをもって確認 してい

る。本遺構は掘 りかたと棺で構成される。

掘 りかたは北、西、南側の 3方向、とくに東側がSZ09に より大きく削平されているため、規模の復元は

困難である。

a
,   01

a

H=63100m

o       (1:25) lm

日
ｏ
３

鰺

＝

鷹

（ｎ

刺

遺構名  層番号   色調   記号 土性

第89図  SZ07墓境跡

粘性  しまり 特徴

1  にない黄褐色 10YR5/3
2  にぶい黄褐色 10YR5/3
3   黒褐色  10YR3/1
4  にぶい黄褐色 10YR5/4
5    灰色  5Y4/1

やや弱 黄褐ブロックをほとんど合まない

中  黄褐色ブロック70%含む
やや強 褐色ブロック10%合む
やや強 黄褐色ブロック80%含む

中  黒褐色土ブロック (炭化物とけたものか)を合む

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

強
中

や
中
強
強

や

―- 97 -―



堆積土は 5層 に分層される。黒褐色粘質土 (3層 )と にぶい黄褐色粘質土 (1・ 2・ 4層 )、 灰色粘土層

(5層)に大別される。黒褐色層とにぶい黄褐色層には黄褐色や褐色のブロックが混合されている。 とくに

後者には多量に含まれている。黄褐色ブロックは直径約10～ 20cm前 後と大きく、あまり攪拌された状態では

ないこと、墓墳という性格から、これらの上層は人為により堆積 していると考えている。 5層 の灰色粘土は

棺の周囲に認められ、黄褐色ブロックが含まれていない。 4層 と 5層の層堺は明瞭であり現状では、土層の

ため、 4層が押 し出された様子であるが、棺の内と外の堆積さの違いをよく表していると考えられる。 この

ような土層の入 り方は他の墓壌と同様であり、遺体や棺材の痕跡もしくはその影響を受けた層であると推定

される。

棺は掘 りかた底面上に設置され、天板、側板、床材で構成される。棺材のうち図化 したものは 7点である

(432-438)。

天板は、遺存状態が悪いが、長さが65cm、 幅が30cm、 厚さが約 l cm残存している。これをみると2枚の板

材で構成されているのがわかる。本来は、側板の上に設置されていたものと考えている。いわゆる「かえり」

のついた蓋状ではなく平板な板をもって天板としていたのであろう。厚さも不明な部分が多いが、底板より

薄い可能性がある。薄 く状態が悪いため取 り上げることができなかった。側板は 4枚で構成される (432・

433。 435・ 437。 439)。 長軸側の側板のうち北側のものは残存で長さが90cm、 高さが18cmで あり、厚さが 1

cm程度である。小日側の板材は残存状態にもよるが、長軸側の側板よりも高さが低い材を使用 している可能

性がある。長さが34clll、 高さが 5 clll、 厚さ l cm弱である。これら4枚の

板材は床材の上に設置されている。床材は 2枚の板材で構成される (434

・ 436)。 大きさは 2枚合わせると、長さが90cm、 幅が39cl■であり、厚さ

が、天板・側板よりも厚い。これら側板、床板の底には鉄釘の痕跡が残

ることから、側板と床板は釘で固定されていると考えられる。残存範囲

では長軸側の側板には6カ 所、小日側の側板には 4カ所の釘が確認でき

る。

骨の一部は床材の上に残存していたが、細片であるため詳細は不明で

あるが、その状況から人骨であると判断できる。

掘 りかたと南側板の間には槌 (439)が おかれていた。 これは、おそ

らく側板を留めるために設置されていると考えられる。全長は31.5cm、

最大幅が16cmで あり、柄の径が 4 cm、 槌の径が16cmで ある。柄と槌部は

一本の木を削出して製作されている。側面には凹みがみられることから、

よく使用されていたものと考えられる。

o    (1,6)   20 cm

第90図 SZ07出 土遺物
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SZ08墓境跡 (第 92・ 93図 )

B区北西部、S90E4グ リッドに位置する。東側

を SZ04 0 09と 重複 しており、切 り合い関係や断面

図からみるとSZ07よ りは新 しくSZ09よ りは古い。

検出はⅣ層上面であり、黒褐色土の広がりをもって

確認している。本遺構は掘りかたのみで構成される。

掘りかたの規模は東側が重複のため破壊されてい

るため不明であるが、現存では、南北に90clll、 東西

に45clll残 存する。深さは確認面より43cnで ある。堆

積土は 2層が確認できる。いずれも黒褐色粘質土で

あり、 2層にのみ黄褐色ブロックが多 く含まれる。

大きなブロックが混合する 2層 は人為堆積の可能性

があると思われるが、 1層 は判断できない。棺は確

認されなかったが、鉄釘が出上 していることから本

来は存在 していたと考えられる。

440～451は鉄釘である。いずれも断面方形であり、

径 4 11ullの ものがほとんどである。442～ 446は 頭部の

木質と先端の木質方向が異なっている。これらは異

なる材を留めていた痕跡であろう。また、この部分

に断面方形の筒が装着されている痕跡が認められる。

錆で明瞭ではないが、何らかの部品が装着されてい

ると考えられる。

SZ0 9墓境跡 (第 94～ 96図 )

B区北西部、S90E4グ リッドに位置

する。南側を SZ07、 東側の一部を SZ03

と重複 している。切り合い関係から見る

と、SZ08よ りも新しく、SZ03よ り古い。

検出はⅣ層上面であり、黒褐色土の広が

りをもって確認 している。本遺構は掘り

かたと棺で構成される。

掘 りかたは南側を重複により破壊され

ているが、残存する三方の形状から推定

するとほぼ角の丸い長方形状を呈すると

考えられる。規模は、長さが114cm、 幅

が推定で85clll、 確認面からの深さが54cm

o      (1:25)     lm

第92図 SZ08墓境跡
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o  (1:2)  5 cln

第93図 SZ08出土遺物

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

SZ08   1   黒褐色  10YR2/2 粘質土  中   中  褐色上ブロック (Ⅳ層起源)を合む
2   黒褐色  10YR3/1 粘質土 やや強  中  黄褐色土ブロック多く合む
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である。

堆積土は 5層が確認できる。黒色～黒褐色粘質土 (1・ 3・ 4層)と 暗褐色粘質土 (2層 )、 灰色粘土層

(5層)に大別できる。前二者のうち 3層以外には黄褐色のブロックが混合 している。ほとんどに大きめの

ブロックが含まれることから人為に堆積したものと考えている。 5層 は棺の周囲及び内部にも広がることか

ら、棺材や遺体の腐食が影響 している層と捉えることができよう。

棺は掘りかたの底面に設置されている。天板■側板・床材から構成されているが、いずれも残存状態は悪

い。棺材のうち図化 したものは■点である。

o     (1:25) lm

遺構名  層番号 記号

第94図 SZ09墓境跡

土性  粘性  しまり 特徴

覇や
中

中

強

中

やSZ09      1
2

3

4

5

黒褐色

暗褐色
黒色

黒褐色
灰色

10YR3/2
10YR3/3
10YR2/1
10YR3/1
75Y4/1

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘土

やや弱
やや強
やや強
やや強
強

掲色土ブロック20%含む

褐色土ブロック40%合む

褐色土ブロックほとんど含まない

褐色土ブロック80%含む
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天板の残存範囲は62× 20cmであり、厚さ l clll未

満の薄い板材である。現状では 1枚で構成されて

いるが、半分以上を欠損 しているため本来の構成

は不明である。側板は 4枚で構成されている。比

較的残存状態のよい南側板をみると、長さが85cm、

高さが15cm、 厚さが l clll程度の薄い板材である。

小日側の 2枚は残存状態にもよるが、長軸側の側

板よりも高さが低い板材を使用 しているようであ

‐‐７

町 懺 54 鶴畿5

o  (1:2)  5 cm

第96図 SZ09出土遺物
る。

床材は、現状では 8本の枝材から構成される (456～ 463)。 長さが90cm程度の長い枝材が 5本、約10cm間

隔で並べており、その上部に現存で28cmの 短めの枝材を設置している。間隔は30cm前後である。 5本の枝材

のうち 1本の先端は陽物状に加工されている。いずれの材にも釘で固定されている痕跡は認められない。

これらの材を合わせた規模をみると、幅が40clll、 長さが90cmの規模 (高 さは不明)が想定できる。

遺物は 4点を図示 した。452～454は鉄釘であり、いずれも欠損部分が多い。455は寛永通宝であり、1/3

ほど欠損 している。 (西澤)

SZ1 0墓竣跡 (第 97・ 98図 )

B区北西部、S88E6グ リッドに位置する。南側を SZ04と重複 しており、本遺構の方が古い。検出はⅣ

層上面であり、黒褐色土の広がりをもって確認 している。本遺構は掘 りかたと棺で構成される。

掘 りかたの規模は東西が100clll、 南北が85cmであり、東壁がやや歪ながらも長方形状を呈する。深さは確

認面から30cmで ある。

堆積土は細分できず 1層のみである。黒褐色の粘質土であり、黄褐色ブロックを多 く合んでいる。墓境で

あることや粒径の大きなブロックが多 く含まれていることから人為堆積であると考えている。

棺は、床材のみ掘 りかた底面に設置されている。遺存状態は悪いが、現状で80clll、 幅が35clll残 存する。厚

さは1.5～ 2 cmで ある。掘 りかたの規模と棺材の残存状態から、この棺 も他と同様の規模を有 していると予

想される。遺存状態が不良のため、この床材を取 り上げることができなかった。

遺物は、堆積土中から鉄釘が 8点、床板の上にキセルが 1点出土 している。

467～ 4741ま 鉄釘である。468は頭部の木質の方向と下部の木質の方向が異なっている。内部は観察できな

いが筒形金具が存在しているようである。475は キセルの雁首であり、4761ま 筒部の木質の残存である。キセ

ルは青銅製であり、長さが 4 cmで あり、合わせ目が確認できる。 (西澤)
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0     (1,25)    lm

.    
第97図 SZ10墓壊跡

遺構名  1層番号   色調   記号  主性  粘性 しま―り 特徴
SZ10   1   黒褐色  10マ硝/1 粘質土 やや弱 やや強 褐色主ブロック (こ まかい)40%合む

叉 逹 蓄 ◎

Ｄ
似
愧

蜘

口θ

『
頸

鞠

o         (1:2)

ロ
1 1 473

if 474

10 cnl

駆
1471

③a

第98図 SZ10出土遺物
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不明遺物

477～ 482の遺物は、本来 SZ01～SZ10の いずれかに所属すると思われるが、調査時の混乱と、多数の重複

関係により、いずれに所属するものか判断がつかなかった遺物である。

477～ 479は寛永通宝である。479は その字体から古寛永と考えられる。480は鉄釘であり、先端を欠損して

いる。481～ 482は キセルの雁首と吸い日である。出土地が不明のため、同一個体か否かは不明である。青銅

製であり、合わせ目が存在する。482の 吸い日には木質が一部残存している。          (西 澤)

°鯵7鯵∞欝翁9仝
11   480

③ ◎ 竃護 ≧ 姿 o
1      481 482

o  (1:2)  5 cm

第99図 SZ不明遺物

10。 遺構外の遺物

A・ B各区の表土中や遺構検出面上からはいくつかの遺物片が採取されている。とくに近世陶磁器は約

4,000g出土 しており、そのうち約 1割の460gを 図示している (483～ 499)。

そのほとんどは、Ⅱ層中に含まれていたもので、この層が、近世遺物包含層であると判断した理由である。

そこⅡ層は I層 により大きく改変を受けていたため、 I層にも、近世陶磁器が含まれていた。遺構内より出

土 したものは極めて少ない。これは、近世の生活をも合めて削平されているためであると考えられる。その

ため、陶磁器類のほとんどが遺構外出土となったのであろう。

出土 した近世陶磁器は18～ 19世紀の所産に属するものが多い。産地は大堀相馬産や肥前産のものが主体を

占めるが、不明のものや在地産と考えられるものも一定数ある。

なお、在地産としたものは主要な産地と判断できないものを一括 しているものであり、具体的に産地を示

すものではない。

陶磁器以外には、 A tt S109付 近の検出面上より上錘が17点出土 している (500～ 516)。 おそらくS109に

属するものと考えられるが、検出面上に浮いていたため遺構外として登録したものである。そのほとんどが

破片であり、細かく破砕されている。あるいは同一個体も合まれているかもしれない。
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第Ⅱ章 堰向Ⅱ遺跡

第 1節 調査の概要

堰向Ⅱ遺跡の調査は調査区が大きく分けて 4地点に分散 している。調査時においては西側から順にA～ D

区と名付けており、また、A～ C区については本調査、D区 については確認調査、一部本調査を行っている。

A区は支道第51号道路、 B区 は支道第49号道路、187・ 183田 区切 り上、 C区は排特 2号水路、D区は現市道

2053035の 跡地であり、191・ 192田 区の一部にそれぞれの予定地であるため、各調査区は細長い直線形を基

本としている。これらの調査区は、遺跡推定範囲である北東から南西に細長 く延びる自然堤防上を縦断する

様に位置している。調査は前章までに触れたように、工事の都合上 B区 より調査を行っている。したがって、

遺構番号は、基本的にB区 より検出順に並んでいる。

各調査区の内容をみると、 A区からは平安時代の竪穴住居跡を中心に多数の遺構が確認された。面積が

560置 と最小であったが、遺構が濃密に分布 している。鍛冶炉が検出された竪穴住居跡や総柱式掘立柱建物

跡が 2棟確認されたのもこの区である。 B区は北側を中心に遺構を確認 している。この調査区は遺跡がのる

自然堤防上の北端から南端を縦断している。 B区からは平安時代の竪穴住居跡が中心であるが、近世の柱穴

が多数認められた。いくつも重複 しており、建物跡に復元するのは困難であった。また、永楽銭や龍泉窯産

と考えられる青磁片が出土 しており、中世の遺構も存在 していた可能性がある。さらに、北端付近には10世

紀後半に属する廃棄土坑が存在 し、該期の一括資料として貴重な情報を得られている。

C区では平安時代、江戸時代の遺構が確認されている。とくに平安時代の遺構では一辺が 7m以上にも及

ぶ住居跡が検出され、拡張されていた。古期の住居跡からは緑釉陶器や陶硯などが出土するなど特筆すべき

遺物である。D区 は一部確認調査と併行 して本調査を行った調査区である。竪穴住居跡を中心に検出をおこ

ない、うち 2軒の住居跡等を調査 した①削平が著 しく及んでいたため得 られる情報が他に比較 して少なかっ

た。

検出遺構としては、竪穴住居跡46軒 (う ち調査は38軒 )、 掘立柱建物跡は 3棟、土坑57基 (同45基)、 溝跡

11(同 9条)条、Pit 521基 (同 503基 )を調査区の全域から確認 している。遺跡推定範囲の内、今回の調査

では約 6%の みしかおこなっていないため、約16倍の遺構数の存在が予想される。

調査の結果、平安時代を主体とする大規模な集落跡であること、近世の民家を中心とする集落跡であるこ

とが判明した。

0    (1:600)   20m

第102図 堰向Ⅱ遺跡A区遺構配置図
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第103図  B区遺構配置図
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第 2節 基本層序

堰向工遺跡で確認された層序としては以下のものがある。基本的に西川目遺跡と同一の層序であると捉え

ている。また、以下の層序は自然堤防上の基本層序であり、それ以外の低地部分の層序とは対応していない。

I層 黒褐色ンル ト 現耕作土 (現代)   ´

調査区内はいずれの地点においても現在の水田であったため本層はこの水田耕作土層である。また、金属

片やビニールが出土する攪乱土坑などはすべてこの層から掘り込まれていると考えている。

Ⅱ層 暗褐色シル ト 旧耕作層あるいは近世遺物包含層  (中世～近世)

近世の遺物は I層にも認められるが、多 くがこの層から出土することから近世に対応する層と考えている。

したがって、柱穴などの掘 り込みはこの面もしくはさらに直上に存在していた層から行われたと考えられる。

しかし、この層は I層 による削平を受けて確認できない。また、基本的にⅢ層～Ⅳ層で検出作業を行ってい

るため、近世に属する浅い遺構などは破壊 した可能性がある。中世に属する遺物がわずかながら出土するこ

とから、存在は予想されるが確認はされなかった。層序的に中世はⅢ層以上、本層か本層によって削平され

た層に存在すると予想される。

Ⅲ層 黒褐色シル ト 古代生活面 (古代)

層中に古代の生活面が相当すると考えているが、実際は上位が削平されている部分が多い。西川目遺跡の

ように本層が良好に残存している地点では、遺構の掘 り込みがこの層中から行われていたことが確認できて

いる。検出は本来本層上面で行えばよいが、遺構の判別が困難であり、判別できるまで徐々に掘り下げて行った。

Ⅳ層 暗褐色粘質土 古代検出面および縄文時代検出面

多 くの地点では本層が遺構検出面となっている。本来はⅢ層が生活面であるが、 I・ Ⅱ層による削平のた

め表土直下にⅣ層が存在する地点が多かったためである。堰向Ⅱ遺跡では本層自体も削平されている場合が

多い。また、数は少ないものの縄文時代の遺構も本層で確認できる。

V層  にぶい黄褐色粘質土 地山

自然堤防上の基盤となる層である。削平が深 く及んでいた地点では本層が遺構検出面となる。その場合は

縄文・古代 。近世も同一平面上に遺構が確認されることになる。

Ⅵ層 暗オリープ粘土 地山

深掘 り部分にのみ存在する。V層 とともに自然堤防の基盤となる層である。

堰向Ⅱ遺跡では、後世による地形改変の影響が大きく、現耕作土である I層直下がV層遺構確認面となる。

したがって検出は基本的にV層上面で行っている。とくにD区 においてはV層 自体にも削平が及び、遺構の

残存度が著 しく悪かった。 したがって、いずれの調査区においても生活面の推定は不可能な状況であった。

西川目遺跡と同一層序であることが確認できるためあるいはⅢ層中にその面が存在した可能性が高い。

-115-



第 3節 調 査 内容

S101竪穴住居跡 (第 106～ 111図 )

B区の南端 Wl10N90グ リッドに位置する。調査区西側に偏って位置するため調査区内には約1/3し か合

まれておらず、一部のみの調査となる。 したがって本住居跡の完掘は行っていない。また、住居後北東隅付

近において SD01と重複しており、切 り合い関係を見ると本住居跡の方が古いと判断できる。

遺構の確認は、V層上面において、黒褐色土の広がりをもって確認 した。平面形 。規模ともに完掘してい

ないため不明であるが、後者に関しては少なくとも一辺が3.80m以上あることが確認できる。住居の方位は

中軸線を中心に考えると、N-28° ―Eとやや東に触れている。

住居堆積土は 7層が確認できる。基本的に黒褐色系の粘質土や砂質上で堆積 しているが、一部暗褐色の砂

質土が混入 している。初期堆積土と考えられる 3・ 4層 にはV層起瀕と考えられる責褐色ブロックが多く合

）
＼

ｍ〓

，ａ
一
Ｈ

2

第106図 S101竪穴住居跡

o      (1:50)     2m
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まれている。いわゆる三角堆積やレンズ状堆積が確認できることから、本住居跡は自然堆積したと考えられ

る。

調査を行った範囲内では、床面はほぼ平坦に構築されており、貼 り床が施されている。住居壁は緩やかに

傾斜 しながら立ち上がっている。掘 り方は住居壁際を中心に掘 り込みが行われており、中央部の掘り込みは

少ない。したがって、貼 り床と考えられる黒褐色粘質土層は、壁際を中心として周囲に厚 く堆積している。

カマ ドは、住居北壁のほぼ中央と考えられる位置に構築されている。辺に対してほぼ直交 している。上部

ｂ
一

a

遺構名  層番号

a

H=64000m

0 (1: 50)

第107図 S101掘 りかた

土性  粘性  しまり 特徴

褐
褐
褐
褐
褐
褐
褐
灰

黒
黒
黒
暗
黒
黒
黒
褐

10yr2/2 粘質土  中   中  黄褐色砂質土プロック少、炭化物少
10yr2/3 砂質土 やや弱  中  責褐色砂質土ブロック中、黒褐色粘質土ブロック少、焼土粒少
10yr2/3 砂質土 やや弱 やや強 黄褐色砂質土ブロック多、炭化物少
10yr3/3 砂質土  中  やや強 黄褐色砂質土プロック多
10yr2/2 砂質土 やや弱  中  黄褐色砂質土ブロック少、カマ ド崩落のブロックか ?
10yr2/2 砂質土 やや弱 やや弱 黄褐色砂質土ブロック少
10yr2/2 粘質土  中   中  黄褐色砂質ブロック多
10yr4/1 粘質土 やや強 やや強 黄褐ブロックを大量に含む掘りかた
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は削平されているため残存しておらず下部のみの検出であるが、

両袖、燃焼部、煙道、煙出しピットを確認 している。

両袖間の幅は最大で81clll、 長さは、左袖が43cm、 右袖が48cm

である。袖は暗褐色と黒褐色土の 2層で構築されており、床面

より15clllの 高さが残存している。袖内部には、直径10clll程の円

礫が含まれており、やや小さいながら補強用に埋め込まれてい

ると考えられる。袖間の堆積土は 3層 に分層できる。上層には

黒褐色と暗褐色系の層が堆積 し、下層の 4層には炭化物や焼土

ブロックが含まれる。この層は煙道までつづいており、あるい

は使用時の堆積層かもしれない。最下層は、焼土層であり、 5

cmほ ど床面よりも下がっている。燃焼部であると考えられる。

燃焼部の平面形は現状で65× 55clllの楕円形を呈 しており、調査

区外へ続く。この燃焼部は貼り床を掘り込んでつくられているこ

とから、貼り床を張った後にカマ ドが構築されたことが分かる。

煙道は住居北壁より北方向へ1.40m延び、先端には径40clllの

煙出しピットが付設されている。深さはいずれも確認面から約

30cmで あるが、後者については8D01と 重複のため切られてい

ることから、本来はさらに深いものと考えられる。

煙道及び煙出しピットの堆積土は 4層が確認できる。 3層に

おいてV層起源と考えられる黄褐色上のブロックが多 く合まれ

ていることから、この層を天丼部の崩落と捉えることができ、

したがって本来はこの煙道は トンネル状に奪Jり ぬかれていたこ

とが分かる。煙道断面を見ると、ゆるやかに煙出しピットに向

o  (1:4) lo cm

第109図 S101出 土遺物 (1)

o (1:2)5 cln

第110図 S101出 土遺物 (2)
けて傾斜している。

遺物の出土状況は、堆積土からの出土が中心であるが床面付近からはカマ ド周辺にやや多い傾向がある。

出土遺物の総重量は1,954gであり、うち 4点・ 1,227gが図示可能であった。

517は 内面に黒色処理が施されない杯である。緩やかに内湾する体部をもつ。底部はやや上げ底気味であ

る。調整は内外面ともロクロ調整と思われるがマメツが激 しい。5181ま 土師器甕であり、底部を欠損 してい

る。日縁部の形状は頸部より「 く」字状に外反 し、端部をわずかに肥厚させている。調整はロクロを使用せ

ず、日縁部にはヨヨナデ、体部には縦位のハケメないしヘラナデが、内面には横位のヘラナデが施される。

519は鉄製刀子の茎から刀身にかけての破片である。茎の一部に木質が遺存する。520は砥石である。図示

した面を主に使用面としている。

遺物の出土が少なく時期を決定 しがたいが、いずれにしろ平安時代 (9世紀後半～10世紀前半)に位置づ

けられる。                                       (西 澤)

S102竪穴住居跡 (第 112図 )

B区中央部、N130W100グ リッドに位置する。この区域は旧地表に存在 した 1区画の田面が 1段低 くなっ

ていた部分であり、そのため、検出面も周囲より1段下がった状態である。したがって、検出はV層面であ
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るが、周囲のレベルより最大で18cm下がっている。周辺には近世と考えられる

多数の柱穴群が存在している。

本建物跡の大半が調査区外に位置していると予想されるため、完掘しておら

ず詳細は不明である。現状の規模は南壁70cm、 西壁1.10mであり、南西隅角部

分のみ検出となっている。深さは削平された検出面より約10cmで ある。床面は

ほば平坦であり、壁は傾斜 して立ち上がっている。堆積土は黒褐色の粘質土で

あり、炭化物、黄褐色ブロックが含まれている。

調査を行った範囲は狭小であるが、検出面が周囲と同様の標高であれば、床

面までの深さが検出面より30cm程度となり、周辺の竪穴住居跡と同様になるこ

と、床面の標高が周辺に位置するS103竪穴住居跡などと変わらないこと、そ

の形状が方形を基調とすると予想されることなどから、竪穴住居跡と判断して

いる。

遺物の出土は確認できなかったが、周囲の遺構と同様の堆積土を示すことか

ら平安時代に属すると考えられる。               (西 澤)

S103竪穴住居跡 (第 113～ 119図 )

B tt N150Wl10グ リッドに位置する。住居跡南西隅角部分が調査区外へと

続 くため完掘 していない。 ピット391、 392と 住居跡南東隅、南壁の一部におい

て重複関係にあり、本住居跡の方が古い。北東 4mに S104が、北西 4mに SI

05・ 06が位置する。本住居跡には、カマ ド、土坑が付属する。また、後述の

ように旧期の住居跡 (S103B)が下層に存在する。

検出はV層上面であり、黒褐色土の広がりをもって確認した。検出面の直上が I層であることから削平を

受けていると考えられる。

規模については一部調査区外へつづくが、規模は北壁が4.30m、 東壁が約4.90mで あり、西壁と南壁は現

状ではそれぞれ3.10m、 4.10mで ある。平面形は東壁側がやや長い台形状を呈 している。この規模は今回調

査の中においては比較的大きい部類に属する。住居軸方位はN-7° ―Eに 向いている。

堆積土は 8層が確認できる。暗褐色～黒褐色系の堆積土であ

り、断面図をみると自然に堆積している状況が窺える。

床面はほぼ平坦であり、住居跡中央部を中心に貼 り床がほぼ

全域で施されている。壁はほぼ垂直に立ち上がるように構築さ

れている。貼り床をうすく除去すると黒褐色土の広がりが確認

されたことから、下層に旧期の住居跡が存在することが判明し

た。この住居跡は南壁の一部を共有することから、拡張が行わ

れたと判断している (後述)。

カマ ドは、住居跡東壁側のほぼ中央に 2基が位置する。うち

1基については旧期 (S103B竪穴住居跡)の カマ ドと考えて

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

Rく
く了

調 査 区 外   a'

o  (112)  5 cln

第111図
S101出土遺物 (3)

I       H=64000m

o     (1:50)     2m

第 112図 S102竪 穴 住 居 跡

a a

黒 褐 10yr2/3 粘質土
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第113図 S103竪穴住居跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S103    1    黒褐  10yr3/2 粘質土  中   中  炭化物中、焼土粒少

黒褐  10yr2/2 粘質土  中   中  炭化物中、焼土粒少、責褐色粘上ブロック中

黒褐  10yr2/3 粘質土  中  やや強 焼土粒少、黄褐色粘土ブロック少

黒褐  10yr3/1 粘質土 やや弱 やや弱 黄褐色粘土ブロック少

暗褐  10yr3/3 粘質土 やや弱 やや弱 炭化物少、焼土粒少、黄掲色粘土ブロック多

黒   10yr2/1 粘質土  中   強  焼土プロック多

暗褐  10yr3/3 粘質上 やや弱 やや弱 焼土粘少、黄褐色粘土ブロック少

いるため後述する。上部は崩落あるいは削平のため残存 しておらず下部のみの検出である。両袖間の最大幅

は95clll、 長さは左袖が48clll、 右袖が50clllで ある。袖は黄褐色土の単層で構成されており、残存高は床面か ら

最大で16cmで ある。袖間の堆積土は 3層が確認できる。このうち 2層 はV層起源の褐色～黄褐色土であるこ

とから、天丼部の崩落層と捉えることができる。 したがって、本来のカマ ド内の堆積土はこれより下層であ
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遺構名  層番号 色調   記号   土性

第114図 S10aカ マF

粘性  しまり 特徴
S103カ マ ド  1

晶 :勝 縫 |

燻掲 !解盛究驚醤圭―
鴇動緑

―
密認甥争絶善主

申  中
やや弱  中
中  やや弱
中  やや弱
■ やや弱
申  やや強

やや強 やや強

簸 デFみ暦陥 ブロッタ、財膝む礎埋う
錘圭チEと穀撰寵錫景   落▼婉
線 豊と竜

口の焼土固くやきしまってい.る
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第115図 S103B竪穴住居跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S103B   l    黒褐  10yr3/1 粘質土  中  やや強 炭化物、褐色ブロック多 く合む (貼床 or古期住居か)

ると判断できる。この 5層は黒褐色土であり、炭化物や焼土ブロックを多く合んでいる。直下には焼土層が

存在 し、これが燃焼部と考えられる。厚さは 4～ 5 clllほ どであるが、堅 く締まっている。燃焼部の範囲は両

袖内部から住居跡中央部に向けて、70X120cmの 範囲で広がっている。

煙道は住居東壁より北へ1.55m延び、先端に40× 35cmの 楕円形状の煙出しピットが付設される。V層を ト

ンネル状に参Uり ぬいて構築されている。先端の煙出しピットにむけて、カマ ドと壁の境を頂部として、やや

強 く傾斜 している。煙道の深さは壁際で確認面から20cm、 先端 (煙出しピット)で48cmで ある。
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煙道 (煙出しピットを合む)内の堆積土

は 2層が確認でき、黒褐色系の堆積土であ

る。煙道の周囲は被熱により赤変 している。

煙道の断面形は楕円形を呈 している。煙出

しピット中位から下位にかけて土師器甕が

底部を欠損した状態で出土 している。煙出

しピット上部に付設されていたものかも知

れない。

カマ ドの横断面をみると、貼 り床の上か

ら袖が構築されていること、燃焼部が貼 り

床を掘り込んで作られていることなどから、

床面構築後にカマ ドが設置されていること

が半U断できる。そのほかの付属施設として

考えられるものに、南壁に認められる土坑

がある。長軸に lm、 壁より外側に約40cm

広がっている。あるいは、重複 していると

考えられる。

遺物は総重量13,701gの土器を中心に出

土 しており、そのうち36点・ 4,460gを図
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o       (1:25) lm

第116図  S103Bカ マ ド

化 した。出土は堆積土中と床面が中心であり、後者の場合、カマ ド周辺に集中していた。

521～ 527・ 531～ 5321ま 土師器杯である。体部の形状をみると、ゆるやかに内湾するもの (521・ 522・ 525

～527)、 体部最下位に強 くナデが施されるためやや突き出た形態を呈するもの (523)の 2者がある。524・

531は底部のみの破片のため不明である。これらのうち527は身が深く、やや形態を異にする。日径をみると、

526以外は14～ 15clll前後で占められる。526は 日径が13clllと やや小さめである。調整は全てが外面にはロクロ

ナデが、内面にはミガキが施されている。内面のミガキはマメツが多いものの、細かく比較的丁寧に施され

ている。532は杯体部の小破片であるが、墨痕がわずかに残る。528は 高台杯の脚部片である。体部のほとん

どを欠損 しているが、内面には黒色処理の痕跡が残る。

538～ 540は須恵器杯である。体部の形状はほとんどが内湾気味に立ち上がるものであるが、やや直線的に

開くものもある (535・ 536)。 日径は14～ 15cmの ものがほとんどであるが、器高の低いものも存在する (533・

536な ど)。 調整はいずれも内外面ともロクロ調整であり、焼成は良好である。

541～ 545は ロクロを使用 しない土師器甕である。いずれも日縁部の形状は「 く」字状に外反するものであ

るが、その程度は多様である。体部の形状は基本的に長胴形を呈 しているが、541・ 544は体部上位に最大径

をもち、底部に向かってゆるやかに窄まる形態を呈 している。底部の形状はいずれも欠損しており不明であ

る。調整は、外面には縦位のハケメ、もしくはヘラナデであり、内面は横位のハケメ、もしくはヘラナデが

施されている。546～ 5481ま ロクロ調整の甕である。いずれも日径が13～ 16clllと 小型の部類に属する。549。

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S103Bカ マド  1   黒褐色  10yr3/1 粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックをやや多 く合む
2    暗褐  10yr3/3 粘質土  中  やや強 褐色粒、炭化物を少量合む。
3    褐灰  10YR4/1 粘質土 やや弱 やや強 黄褐色土ブロックを多 く合む
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第117図 S103出上遺物 (1)

550は須恵器甕である。550は体部下位から底部にかけて、549は 日縁部のみ破片である。550は平底であり、

内外面ともロクロ調整を基本としている。体部下半にはその後縦位のヘラケズリが施される。549は外側に

大きく開き端部がわずかに突出する形態を呈する。土師器甕に類似する形態である。

553は鉄製銭具である。長さ4.5cm、 幅3.6cmの 長方形状の平面形である。断面は円形を基調とする。551・

552は砥石である。いずれも完形ではないが表裏にスリ面が残る。914・ 917・ 919は 土錘である。 このうち

919の先端にはひも状の繊維の痕跡がのこる。

以上、本住居跡は遺構の特徴及び出土遺物からI期 (9世紀後半)に位置づけられる。 (西澤 )

S103B竪穴住居跡

前述のように、S103竪穴住居跡の床面より下層において検出している。規模は、ほば3.8m四方の正方形

状を呈 し、南壁の一部を S103(新期)と共有している。ただし、本住居跡は拡張後のS103に よって大半が

削平されていると考えられることから、この範囲が本来の規模であったかは不明である。

堆積土 (掘 りかた堆積土)は単層であり、確認面 S103床面より約 5～ 10cmと 浅い。S103住居跡の貼床 と

同質の粘質土で堆積 しており、区別が難 しい。 したがって、この堆積土は本来新期である S103に伴う可能

性もある。そのため、S103B(旧期の住居跡)の残存部分については厳密には掘 りかたのみの検出となろう。
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第119図 S103出土遺物 (3)
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本住居跡が S103の掘 りかた堆積土の可能性も考えられるが、中央部に掘 り込みをもつ住居跡は極めて少

ないことから、本遺構の堆積土 もしくは掘 りかた堆積土であると判断できよう。

カマ ドは東壁側に付設されている。S103に よリカマ ド本体は残存 していない。煙道と煙出しビットのみ

の検出となる。煙道は S103Bの 範囲より北へ1.35m延 び、先端に40× 35clllの 楕円形状を呈する煙出しピッ

トが付設される。住居側から先端に向けて緩やかに傾斜 している。住居壁際での深さは確認面より40cm、 煙

出しピット部分では64clllで ある。堆積土は 3層が確認できる。地山 (V層)を奪Uり ぬいて構築されている。

遺物は、貼床推積土中より出土 しているが、堆積土が薄 く、埋め戻 し中の遺物とこの住居に伴っている遺

物を明確に区別できないため出土遺物は S103に合めて記述 している。 (西澤)

S104竪穴住居跡 (第 120～ 122図)

B tt N150W100グ リッドに位置する。南西 5mに S103竪穴住居跡が、西 3mに S105006竪穴住居跡が

位置する。住居跡東半分が調査区外へ広がるため完掘 していない。付属する施設としてカマ ドの一部、ピッ

＼
・ 0＼

ピット2 ∫
一

∞
|

ピット1

ピット2

ピット3
ピット4

ヤ

H=飩 Ю随

ピット3   e'
H=64100m

▼
ピット4

f'

H=64100m
b

H=64300m

0      (1:50)     2m

第120図 S104竪穴佳居跡

遺構名  層番号   色調   記号   土性  粘性  しまり 特徴

S104   1    黒褐  10yr2/3 砂質土 やや弱  中  黄褐色ブロック少
黒褐  10yr2/2 砂質上 やや弱 やや弱
黒褐  10yr2/2 砂質土  中   中  焼土粒中、炭化物中、黄褐色砂質土プロック少
暗褐  10yr3/3 砂質土  中  やや弱 黄褐色砂質土ブロック中
黒褐  10yr2/2 砂質土  中   中  焼土粒少、災化物少
黒褐  10yr2/3 砂質土 やや弱 やや弱 焼土粒少

ふ
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第121図 S104掘 りかた

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S104掘 りかた  1    暗褐  10yr3/3 粘質土 やや強 やや強 黄褐ブロックを多く合む (貼床)

卜4基がある。

検出はV層上面であり、黒褐色土の広がりをもって確認 した。この住居の規模は、現状で西壁が3.50m、

南壁が2,75mで ある。平面形は完掘 していないため不明である。住居の方位は二辺の一部のみしか調査 して

いないため正確には不明であるが、西壁を基準とすればN-26° ―Eである。

堆積土は 2層が確認できる。いずれも黒褐色を基本としており、全体的に砂質が強い。上部の多くを削平

されていると考えられるため、自然堆積か否かは判断できない。

床面はほぼ平坦であるが、南壁のカマ ドの痕跡が残る部分では若千窪ん

でいる。壁は現存でみると、比較的ゆるやかに立ち上がっている。

掘 りかたをみると、住居壁際を中心に掘り込みが確認できることから、

貼床は壁際を中心に厚 く張られており、中央部は薄い。

カマ ドは南壁と調査区の境界付近を中心に位置するものと考えられる。

この部分に焼土と若千の高まりが認められ、これが右袖と考えられる。焼

土はこの右袖より奥側 (調査区外)にみえ、燃焼部の焼土と思われる。 し

たがって、最下部のみ残存 し、大部分が削平を受けていると考えられる。

55

o  (1:4) lo cal

第122図 S104出土遺物
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現状で見ると、袖の幅は最大で45clll、 長さが45clllで ある。

その他の施設として、ピットが 4基確認できる。 ピット1は住居跡南西隅に位置 し、93× 75cmの 大きさで、

楕円形を呈する①深さは床面より18clllで ある。 ピット2は、右袖の西脇に位置 し、68× 56calの 楕円形を呈す

る。深さは床面より15cmで ある。堆積土は暗褐色土の単層である。ピット3は ピット2の北側40cmの 場所に

位置し、直径50cmの ほぼ円形を呈する。床面からの深さは10cmと 浅い。ピット4は西壁際のほぼ中央部、ピッ

卜1か ら北へ約 lmの ところに位置する。規模は70×

48cmで あり、楕円形状を呈する。床面からの深さは25

cmである。

出土遺物は堆積土を中心に出土 している。総重量は

1,591gで あり、そのうち 2点・69gを 図化 した。 こ

れらの遺物は堆積土中であるが、削平を多 く受けてい

る住居跡であることから、そのうち下層に合まれると

考えられる。また、硯が 1点堆積土上層より出土 した

が、これは S126B住居跡出土例と接合 した。遺構間

接合の可能性が考えられるが、表土直下であること、

直前まで周囲に重機が入っていたことなどを考慮する

と、本来は S126B住居跡に伴っている可能性 も考え

られる。実測図は S126B住 居跡の方に記載 している。

554は 内面に黒色処理が施される杯で、体部の形状

はやや直線的に広がるものの緩やかに立ち上がる。

555は 土師器・杯底部片である。体部下半にヘラケズ

リの痕跡が残る。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から平安時代に属す

ると考えられるが、詳細は不明である。  (西 澤)

S105竪穴住居跡 (第 123図 )

B tt N150Wl10グ リッドに位置する。南に 4mの
ところに S103が ある。本住居跡も大半が調査区外へ

広がるため完掘 していない。北側で S106竪 穴住居跡

と重複し、本住居跡の方が新しい。また、東壁側をピッ

ト222・ 223・ 224に よって一部壊されている。

検出はV層上面であり、黒褐色上の広がりをもって

確認 した。付属する施設として、カマ ドが新旧合わせ

て 2基確認される。

|。

調

査

区

外

ｍ

，
ａ

一
〓 ６４Ｈ

0      (1:50)     2m

第123図 S105竪穴住居跡

S105

S105掘 りかた

10yr2/3
10yr3/3
10yr2/3
10yr2/2
10yr3/1

中
やや強

中
やや弱
やや強

1

2

3

4

1

黒褐
暗褐
黒褐
黒褐
黒褐

土性  粘性  しまり 特徴

粘質土 炭化物少、焼土粒少量含む
炭化物少、焼上粒少、黄褐色砂質土ブロック中量含む
炭化物少、焼土粒少、黄褐色砂質土ブロック少量含む
炭化物少、焼土粒少、黄褐色砂質土ブロック少量合む
黄褐ブロック (大)を多く合む

粘質土  中
粘質土 やゃ弱
粘質土 やや弱
粘質土 やや強
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規模や平面形は、ほとんどが調査区外へ広がるため不

明である。 現状での規模は、東壁が3.95m、 北壁が

2.40mで ある。

堆積土は 4層が確認でき、黒褐色系の粘質土を中心に

堆積している。断面の堆積状況をみると、自然に堆積 し

た状況が窺える。

床面はやや凹凸があるもののほば平坦であり、深さは

確認面から28～ 35cmで ある。壁はやや傾斜して立ち上が

るが、北壁部分ではさらにゆるやかに立ち上がる。貼床

は、床面全体を調査 していないため全容は不明であるが、

現状では壁際を中心に施されていると考えられる。

カマ ドは2カ 所が確認できる。新期のカマ ドは南壁に、

住居跡南東隅部分に付設される。右袖部分の一部が調査

区外のため完掘できなかった。上部は削平されており、

下部のみの検出である。現状での両袖間幅は50cmで ある。

袖は角礫中心にして構成 している。左袖は 3個、右袖に

は 1個の礫を確認 している。北側には長さ50cmの大型の

礫が存在 しているが、おそらく天丼部の礫が落ちたもの

と考えられる。 したがって、袖、天丼など角礫を中心に

カマ ドを構築 していたと考えられ、本遺跡においては特

異なものとなっている。両袖間には50× 40cmの楕円形状

に焼土が広がっており、これが燃焼部と考えられる。直

上やや浮いて小型甕が出土 している。また、両袖間には

直径15cm程度の扁平な礫が置かれており、あるいは支脚

として使用されていたかもしれない。

煙道は住居壁から95cm南へ延びるが、煙出しピットは

調査区外へ続 くと考えるため調査 していない。煙道堆積

土は 4層が確認できる。

o      (1150)     2m

第124図 S105掘 りかた
古期のカマ ドは北辺、北東隅付近に辺と直交して付設

されている。住居北壁より北へ約90cm延び、先端に47× 40clllの 精円形状の煙出しピットが設けられる。深さ

は住居壁際で、確認面より28cm、 煙出しピット側で50cmで ある。煙道部分についてはほぼ水平に移行するが、

煙出しピット部分で深 くなる。

堆積土は 5層が確認できる。基本的に暗褐色系の土層で堆積 している。このうち 2層 については、地山に

類似するブロックを多 く含んでいるためあるいは天丼部が崩れた層かもしれない。また、いずれの層もほぼ

水平に堆積するため、人為により堆積していると考えられる。

遺物は総重量2,579gが 出土し、そのうち 5点、1,582gを 図化 した。

556は土師器杯である。体部の形状はゆるやかに内湾するもので、底部付近にやや強いナデが加えられて

いる。調整は外面にやや細かなロクロナデ痕が、内面には放射状 ミガキと横位 ミガキが施されている。また、
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内面には黒色処理が施されている。558は杯の日縁部破片であり、外面に墨痕が残る。557・ 559～561は土師

器甕である。5571ま 小型甕で、日径14cm、 器高が13cmで ある。日縁部は端部をやや肥厚させる。調整は内外

面ともロクロナデ痕が残る。559・ 560は ロクロ調整の甕で20clll前 後の中型品である。

561は ロクロを使用 しない甕であり、底部を欠損 している。体部の上位～中位付近に最大径をもち、底部

H=64200m

o       (1: 25) lm

ヤ

ャ

ど

日
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【
毬

＝
贈

０ヽ

01

遺構名  層番号 記号

第125図 S105カ マ ド

土性  粘性  しまり 特徴

S105カ マ ド

―-131-

明黄褐  10yr6/6
黒褐  10yr2/2

1こ とゞい黄橙  10yr7/3
明責褐色  10yr6/6
暗褐色  10yr2/2

1こ おゞい黄橙  10yr7/3

粘質土 やや弱 やや弱
粘質土  中  やや弱
粘質土 やや強 やや弱
粘質土 やや弱 やや弱
粘質土  中  やや弱
粘質土 やや弱 やや強

暗褐色粘質土ブロック中量合む
黄褐色砂質土ブロック中、焼土ブロック中量含む
焼上、炭化物を合む、責掲プロックを含む
暗褐色粘質土ブロックを含む
黄褐色砂質土ブロック中、焼土ブロック多く合む
焼主、炭化物、黄褐色上ブロックを含む (貝占床)



ω
l

o       (1:25) lm

遺構名 層番号 色調   記号  土性

第126図 S105旧 カマ ド

粘性  しまり 特徴

S105旧カマド 褐色  10yr4/1 粘質土

暗褐  7.5yr3/3 粘質土

暗褐  10yr3/3 粘質土
にぶい黄橙 10yr7/4 粘質土

暗褐  10yr3/4 粘質土

中  やや強 黄褐色粒子少量含む
やや強  中  焼土粒を多量に合む 旧天丼 くずれか

やや強  中  褐色ブロック、焼土粒を合む

中  やや強 暗褐ブロックをやや合む

やや強 やや弱 褐色土プロックを少量含む

幸
イ
士評キ

o  (1:4) lo cn

第127図 S105出土遺物

十一十一一
一一革
⊂コ プ
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に向けて窄まっている。調整は日縁部に

ヨコナデが、体部にはヘラナデの後、縦

位のミガキが施されている。内面には縦

位や横位のヘラナデが施されている。以

上、遺構の特徴及び出土遺物から考える

とI期 (9世紀後半)に位置づけられる。

(西澤)

S106竪穴住居跡 (第 128図 )

B tt N150Wl10グ リッドに位置 し、

S105竪穴住居跡 と重複 しており、本住

居跡の方が古い。また、北東隅部分には

柱穴群により破壊されているため、大き

く形状を変えている。検出はV層上面で

あるが、直上層が I層であるため、住居

跡大部分が削平されていると考えられる。

平面形や規模は、調査区内には住居北

東隅部分のみのため完掘しておらず、よって詳細は不明である。

現状での規模は北壁が lm、 東壁が1.10mである。深さは確認面から50～ 60clllで ある。

堆積土は 3層が確認でき黒褐色系の粘質土が堆積 している。壁は柱穴群により破壊されている部分が多 く

不明確であるが、比較的緩やかに傾斜 して立ち上がるようである。床面はほぼ平坦である。調査部分が狭小

のため掘りかたの調査は行っていない。

カマ ドやその他の施設については確認していない。

時期は土器の出土が確認できないが、遺構の特徴から平安時代に位置づけられると考えられる。 (西澤)

S107竪穴住居跡 (第 129～ 131図 )

B tt N160W130グ リッドに位置する。Pit 31・ 394・ 395と 重複し、新旧関係はいずれの遺構より本住居跡

の方が古い。

本遺構はV層上面において暗褐色上の広がりをもって検出している。規模・平面形は北東～南西2.90m、

北西～南東2.80mで あり、正方形を呈する。本住居跡の方位は東壁を基準とするとN-29° ―Eである。

住居内堆積土は黒褐色砂質上の単層であり、堆積状況からは自然堆積か人為堆積かを判断することはでき

なかった。

住居壁は残存状況が悪いが緩やかな傾斜の立ち上がりを確認している。検出面から床面までの深さは13～

18cmで ある。床面はほぼ平坦に構築され、部分的に褐灰色粘質土を基調とする貼床を施 している。掘 りかた

は部分的なピット状の掘 り込みとして確認 している。

カマ ドは確認 していないが、床面上で住居跡中央の北東壁よりに40× 30cmの 楕円形の焼上の広がりを検出

した。この焼土を断ち割った結果、浅い掘 り込みが確認され、暗褐色砂質土を基調とした堆積土は被熱のた

めに固くしまっていた。掘 り込みが確認されたことや掘り込み内に暗褐色砂質土を基調とした堆積土が存在

Ｓ‐０５

（

ユ

)      (1:50)     2m

第 128図 S106竪穴住居跡

遺構名 層番号 色調  記号  土性  粘性 しまり 特徴
1  黒褐 10yr2/3 粘質土 やや弱 やや弱
2  黒褐 10yr2/3 粘質土  中  やや強 焼土粒少
3  黒褐 10yr2/2 粘質土 やや弱 やや弱 黄褐色砂ブロック少
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第129図 S107竪穴住居跡

ヽ

Pit394

ノ

/

|

等|

/ ヽ
Pit395

(
Pit31

目
３
日
毬

＝
Ｅ

Ｉ

代

＝

＝

＝

＝

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

＝

―十

日

Ｈ

Ｈ

μ

ｒ

ｌ

い。

，
ａ

一

い０

lα

|≒

H=63800m

o      (1:25)     lm

o      (1:50)     24

遺構名  層番号

第130図 S107掘 りかた

土性  粘性 しまり 特徴
黄褐色砂プロック少、炭化物少
褐色砂粒、炭花物を含む (貼床)強

弱

やや強
弱
やや

土
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質
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砂
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すること、カマ ドが確認されないことから、この焼土の広がりについては

炉跡の可能性を考えている。また、この炉跡の周囲に炭化物の広がりを確

認 している。本遺構はカマ ドが確認されず、炉跡のみが確認されている。

また、炉跡からはやや離れるが、竪穴住居跡南西壁付近の床面では鉄製品

(562)が出土 している。そのため、ここでは住居跡として扱っているが、

工房的な性格を有 している可能性がある。

遺物は堆積土中からの出土がほとんどであるが、床面からは前述の鉄製

品が出土 している。遺物の総重量は約1,000gで そのうち図化 したのは600

gである。

本竪穴住居跡は出土遺物から時期を判断することができないが、規模・

平面形および堆積土が他の竪穴住居跡と類似するため平安時代の可能性が

ある。 (小針)

S108竪穴住居跡 (第 132～ 135図 )

B tt N160W120グ リッドに位置する。Pit 406～ 412と重複 し、新旧関係

はいずれのピットよりも本住居跡の方が古い。

P砲
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a                                                   a
~~~h〔

正三巨正三
=正

三三三二三三三三三三三三正三三三三三ラ
″~■

=64100m

第132図 S108竪穴住居跡

o  (1:2) 5 cm

第131図  S107出土遺物
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約

a

H=64100m
o      (1:50)     2m

第 133図  S108掘 りか た

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S108    1    黒褐  10yr3/1 砂質土 やや弱  中  焼土ブロック少、炭化物少、責褐色ブロック少
2    黒褐  10yr3/1 砂質土 やや弱 やや強 焼土ブロック少、炭化物少、責褐色砂ブロック多

掘りかた  1    褐灰  10yr4/1 粘質土  中  やや強 黄褐ブロックを多く合む 〈貼床〉

本遺構はV層上面において黒褐色土の広がりをもって検出している。規模・平面形は北東～南西3.10m、

北西～南東3.20mで あり、正方形を呈する。本住居跡の方位は東壁を基準とするとN-19° ―Eである。

堆積土は 2層に分けた。 1・ 2層 ともに黒褐色砂質土を基調とするが、 2層 にはV層に起因すると考えて

いる黄褐色ブロックが多く合まれ、 しまりもやや強い。後世の削平によって検出面から床面までの深さが浅

いが、堆積状況は 2層がいわゆる三角堆積を呈することから自然推積と判断している。

住居壁は残存状況が悪いもののやや急角度に傾斜 しながら立ち上がる。検出面から床面までの深さは10～

15cmで ある。床面はほば平坦に構築され、褐灰色粘質土を基調とする貼床が施されている。掘 りかたは住居

跡全体を掘 り込むが、住居壁周辺が特に深 く掘 り込み住居跡中央付近は高まりとして掘 り残されている。そ

のため、貼床は住居壁付近では厚 く、中央付近は薄 くなっている。

カマ ドは住居南東壁やや南よりに位置し、南東壁に対 してほぼ直交 している。上部は削平のため残存 して

いないが、両袖、燃焼部、煙道底面、煙出しピットを確認 している。両袖間の幅は最大で38cm、 残存する長

さは北袖が45cm、 南袖は撹乱によって一部を破壊されているものの30clllで ある。両袖とも床面から10～ 12.5

cmの高さが残存 している。カマ ド内堆積土は 3層 に分けた。いずれの層も黒褐色粘質土を基調とする。 1層

日
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＝
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o       (1:25) lm

遺構名  層番号

第134図 S108カ マ ド

粘性  しまり 特徴

S108カ マ ド 黒褐  10yr3/2 粘質土

黒褐  10yr3/2 粘質土

黒褐  10yr3/2 粘質土
黒掲  10yr3/1 粘質土

にぶい黄褐 10yr4/3 砂質土

やや弱 黄褐砂質ブロック少、焼土ブロック少、炭化物少
やや弱 黄褐砂質ブロック少
やや弱 黄褐砂質ブロック少、焼土粒少
やや強 焼土ブロック (に ぶい赤褐色)を多く合む
やや強 暗褐色ブロックを含む

やや弱
やや弱
やや弱
強
中

は燃焼部、 2層 は煙道、 3層 は煙出しピットの堆積土である。これらの層は合有物に若千の違いがあるもの

の土質が同じであるため、本来は同一の層であった可能性がある。底面は住居床面から燃焼部にかけて浅い

掘り込みがみられ、燃焼部から煙道に向かっては急傾斜で立ち上がる。煙道から煙出しピットにかけての状

況は削平のため不明である。煙道は住居跡南東壁から南東方向に1.35m延 びる。煙出しピットは47.5× 37.5

―-137-―



cmの 不整な円形を呈 し、検出面からの深さは20cmで壁面は

急傾斜で立ち上がる。燃焼部には被熱 した範囲を確認でき

なかった。カマ ド両袖はともに貼床上に黒褐色粘質土とに

ぶい黄褐色砂質土で構築されている。この黒褐色粘質土に

ついては、カマ ド内堆積土の可能性も考えられたが、 しま

りが強 く、被熱 した痕跡も確認されたために袖の構築土と

判断している。

遺物はカマ ド周辺からやや集中して出土 している。遺物

の総重量は1,421g、 そのうち図化 したのは 2点・ 483gで

ある。563は土師器・甕の日縁部片である。体部中位がや

や膨らみ、体部から日縁部にかけて外反する。端部は上下

につまみだし、面を形成している。内外面共にロクロ調整

|げ

o  (1:4) lo clll

第135図 S108出 土遺物
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遺構名  層番号

H釧 ∞m

記 号

第136図 S109竪穴住居跡

土性  粘性  しまり 特徴

―-138-
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砂質土 やや弱  中  責褐色ブロック中、焼土粒少
砂質土 やや弱 やや弱 粘土ブロック中、炭化物少



である。564は須恵器・甕の底部片で全体の形状は不明である。調整は外面が横位・斜位のケズリ、内面が

横位のナデである。

以上、遺構の特徴及び若千の出土遺物から本竪穴住居跡は平安時代に位置づけられると考えられるが、詳

細な時期は不明である。 (小針)

S109竪穴住居跡 (第 136～ 140)    ′

B tt N170Wl10グ リッドに位置する。Pit 401～ 406、 カマ ド煙道部分で SK06・ 07と重複 し、新旧関係は

いずれの遺構より古い。本住居跡には、カマ ドが付設される。

本遺構はV層上面において暗褐色土の広がりをもって検出している。規模 。平面形は北東～南西3.30m、

北西～南東3.30mで あり、正方形を呈する。本住居跡の方位は北壁を基準とするとN-46° 一Eである。

住居内堆積土は 2層 に分けた。 1層は暗褐色砂質土を基調とする。 2層 は南西壁付近にのみ確認された層

で黒褐色砂質土を基調とする。後世の削平によって検出面から床面までの深さが浅いが、堆積状況は 2層が

a

，
ａ

一

0     (1:50)     2m

遺構名  層番号

蜘 恥

第137図

記号  土性  粘性

S109掘 りかた

しまり 特徴
S109掘 りかた

―-139-―

黒褐  10yr3/1 粘質上 やや強 やや強 黄褐色土ブロック (中)を多く合む



a

離 名 層番号 色調   記号

-0'

直=46!100m

0     (1:50,     2m

第139国 S109カ マF

上性  描性  しまり 特徴

S109カ マ ド

1議 ―恕蹴
黒掲  10yF2/2
描  10yr4/4

明赤褐  2.5yF5/6
に癖い黄穫 10yr7/4

黒褐  10yF3/1

粘質土  中

継 需
粘質土  中
粘質土  申
消質土 やや強
砂質土  申
粘質土 やゃ強

1

2

8
4
5
6

7

8

潔弱1鰍翻 躙 艦
やや弱 (煙出担+)

:鏑 塩 多Ъ手麟 懸愚
ジ疹 g野琶嬢膨翰

専患議魂里与督
―
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概ねいわゆる三角堆積を呈する

ことから自然堆積と考えている。

住居壁は残存状況が悪いもの

の急角度に傾斜 しながら立ち上

がる。検出面から床面までの深

さは10～25cmで ある。床面はほ

ば平坦に構築され、褐灰色粘質

土を基調 とする貼床が施されて

いる。掘形は南東壁以外の三方

の住居壁周辺を浅 く掘 り込み、

材

Ⅲ〃

‖`

o  (1,4) lo cm

S109出土遺物 (1)第139図

北西壁から中央付近にかけてはやや深 く掘り込まれている。また、住

居跡中央付近から南東壁・ カマ ド周辺にかけては「コ」の字状の高ま

りとして掘 り残されていた。そのため、貼床は住居壁周辺では薄 く、

中央付近ではやや厚 く貼られているが、住居跡中央付近から南東壁 。

カマ ド周辺にかけては確認できなかった。

カマ ドは住居南東壁やや南よりに位置し、南東壁に対してほぼ直交

している。上部は削平のため残存 しておらず、また、煙道から煙出し

部にかけてはSK06・ 07土坑によって破壊されているが、両袖、燃焼

部、煙道を確認 している。両袖間の幅は最大で33cnl、 残存する長さは

北袖が63cm、 南袖が65clnで ある。両袖とも床面から13～ 15cmの高さが

残存している。カマ ド内堆積土は 5層 に分けた。 1・ 4層 は黒褐色粘質土、 2層 は黄褐色砂質土、 3・ 5層

は暗褐色粘質土をそれぞれ基調とする。このうち 2層 は被熱の痕跡が確認され、明黄褐色粘土ブロックを含

んでいることから燃焼部の天丼崩落土と考えている。 5層 についても2層 同様、被熱の痕跡を確認 したこと

から煙道の天丼崩落土と判断している。また、 2層 と3層 に挟まれた状態で土師器郷 (565)力式出土 してい

る。これは燃焼部天丼の構築材として利用された可能性もある。底面は燃焼部から煙道にかけて緩やかな傾

斜で立ち上がり、立ち上がりの頂点から先端に向かっては緩やかに落ち込む。煙道は残存部分で住居跡南東

壁から南東方向に1.15m延 びる。燃焼部は138× 45cmの 不整形な範囲で被熱 しており、被熱の範囲は住居跡

の中央付近にまで及ぶ。焼土の厚さは最大で 8 cmである。カマ ド袖は両袖とも貼床上ににぶい黄褐色砂質土

で構築され、かなり被熱 していた。本住居跡の煙道は、天丼崩落土と考えている5層がⅣ層層を基調とする

ことから本来は トンネル状に参Jり 貫かれていたと理解 している。

遺物はカマ ド周辺からの出土が比較的多い。また、住居跡中央、南西壁よりの床面から炭化材を検出して

いる。遺物の総重量は1,447gでそのうち図化 したのは518gで ある。5651ま 土師器椀で内湾 しながら立ち上

がる器形で日縁部はナデのためわずかに外反している。マメツのため内外面とも調整技法は明らかではなく、

底部の形状も欠損のため不明である。567は土師器 。壺体部片である。体部中位に最大径をもち、頸部にか

けて緩やかな「 S」 字状を呈する器形といえる。外面調整は頸部がヨコナデ、体部に縦位のハケメを施す。

内面調整は頸部内面に横位のハケメ、体部内面には横位のナデを施 している。5661ま 須恵器 。杯で底部から

緩やかに内湾しながら立ち上がる。調整技法は内外面共にロクロナデであるが、外面中位に「口」の墨書が

確認できる。568は鉄製鎌である。茎部と刃部先端が欠損 している。569は刀子片である。茎部には木質が残

o  (1:2)  5 cm

第140図 S109出 上遺物 (2)
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存 している。

以上、遺構の特徴及び若千の出土遺物から本竪穴住居跡は平安時代に位置づけられると考えられるが詳細

な時期は不粥である。 (小針)

S110竪穴住居跡 (第 141～ 143図 )

B tt N160W120グ リッドに位置する。調査区内で検出できたのは北東壁から北西壁にかけての約1/3で あ

り、この部分についてのみ調査を行った。そのため本住居跡は完掘を行っていない。SD05溝跡、Pit 57と

重複 し、新旧関係はいずれの遺構よりも本住居跡の方が古い。

本遺構はV層上面において暗褐色土の広がりをもって検出している。調査区内で確認できた規模は北東壁

が3.10m、 北西壁が3.10mで あり、平面形は方形を呈するものと考えている。本住居跡の方位は確認できた

西壁を基準とするとN-30° 一Eである。

住居内堆積土は 7層 に分けた。 1～ 4層 は暗褐色砂質土、 5～ 7層 は黒褐色砂質土をそれぞれ基調とする。

このうち 6層 には焼土粒が、 7層 には焼土ブロックと炭化物が含まれていたためカマ ドに関する堆積土の可

＼＼＼
＼∇

0      (1:50)     2m

第 141図 S110竪穴住居跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴
S110   1    暗褐  10yr3/3 砂質土 やや弱  弱  黄褐色砂質土ブロック少、焼土粒少、炭化物少

2    暗褐  10yr3/3 砂質土 やや弱  強  黄褐色砂質土ブロック多、黒褐色粘質土ブロック少
3    暗褐  10yr3/3 砂質土 やや弱  中  黄褐色砂質土ブロック中、焼土粒少、黒褐粘質土ブロック少
4    暗褐  10yr3/4 砂質土 やや弱  弱  黄褐色砂質土ブロック中、炭化物少、黒褐粘質土プロック少
5    黒褐  10yr2/2 砂質土  弱   弱  焼土粒少
6    黒褐  10yr2/2 砂質土  弱   弱  焼土粒少
7    黒褐  10yr2/2 砂質土  弱   弱  粘土ブロック中、炭化物少
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第142図  S110掘 りかた

土性  粘性  しまり 特徴

S110掘 りかた 暗褐  10yr3/3 粘質土 やや強 やや強 褐色ブロックを多 く合む (貼床)

能性がある。堆積状況はいわゆる

レンズ状堆積 。三角堆積を呈 して

おり、自然堆積と判断しているが、

2層 はV層に起因すると考えてい

る黄褐色土のブロックを多く合み、

しまりも非常に強いためこの層の

みが人為堆積の可能性もある。

住居壁は急角度に傾斜 しながら

立ち上がり、検出面から床面まで

の深さは28～ 30clllで ある。床面は

ほぼ平坦に構築され、部分的に暗

働
耐
□

第143図 S110出 土遺物

褐色粘質土を基調とした貼床を施 している。掘かたは部分的なピット状の掘り込みとして確認 している。カ

マ ド・ ピット等の本住居跡に伴う施設は確認できなかった。

大半の遺物は住居内堆積土からの出土であり、総重量は319gで ある。石器を 1点のみ図示している。570

は有孔石製品である。軟質で、中央部に楕円形状に孔が 3カ 所穿たれている。およそ1/2が欠損 している。

流れ込みかもしれない。

以上、遺構や堆積土の特徴から本竪穴住居跡は平安時代に位置づけられると考えられるが詳細は不明であ

喬7~~//kゝ
ハ
イ

≧
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///芳
τ

o              (1 1 2)            lo cm
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一彰
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SHl竪穴住居跡 (第 144～ 147)

A区西端 N30W220グ リッドに位置する。調査区内で住居跡のほとんどを検出したが、南西隅付近のみが

調査区外にのびる。SK12・ 38・ 45土坑と重複 し、新旧関係は本住居跡の方が SK38。 45よ り古 く、SK12よ

り新 しい。カマ ド・ ピットが付設される。

本遺構はV層上面において暗褐色土の広がりをもって検出している。規模・平面形は住居跡北壁、東壁と

もに4.20mで あり、ほば正方形を呈する。本住居跡の方位は東壁を基準とするとN-8° ―Wである。

住居内堆積土は 4層に分けた。 1層は暗褐色砂質土、 2層 は黒褐色粘質土を基調とし、灰白色火山灰粒子

a

H=64100m
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o      (1:50)      2m

遺構名  層番号

第144図 S111竪穴住居跡

色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S111

S111掘 りかた

呻鶏脚鶏鶏

10yr3/3 砂質上
10yr2/2 粘質土
10yr4/2 砂質土
10yr2/3 粘質土
10yr3/1 粘質土

弱

　

弱

　

強

や

中

や
中

や

や

　

や

　

や

中  黄褐色粘質土ブロック・ 白色微粒子を少量合む
やや弱 責褐色 。暗色砂質土ブロック・ 白色微粒子を少量合む
やや強 黄褐色粘質ブロックを多量、炭化物少、焼土粒少
やや弱 黄褐色粘質ブロック少
やや強 黄褐ブロック (大)を多く合む (貼 り床)
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第145図 S111掘 りかた

を微量に合んでいる。 3層 は灰黄褐色砂質土を基調とするが、V層に起因すると考えている責褐色土ブロッ

クを多量に含んでいた。 4層は黒褐色粘質土を基調としている。堆積状況はいわゆるレンズ状堆積・三角堆

積を呈 しており、自然堆積と判断している。

住居壁は残存状況がやや悪いものの急角度に傾斜しながら立ち上がる。検出面から床面までの深さは18～

25clllで ある。床面はほぼ平坦に構築され、黒褐色粘質土を基調とする貼床が施されている。堀 りかたは住居

内ほば全面を掘り込んでいるが、住居壁周辺は深く、中央付近では浅い掘り込みとなっている。そのため、

貼床も住居壁周辺では厚 く、中央付近では薄 く貼られている。

カマ ドは住居東壁南よりに位置し、東壁に対 してほぼ直交 している。上部は削平のため残存 しておらず、

煙道の一部は撹乱を受けているが、両袖、燃焼部、煙道、煙出しピットを確認 している。両袖間の幅は最大

で43cm、 残存する長さは北袖が1.05m、 南袖が85cmで ある。両袖とも床面から20～23cmの 高さが残存 してい

る。カマ ド内堆積土は 8層 に分けた。 1～ 3・ 5層 は黒褐色粘質土を、 4層は褐色砂質土、 6層 は褐色粘質

―-145-―
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遺構名  層番号   色調 記号   土性  粘性  しまり 特徴

S111カ マ ド  1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ピット1   1

黒褐色  10yr3/2 粘質土  中  やや強 黄褐色粘質土ブロック中、焼土粒少
黒褐色  10yr2/2 粘質土  中   中  焼土粒少、炭化物少
黒褐色  10yr2/3 粘質土  中   中
褐色  10yr4/4 砂質土 やや弱 やや弱 黄褐色粘質土ブロック中、黒褐色粘質土ブロック中
黒褐色  10yr2/3 粘質土 やや強 やや弱 焼土粒少、黄褐ブロック少量含む
暗褐色  10yr3/4 粘質土  中  やや弱 暗褐ブロック少量含む
暗褐色  10yr3/4 粘質土  中  やや弱 焼土ブロック (中)を含む
黄褐色  10yr5/8 砂質土 やや弱 やや弱 黒褐色粘質土ブロック少
赤褐色  2 5yr4/6 粘質土  中   中  上位は固くしまる

掲灰色  10yr4/1 粘質土 やや強  中  黄褐ブロックを合む 〈貼床〉
黄褐色  10yr5/6 粘質土 やや強 やや強 暗褐ブロック (大)を多く含む
褐色  10yr4/4 砂質土  中  やや強 暗褐ブロックを少量合む、ほとんどV層 に近い

黒褐色  10yr3/1 粘質上 やや強 やや強 黄褐色土ブロック (大)を多く合む
黒褐色  10yr2/2 粘質土 やや強  中  黄褐ブロック、焼土ブロック、炭化物を合む 住居貼床

土、 7層 は暗褐色粘質土、 8層は黄褐色砂質土をそれぞれ基調としている。このうち 6層 はⅣ層に起因する

と判断できるため、煙道天丼の崩落土の可能性がある。また、 4・ 8層についてもそれぞれⅣ oV層 に起因

すると考えており、煙出しピット周辺の壁崩落上の可能性を考えている。燃焼部付近には明確な天丼崩落土

を確認することはできなかったが、 1層 にやや多 く含まれる責褐色ブロックが天丼を構築 していた可能性も

あろう。底面は燃焼部から煙道にかけては急傾斜で立ち上がり、煙道は傾斜を減じながら緩やかに落ち込む。

煙道から煙出しピットにかけては急傾斜で落ち込んでいる。煙道は住居跡東壁から東に1.23m延び、一部が

トンネル状に掘り抜かれた状態で残存 している。煙出しピットは73× 50cmの 不整な楕円形を呈し、検出面か

らの深さは55cmで壁面は急傾斜で立ち上がる。燃焼部底面は83× 63cmの不整な楕円形の範囲で被熱 しており、

焼土の厚さは最大で10cmで ある。カマ ド北袖は貼床上に褐灰色粘質土、黄褐色粘質土、褐色砂質土で構築す

る。南袖は 5層上に北袖同様、褐灰色粘質土、黄褐色粘質土、褐色砂質土で構築されている。

ピットは床面上で 1

基確認 している。ピッ

ト1は住居跡南東隅、

カマ ド南側に位置する。

105× 80cmの 精円形を

呈 し、住居跡床面から

の深さは20cmで ある。

堆積土は黒褐色粘質土

の単層であった。本ピッ

トの性格については位

置・規模から貯蔵ピッ

トであると考えている。

また、SK45は 断面観

察から本住居跡との重

複関係として捉えてい

るが、堆積土の土質が

住居内堆積土と非常に

近似するため、本住居

跡に伴う可能性もある。

遺物はカマ ド周辺と

辮 〃
577

第147図 S111

o  (1:4) lo cm
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住居跡中央南よりの床面からやや集中して出上 している。遺物の総重量は2,727g、 このうち図化 したのは

1,923gで ある。571・ 572は 土師器杯であるが、571は 底部から直線的に立ち上がるのに射 して5721よ 内湾 し

ながら立ち上がる。571は 外面調整がマメツのため不切、内面調整は中位が横位 。斜位のミガキ、下位がや

や幅の広い放射状 ミガキであり、内面黒色処理を施す。572は 外面調整がロクロナデであるが、内面調整は

マメツのため不明である。573は非ロクロの土師器椀で底部から内湾 しながら立ち上がり、571・ 572に 比べ

て器高はやや高い。内外面とも日縁部ヨヨナデを施 したのち、外面は斜位のナデ、内面は横位のナデを施す。

底部には木葉痕が確認できる。574は非ロクロの土師器・甕で法量が小型のものである。体部に比べ日縁部

がやや肥厚する。外面調整は日縁部ヨコナデ、体部上位は縦位のハケメののちに横位のナデ、下位には横位

のケズリを施 している。内面は日縁部ヨコナデ、体部に横位 。斜位のナデを施す。575・ 576は土師器・鉢で

ある。共に底部から内湾 しながら立ち上がり、日縁部は強 く外反するなど似た器形である。575は外面上位

に縦位のハケメ、下位に縦位のケズリを施す。内面上位は横位のハケメを施すが、中位以下はマメツのため

不明である。内外面ともにこれらの調整を施 した後に日縁部のヨコナデを施 している。5761ま 内外面ともほ

とんどがマメツしているが、外面上位には横位のハケメが確認でき、この後に日縁部のヨコナデを施 してい

る。577は縄文土器片で流入 したものであろう。9161ま 土錘であり、 1点のみの出土である。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡は I期 (9世紀後半)に位置づけられる。

S112竪穴住居跡 (第 148～ 151図 )

A tt N30W210グ リッドに位置する。

本遺構はV層上面で暗褐色土の

広がりをもって検出している。規

模 。平面形は南北2.50m、 東西2.

30mで あり、正方形を呈する。本

住居跡の方位は東壁を基準とする

とN-25° 一Eである。

住居内堆積土は 5層に分けた。

1・ 2・ 5層は暗褐色粘質土、 3・

4層 は黒褐色粘質土を基調として

他の遺構との重複関係はない。付属する施設にはカマ ドがある。

a

いる。 1～ 4層 にかけては灰白色

火山灰微粒子を微量合み、なかで

も 1・ 2層 はやや多 く含んでいた。

また、 3層にはV層起因と考えて

いる黄褐色ブロックをやや多 く含

んでいた。堆積状況はいわゆるレ  ユ

ンズ状堆積・ 三角堆積を呈 してお

り、 自然堆積 と判断 している。

住居壁は急角度に傾斜 しながら

立ち上がる。検出面から床面まで

の深さは25～ 30cmで ある。床面は

(小針 )

o     (1:50)     2m

第148図 S112竪穴住居跡
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ほぼ平坦に構築され、全体に黒褐色

粘質土を基調とした貼床を施 してい

る。堀 りかたは住居内全体を掘 り込

むが、中央付近がやや深くなってい

る。そのため、貼床も壁周辺に比べ

て中央付近がやや厚 くなっている。

カマ ドは住居跡北東隅に位置し、

北西隅と南東隅との対角線とほぼ直

交する。

上部は削平のため残存しておらず、

また、両袖を確認することができな

かったが、燃期諾|、 煙道、煙出し部

を確認 している。カマ ド内堆積土は

5層 に分けた。 1・ 5層 は暗褐色粘

質土、 2・ 4層 は黒褐色シル ト、 3

層は暗褐色砂質土をそれぞれ基調と

する。 1層はⅣ層に起因すると考え

ている褐色ブロックをやや多く合み、

しまりもやや強かった。そのため、

断面の形状も含めて考えた場合、 1

層は煙道の天丼崩落土で本来は トン

a

o     (1:50)    2m

第 149図  S112掘 りかた

遺構名 層番号 色調  記号  土性  粘性  しまり 特徴
S112   1  暗褐 10yr3/3粘 質土  中  やや強 炭化物少、焼土粒少

ネル状 に掘 り抜 かれて いた と判断 で      2 暗褐 10yr3/3粘 質土  中  中 黄褐色粘質土ブロック少
3  黒褐 10yr3/2粘 質土 やや弱 やや弱 黒掲色粘質土ブロック少

き る。底面 は燃焼部 か ら煙道 にか け      4 黒褐 10yr2/2粘 質土  中 やや弱 黄褐色粘質土ブロック中
5  暗褐 10yr3/3粘 質土 やや弱 やや弱 責掲色粘質土ブロック少

て緩 やか に立 ち上 が り、煙道 か ら煙  S11珈 りかた 1 黒褐 10yr3/1粘 質土  中 やや強 責掲ブロックを多く合む

出し部にかけても緩やかに落ち込んでいる。煙道は住居跡北東隅から北東に125m延 びる。底面の状況及び

煙道の堆積状況から煙出し部は本来 ピット状を呈 していたと考えている。燃焼部は58× 43cmの 不整な楕円形

で被熱 しており、焼上の厚さは最大で 3 cmで ある。両袖は確認 しておらず、被熱範囲の外側にも袖構築材の

痕跡を確認することはできなかった。

遺物は住居内堆積土からの出土が大半を占めるが、住居跡中央北壁よりの床面から若千出土 している。遺

物の総重量は1,01l g、 このうち図化 したのは487gで ある。578は須恵器 。大甕体部片で焼成が良好で暗灰

色である。外面はタタキ、内面は当て具痕が残る。915。 918は土錘である。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡は平安時代に位置づけられると考えられるが詳細な時期

は不明である。 (小針)

SH3竪穴住居跡 (第 152～ 153図 )

A tt N30W210グ リッドに位置する。調査区内で検出できたのは南壁から東西壁にかけての約1/2で あり、

この部分についてのみ調査を行った。そのため本住居跡は完掘を行っていない。他の遺構との重複関係はな

かった。ピットが付設される。

-149-



日
０
宴

Ｓ

＝
照

い
。ヽ

ｎ

総

nl_QI

∫
一

ｄ
一

Ｃ

一

，
ａ

一
a

遺構名  層番号 色調 記号

■=64.100m

第150図 S112カ マ ド

土性  粘性 しまり 特徴

C

H=6411111ね H=64.100m

o    (1:5tl)    2m

S112カ マド

―-150-―

聴     10yr3/3
黒褐  10yr3/1
暗褐  10yr3/4
黒褐  10yr2/2
褐灰  10yr4/1
暗褐  10了r3/4

粘質土 やゃ強
粘質土  中
粘質土 やや弱
粘質上  中
粘質土 やや弱
粘質土  や

やや強1褐色シルトブロック (大)を含む
中  黄褐色砂質プロックを多く合む
中 黒褐ブロックを合む
中  黄褐砂質プロッタを少量含む

やや弱 黄褐砂質ブロックを含む く住居埋土or燃焼部埋土〉
やや羽

―
 聰 粘土プロック・焼土ブ●ックの混気 炭花物プロック含む 0卿鶏ゆ
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O鋭5° 9弼

o  (1:4) lo cm

(土錘は 1:2)

第151図 S112出 土遺物

本遺構はV層上面で黒褐色土の広がりをもって検出している。調査範囲内で確認できた規模は南壁が5,30

m、 東壁が2.60mで あり、平面形は方形を呈するものと考えている。本住居跡の方位は確認できた南壁を基

準とするとN-19° ―Eである。

住居内堆積土は 3層 に分けた。 1～ 3層 は黒褐色粘質土を基調とする。 3層 は焼土ブロックを多く合んで

いたため、カマ ドに関わる堆積土の可能性がある。後世の削平によって検出面から床面までの深さが浅いが、

堆積状況は 2・ 3層がいわゆる三角堆積を呈することから自然堆積と考えている。

住居壁は残存状況が悪いもののやや急角度に傾斜しながら立ち上がり、検出面から床面までの深さは 8～
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遺構名  層番号

第153図 Sl1 3掘 りかた

記号  土性  粘性  しまり 特徴

1

2

3

4

5

6

1

黒褐  10yr2/3 粘質土  中   中  炭化物中、焼土粒少、黄褐色粘質土ブロック少
黒褐  10yr2/3 粘質土 やや弱  弱  特記なし

黒褐  10yr3/2 粘質土  中   中  焼土 (赤褐)ブロックを多く合む

黒褐  myお ハ
粘質土 中 やや強

惑翻 監 偲 協乞 マ稼評
量、焼土ブロック 伏 )を合む、

暗褐  10yr3/4 粘質土 やや弱 やや弱 炭化物、赤褐焼土プロック (火 +小)を多く含む

黒褐  10yr3/2 粘質土  中   中  焼土ブロックC/1ヽ )を多く合む

黒褐  10yr3/1 粘質土 やや強 やや強 黄褐ブロック(大)を多く合む掘りかた

10cmで ある。床面はほば平坦に構築され、黒褐色粘質土を基調とする貼床を部分的に施 している。掘 りかた

は部分的なピット状の掘り込みとして確認 している。

ピットは床面上で 1基検出した。ピット1は住居跡東壁際に位置する。調査区内ではおよそ1/2の検出で

あり、全体の規模・形状は不明であるが長軸で1.10m、 住居跡床面からの深さは25cmで ある。堆積土は 3層

に分けたが、いずれの層も焼土ブロックを含むことから上層の住居内堆積± 3層 とともにカマ ドに関する堆

積土の可能性もある。本ピットの性格については不明である。また、床面上では焼土及び炭化材を散在 した

状態で確認 している。

遺物は住居内堆積土からの出土が大半を占める。総重量は431gであるが、いずれも小片であるため図化

できる遺物はなかった。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡は平安時代に位置づけられると考えられるが詳細な時期

は不明である。 (小針)

S114竪穴住居跡 (第 154～ 158図 )

A tt N30W210グ リッドに位置する。調査区内で本住居跡のほとんどを検出したが、カマ ド煙道から煙出

―-152-



し部にかけては調査区外にのびる

なかった。

本遺構はV層上面で黒褐色上の

形を呈するが、北壁に対 して南壁

N-6° ―Eである。

住居内堆積土は 5層 に分けた。

し、 1～ 3層 は火山灰粒子を微量

呈 しており、自然堆積 と判断 して

住居壁は急角度に傾斜 しながら

坦に構築され、全体に黒褐色粘質

央付近がやや深い。そのため、貼

カマ ドは住居北壁のほば中央に

ず、煙道から煙出し部にかけては

の幅は最大で23cm、 残存する長さ

存 している。カマ ド内堆積土は

5層 に分けた。 1・ 2層 は黒褐

色粘質土、 3層 は褐色粘質土、

4層は暗褐色粘質土、 5層 はに

ぶい黄褐色粘質土をそれぞれ基

調 としている。 このうち 3層 は

層の下位が被熱 しており、燃焼

部の天丼崩落土と判断している。

また、 5層 はV層に起因すると

考えており、煙道の天丼の一部

が崩落 したものと考えている。

煙道は調査区内で確認 した一部

ではあるが、 トンネル状に李Jり

抜かれた状態で残存 していた。

確認できた底面は燃焼部から煙

道にかけてはほぼ平坦で、煙道

でやや急傾斜に落ち込み調査区

外にのびる。調査区内での煙道

は住居跡北壁から北に38cmの び

る。燃焼部では被熱の範囲を確

認することができなかったが、

底面に15× 10clllの 礫を検出した。

カマ ド両袖は貼床上に暗褐色粘

質土で構築されている。この暗

ため、この部分については完掘を行っていない。他の遺構との重複関係は

広がりをもって検出している。規模 。平面形は南北 3m、 東西2.90mの方

がやや短いため、やや台形に近い。本住居跡の方位は南壁を基準とすると

1・ 3・ 5層 は黒褐色粘質土、 2・ 4層は暗褐色粘質土をそれぞれ基調と

ながら均―に合んでいた。堆積状況はいわゆるレンズ状堆積・三角堆積を

いる。付属施設にはカマ ドがある。

立ち上がる。検出面から床面までの深さは20～30cmで ある。床面はほば平

土を基調とした貼床を施 している。堀かたは住居内全体を掘り込むが、中

床も壁周辺に比べて中央付近がやや厚 くなっている。

位置 し、北壁に対 してほぼ直交 している。上部は削平のため残存しておら

調査区外にのびるが、両袖、燃焼部、煙道の一部を確認 している。両袖間

は東袖が68cn、 西袖が63cmで ある。両袖とも床面から15～ 18cmの高さが残

日

‖

Ъ I田

第 157図

遺構名

o            (1 : 50)           21n

第154図 S114竪穴住居跡

層番号 色調  記号  土性  粘性  しまり 特徴

S114   1  黒褐 10yr3/2 粘質土  中   中  焼土粒少
2  暗褐 10yr3/3 粘質土  中  やや強 黄褐色粘質土ブロック少
3  黒褐 10yr3/2 粘質土 やや弱 やや弱
4  暗掲 10yr3/3 粘質土 やや弱 やや弱 黄褐色粘質土ブロック少
5  黒掲 10yr2/2 粘質土 やや弱 やや弱 特記なし

掘りかた  1  黒褐 10yr3/1 粘質土 やや強 やや強 赤褐ブロック(中)を多く合む

０

ｍ〓

，ａ
一
＝
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褐色粘質土は被熱の状況によって

2層 に分けている。

遺物は床面からやや浮いた状態

ではあるが、カマ ド付近と住居跡

中央付近から集中して出土 した。

出土遺物の総重量は6,854g、 こ

の うち図化 したのは4,277gで あ

る。579は 土師器杯である。 日径

に姑 して底径は大きく、器高が高

い。器形は底部から内湾 しながら

やや急角度で立ち上がる。外面は

ロクロ調整、内面は ミガキ調整で

黒色処理を施す。580～ 5831ま ロク

ロ使用の土師器甕である。いずれ

も器高は不引であるが、法量は中 。

大型の部類といえる。580・ 581は

日縁部 ヨコナデ、体部外面はマメ

ツのため明確ではないが縦位のナ

デ、体部内面は横位のナデを施す。

580は 体部が膨 らみ、 日縁部はや

や直線的に外傾するが581は体部から日縁部にかけて比較的大きく外反する。581は 日縁部ヨコナデ、体部外

面は縦位のハケメ、体部内面には斜位・横位のナデを施す。体部から日縁部にかけてはゆるやかに外反し、

日縁部はやや肥厚する。また、僅かではあるが日縁端部を上方に摘み出している。583は 日縁部ヨヨナデ、

体部外面は横位 。斜位のミガキを施す。内面はマメツのため不明である。体部中位に最大径をもち、日縁部

はゆるやかに外反する。582・ 5831ま 須恵器・甕である。5841ま 暗灰色を呈 し、外面体部中位以下に縦位のケ

ズリを施す。585は外面タタキ、内面には当て具痕がみられる。586は縄文土器片である。混入と考えている。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡は I期 (9世紀後半)に位置づけられる。   C/1ヽ針)

SH5竪穴住居跡 (第 159。 160図 )

本竪穴住居跡はA tt N20W200グ リッドに位置する。調査区内で検出できたのは北壁から東西壁にかけて

の約1/2で あり、この部分についてのみ調査を行った。そのため本住居跡は完掘を行っていない。SK34・ 35・

39土坑と重複 し、新旧関係は本住居跡が SK39よ り古 く、SK34・ 35土坑よりも新しい。

本遺構はV層上面で暗褐色上の広がりをもって検出している。調査区内で検出できた規模は北壁が2.70m

であり、平面形は方形を呈するものと考えている。本住居跡の方位は確認できた北壁を基準とするとN―

1° ―Wである。

住居内堆積土は 3層 に分けた。 1・ 2層 は暗褐色粘質土、 3層 は黒掲色粘質土を基調としている。このう

ち 2層 はV層起因と考えている責褐色ブロックを多 く合んでいた。堆積状況は残存状況が悪いものの 2・ 3

層が概ねいわゆる三角堆積を呈することから自然堆積と考えている。

日
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o      (1:50)     2m

第155図 S114掘 りかた
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判十~十~~

H=64100m

o      (1:25)     lm

遺構名  層番号

第156図 S114カ マ ド

土性  粘性  しまり 特徴

S114カ マ ド 黒褐  10yr2/3
黒褐     10yr3/2
褐      10yr4/4
暗褐  10yr3/3

にぶい黄褐 10yr4/3
暗褐  10yr3/4
暗褐    10yr3/4
暗褐  10yr3/3

粘質土  中
粘質土 やや弱
粘質土  中
粘質土  中
粘質土 やや弱
粘質土 やや強
粘質土 やや強
粘質土  中

1

2

3

4

5

6

7

8

中  焼土粒少、炭化物少 (SI埋■)

やや弱 焼土粒少、炭化物少、黄褐色粘質土ブロック少
強  下位が破熱し赤変、燃焼部天丼崩落層

やや弱 焼土ブロック少、炭化物少、 (機能時堆積か?)
やや弱 下層に焼土を合む
やや強 黄褐ブロックとの混合上、赤変もしくは焼土ブロックをまぜる
やや強 黄掲プロックとの混合土
やや強 砂質っぱい黄褐プロックがまざる (貼床)

住居壁は緩やかに傾斜 しなが

ら立ち上がり、検出面から床面

までの深さは15～ 30clllで ある。

床面はほば平坦に構築され、ほ

ぼ全体に黒褐色粘質上を基調と

した貼床を施す。掘形は住居跡

中央を深 く掘 り込み、住居壁付

近を掘 り残 している。 したがっ

て、貼床は住居跡中央が厚 く、

住居壁際ではほとんど確認でき

なかった。

本住居跡ではカマ ド・ ピット

等の施設を確認することはでき

なかったが、住居跡中央から北

壁にかけて床面で150× 80clllの

炭化材の範囲を確認している。

遺物は住居内堆積土からの出

土がほとんどである。総重量は

第157図 S114遺物出土状況

て

懃

o       (1: 25)
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o  (1:4) lo cm

第158図  S114出土遺物

597gであるがいずれも小片であるため図化できなかった。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡は平安時代に位置づけられるが、詳細は不明である。 t/1ヽ針)

S116竪穴住居跡 (第 161・ 163・ 164図 )

A tt N20W200グ リッドに位置する。S117竪穴住居跡と重複 しており、切 り合い関係から見ると本住居

跡の方が古い。付近には西 2mに S114竪穴住居跡、東 4mに S118竪穴住居跡が存在する。

A区中央部付近にはⅣ層が残存しているため、検出はⅣ層下位で行っている。平面形は、S117竪穴住居

跡によって北壁と東壁の一部を破壊されているため全容は不明である。現状をみると、南壁と東壁 とはほば

直交 しているようであるが、西壁が歪んでおり台形状を呈する。現存する規模は、西壁が0.90m、 南壁が1.

50m、 東壁が0。 70mであり、非常に小さい。壁の立ち上がりは傾斜 して立ち上がる箇所がほとんどであるが、
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オーバーハング状に立ち上がる箇所も認められるなど不明瞭で一定 していない。床面の状況は総 じて平坦で

あるものの、細かく見るとゆるやかな凹凸が認められる。粥確な貼床も確認できない。カマ ドなどその他の

付属する施設も確認できない。

堆積土は 3層が確認できる。暗褐色～黒褐色の粘質土が堆積し、いずれの層 もS117竪穴住居側より流入

したと考えられる。

これらの状況をみると、いわゆる「竪穴状遺構」と呼称すべき遺構であるが、周囲の状況を考えると竪穴

住居跡の範疇にいれて捉えておく。 したがって、それが住居であるかは特定できない。

遺物は総重量909g、 そのうち 3点 。200gを 図化 した。

0      (1:50)      2m

第159図 S115竪穴佳居跡

0      (1:50)     2m

第160図 S115掘 りかた

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S115   1    暗褐  10yr3/3 粘質土 やや弱 やや弱 黄褐色砂質土ブロック少、炭化物少
2    暗褐  10yr3/3 粘質上  中  やや強 黄褐色砂質土ブロック多
3    黒褐  10yr3/2 粘質土 やや弱  弱  南北断面 3のみ、焼土ブロック中
1    黒褐   10yx・3/1 粘質土  中  やや強 黄褐ブロック(中)を少々C/1ヽ)を多くまぜる

〔さ

尊

ぶ

＝

Ｈ

（ｎ

nl

掘りかた
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587は ロクロを使用 しない甕で、体部

以下を欠損している。日縁部は「 く」字

状に外反するもので、端部が下方にわず

かに肥厚する。外面頸部付近には粘土紐

痕が残る。調整は内外面ともマメツが激

しいが、ヘラナデ (ヘ ラケズリ)の痕跡

がわずかに残る。588は ロクロ調整の甕

で、体部中位以下を欠損している。日縁

部は頸部よりやや外反 し、端部がわずか

に上方に引き出される。調整は外面がロ

クロ調整、内面がマメツのため不明であ

る。589は 獣型の土製品である。両端を

欠損 しているため何を表しているか不明

であるが、歯形が遺存 している。上下の

歯で噛んだようであり、その大きさから

小児のものと考えられる。用途・ 時期と

もに不明である。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本

竪穴住居跡は平安時代に位置づけられる

と考えられるが詳細は不明である。(西 澤)

S117竪穴住居跡 (第 161・ 165図 )

A tt N20W200グ リッドに位置 してい

る。南側を S116竪穴住居跡と重複 して

おり、本住居跡の方が新しい。周囲には、

西に S114竪 穴住居跡、東に S118竪 穴

住居跡が位置している。

日
ｏ寓
さ
＝
ｈ
ｒ
ヽ
酪
呻

‐‐、
山
山
Ｗ
り

‐‐
日
日
日
田
日
Ｍ
Ｍ
内
捌
物
脚
Ｐ
／
ｒ
‐

い
。

Ｓ‐・６　　フ″〉アａ一

Ｓ・・７イ

H=蜘 m

a

nl

a

H=64200m
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第161図  S116・ 17竪穴住居跡
検出はⅣ層下位であり、黒褐色土の広

がりをもって確認 している。Ⅳ層が残存 しているとはいえ、本来の生活面はあくまでもⅢ層相当層であると

考えているため、削平を受けていることに違いはない。

平面形は、ほば正方形状を呈するが、住居隅については角がつかず、ゆるやかに屈曲している。また、住

居北壁に l m30cm X 90cmの 大きさの精円形状土坑が付設あるいは重複 している。住居跡の大きさは一辺が1.

50m～ 1.70m程度であり、S116と 同様に小さい。

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S116    1
2

3

S117       1
2

3

4

S117掘 りかた   1

暗褐  10yr3/4 粘質土  中
黒褐  10yr2/2 粘質土 やや弱
黒褐  10yr3/2 粘質土 やや弱
黒褐  10yr2/3 粘質土  中
暗褐  10yr3/4 粘質土  中
黒褐  10yr2/2 粘質土  中
黒褐  10yr3/1 粘質土 やや強

暗褐  10yr3/3 粘質土 やや弱

中
やや強
やや弱

中
強
中
中

やや弱

黄褐色粘質土ブロック少、炭化物少

焼土粒少、黄褐色粘質土ブロック少
焼土粒中、責褐色粘質土ブロック中
黄褐色粘質土ブロック少
黄褐ブロック (小)を多く含む

炭化物中、焼土粒少
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堆積土は 3層が確認でき、暗褐色～黒褐色の

粘質土が自然に堆積 したと考えられる。

付設あるいは重複する土坑については、断面

図を見る限りにおいて、住居跡と付設土坑との

堆積土には区別が難 しく、あるいは同時に 1層

が堆積 したと考えられる。 したがって、この建

物跡と土坑は同時期に存在 していた可能性が高

い。ただし、建物跡の貼床である4層 と土坑の

堆積土あるいは貼床には重複関係が認められ、

後者の方が新 しい。この切り合いは床面構築時

によるものかもしれない。

この付設土坑は、長軸線を住居西壁と軸線を

合わせて付設 している。土坑北側と住居北壁の

位置もほぼ対応 しており、配置状況を見るとあ

る程度関連があると考えられる。堆積土は 1層

の下位に 5層があり、粘性 。しまりともやや弱

く、底面とは考えにくい。

掘 りかたは、全面にみとめられ、そのうえに10～15cmの

厚さで、暗褐色の粘土が貼付されている。中央付近には貼

床の下からピットが 1基確認 している。45× 40cmの 楕円形

状を呈 し、深さは検出面より16cmで ある。

遺物は床面付近に比較的まとまって出土 している。その

他堆積土中からも合めて731gの土器が出土 し、そのうち、

4点395gを 図化 した。

590は 土師器杯に分類するが、やや器形が異なる。器高

が 4 cmと やや低いが、体部が大きく開いている。底部付近

はやや突き出ている。内面には横位のミガキの後にやや幅

広の放射状のミガキが粗雑に入る。また、内面には黒色処

理が施されている。591は土師器杯で底部を欠損 している。

緩やかに外反する体部をもち、端部が

やや外に開く。内面には黒色処理が施

かっ

a

H=64200m

0      (1:50)     2m

第162図 S117掘 りかた

0    (1 , 4)   lo clll

第163図 S116出土遺物 (1)

0  (1:4) lo cm

o  (1,2)  5 cn

第164図 S116出土遺物 (2)
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され、横位の ミガキの後に日縁部付近にまで放射状の ミガキが入る。592は 須恵器であり、日縁部は欠損 し

ているものの杯類に属する。593は 土師器甕であり、ロクロ調整を行わない小型品である。日縁部の形状は

頸部よりゆるやかに外反するものである。体部中位に最大径をもち、底部に向けてゆるやかに径を減 じてい
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遺構名  層番号   色調

第166図 S118竪穴住居跡

記号  土性  粘性  しまり 特徴
一ＳＩ 黒掲  10yr3/2 粘質土 やや弱  中  焼土粒少、炭化物少、白色微粒子少 (粗 に均―に含む)

黒褐  10yr2/2 粘質土  中   中  焼土粒少、炭化物少、黄褐色粘質土ブロック少

暗褐  10yr3/3 粘質土  中  やや強 焼土粒中、焼土ブロック少、炭化物中、炭化材多

暗褐  10yr3/2 粘質土 やや弱  中  黄褐色ブロック多く合む (貼床)

黒褐  10yr3/1 砂質土  中   中  責褐色ブロックを含む

黒褐  10yr3/1 砂質土  中   中  黄褐色ブロックを含む

黒褐  10yr3/1 砂質土  中   中  黄褐色ブロックを合む、炭化物合む

黒褐  10yF3/1 粘質土 やや強 やや強 暗褐・黄褐ブロックを混合

黒褐  10yr3/1 粘質土 やや強  中  黄褐ブロック少量合む

黒褐  10yr3/1 砂質土  中   中  黄褐色ブロックを合む、焼土プロック炭化物合む

黒褐  10yr3/2 粘質土  中   中  褐色砂質ブロックを多く含む
pit08   1    黒褐  10yr3/2 粘質土  中   中  褐色砂質ブロックを少量合む

pit01

pit02

pit03

pit04

pit05

pit06

pit07
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第167図 S118出土炭化材

く。調整は口縁部にヨコナデが、体部内外面ともにハケメが施される。

以上、遺構の特徴から本竪穴住居跡は平安時代に位置づけられると考えられるが、遺物が少なく詳細な時

期は不明である。 (西澤)

S118竪穴住居跡 (第 166～ 171図 )

A区中央部付近、N20W195グ リッドに位置する。SK14・ 15と 南壁側で重複 しており、SK14を 除き本遺

構の方が古い。西側 4mに S116。 17竪穴住居跡が、東 7mに S120竪穴住居跡が位置 している。本遺構の北

側は調査区外へ広がっているため完掘 していない。付属施設にはピットがあり、カマ ドは調査区内において

は確認されなかった。

検出はⅢ層下位からⅣ層であり、黒褐色土の広がりをもって確認 した。この周辺はA区の中でももっとも

標高の高い部分であり、何らかの削平を受けている。

確認された規模は、東壁が約 4m、 南壁が4.05m、 西壁が3.85mで ある。北壁を調査 していないため、平

面形は不明であるが、この 3辺から推定すると、南北がやや長い長方形状を呈すると考えられる。東西壁間

は中心で計測すると4.2mで あることから4m前後の規模の住居跡が復元できる。主軸方位は、東壁や南壁

を基準とすると、N-9° ―Eであり、ほぼ北に向いている。

堆積土は 3つ に大別できる。暗褐色～黒褐色の粘質土が水平に推積していることから、少なくとも3層 は

人為堆積の可能性が高い。また、各層中からは焼土ブロックや炭化物が多く混合 している。とくに、 3層 に集

中して混合し、土器片も多く合まれている。なお、 1層中には灰白色火山灰が粒～ブロック状に含まれている。
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床面には小さな凹凸が多数認

められ、中央がやや高 くなって

いる。床面は黄褐色の砂質土で

あり中央を中心とした範囲は非

常に堅 く締まっている。これら

は 2次焼成を受けて、粘質上が

硬化 した可能性がある。硬化範

囲以外は褐色の砂質上であるが、

締まりにかけ本来の床面である

かは判断できなかった。壁面の

形状はやや傾斜 しながらもほぼ

垂直に立ち上がっている。床面

までの深さは、東壁際で28clll、

南壁際で20clll、 西壁側で30clllで

ある。床面付近には多数の土器

と炭化材が出土 している。とく

に後者は床面広範囲に広がって

いる。後述する堆積土の特徴と

あわせて本遺構は焼失住居の可

能性が高い。

掘 りかたは、壁際に沿って溝

状の掘 り込みが確認できる。床

面全体を貼床で覆っているが、

中央部付近は薄 くなっている。

掘 りかた底面は褐色の砂質土層

である。

付設される施設として、ピッ

トが 8基存在 し、その他同時期

と考えられる土坑 1基が付属す

る。カマ ドは調査区内からは確

認できなかった。

SK14 1ま 冴U遺構 として登録 し

ているが、平面 。断面で判断す

る限り、切 り合いが判断できな

かった。黒褐色を基調とする堆積土のため認識できない可能性もあるが、他の建物跡にも類似する例が多かっ

たため、明確に推積土が区別できないものについては建物跡と同時期に存在 していたと判断した。この土坑

は本遺構の南東隅に位置し約 2m×約80clllの規模であり、平面形は楕円形状を呈する。住居跡の対角線上に

土抗長軸が直交するように付設されている。壁面はややオーバーハング状に扶れている。

X 怨

鋭

診
贋

純祓
沙

鬱

第168図 S118遺物出上状況
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ピット1～ 3は東壁沿いに北から順に位置している。平面形はいずれも円形に近い楕円形状を呈しており、

規模はそれぞれ30× 25cm、 30× 30cm、 30× 25cmで ある。深さはいずれも床面から7～ 10clllと 浅い。堆積土も

黒褐色の砂質土と同じである。ピット4は ピット3の南、付設土坑内に位置 し、65× 55clllの規模の楕円形状

を呈する。深さは床面より1lcmで あり、黒褐色の砂質土が堆積 している。これらピット1～ 4の上部には大

甕が 3個体分、うち 2個体がほぼ完形である。ピットの断面形はいずれも浅い皿状を呈することからこれら

が大甕の据え付け穴である可能性が高い。とくにピット4は堆積土中に大甕の破片が多量に含まれていたた

め据え付け穴と判断できる。これが SK14付属土坑内に位置 していることはこの土坑の帰属と性格を考える

上で非常に興味深い。

ピット5・ 6は南壁際に位置 している。この 2基が重複 しており、ピット6の方が新 しい。いずれも径80

cmの 円形を呈 し、深さは床面から23cmで ある。 ビット7は南西隅に位置 し、28× 25cmの楕円形状を呈 し、深

さは18clllで ある。ピット8は西壁際の北寄 りに位置し、45× 40clllの精円形状を呈する。深さは10cmで ある。

これらのピットはいずれも、柱痕跡が確認できず柱穴であるのか判断できない。

遺物は堆積土、床面を問わず多量の土器が出土 している。出土状況をみると、土器とくに須恵器大甕は、

東壁沿いから集中して存在する。据え付け穴も確認でき、上方から押しつぶされた出土状況を呈 しているこ

とから、これらの大甕は原位置を保っていると考えられる。炭化材は床面全体に広がっており、樹種を特定

できたのは第167図の通りである。あまり残存状態が良好ではなかったため、加工痕は明確に確認できなかっ

たが、角材や丸材が存在することは判断できた。量と材の形状から、住居を構成 していた材であると判断で

きるが、具体的にどの部位かは不切である。出土位置もある程度壁面に対 して直交 しているようであるが明

確ではない。

出土土器の総重量は41,799gであり、そのうち、34点、35,120gを図示 した。

594～ 599・ 601は土師器杯である。601以外は全て内面に黒色処理が施される。これらの器形をみると、い

ずれも底部よりゆるやかに内湾するもので占められる。日径も14～ 15clll前後の間におさまる。調整は外面に

ロクロナデが施されているが、内面には放射状 ミガキと横位のミガキが施される。これらが明瞭に認められ

るもの (595な ど)がある一方で、596の ようにやや雑なミガキ調整が施されるものもある。底部側縁にヘラ

ケズリによる再調整が施されるものには、594・ 597。 599が ある。

600は高台杯の脚部片であり、内面に黒色処理が施される。601は 内面に黒色処理を施さない杯で底部の一

部が欠損 している。体部は内湾気味に立ち上がるが体部上位で軽い屈曲点が認められる。602は短い頸部を

もつ短頸壷であり、体部下位を欠損している。内外面ともマメツが激 しく、内面にわずかにヘラナデの痕跡

が残る程度である。604～ 612は土師器甕で、605・ 612以外はロクロを使用していない。いずれも底部を欠損

している。603は体部中位以を下欠損している。日縁部の形状は頸部よりゆるやかに外反するもので、端部

にやや強 くナデが入る。調整は日縁部にはヨコナデが、内外面にはハケメが施されるが、外面は縦位、内面

は横位方向である。一部ヘラナデの痕跡が確認される。604は 日径が26.5cmの 大形の甕である。日縁部の形

状は頸部よりゆるやかに外反する。断面をみると、端部には薄 く粘土紐を貼付 して整形 していることがわか

る。調整は磨滅が激 しいため観察不能であるが、粘土紐痕が切瞭に残存している。608は 日縁部が短 く外反

する形態を呈する甕である。日縁端部にはナデによる面取 りが施されている。体部中位に最大径を有し、あ

まり径を減 じないで底部に続いているようである。調整は日縁部にヨヨナデが、内面に横位のハケメが施さ

れるが、外面は磨滅のため、明確に判断できない。609・ 610・ 611は、体部に粘土紐痕を切瞭に残す甕であ

る。609は短 く外反する日縁部をもち、端部がやや垂下している。外面調整は磨滅のため不明であるが、内
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面には横位のハケの痕跡が残る。610も 短 く外反する日縁部をもつが、その度合いは609よ りも弱い。破片で

あるため回径は不明確であるが、復元すると31cmと 大きい。外面には粘土紐痕が明瞭に残 り、器壁はかなり

凹凸がある。内面にはヘラナデの痕跡が残る。611も 610と は類似した密であるが砂粒を多 く合む胎土であり、

あるいは同一個体かもしれない。

605・ 612は ロクロナデが施される甕である。日縁部の形状はともに同様の形態を呈 している。調整は内外

面ともロクロ調整であるが、605の体部下半には縦位のヘラケズリ痕が残る。

613～ 617・ 619～ 620は須恵器杯である。器形を見ると底部から直線的に開 くものが多いが、620の ように

やや内湾する体部をもつものある。調整は内外面ともにロクロ調整であり、胎土 も緻密である。615。 618・

62と は須恵器高台杯である。621は脚部破片である。器形は上述の杯に比べ内湾気味であり、身が深いなど区

別される。高台は断面が方形であり削 り出して成形されている。622は須恵器小型甕である。体部上位～中

位にかけて最大径をもち、「 く」字状に外反する日縁部をもつ。端部は内側に傾き、断面が三角形状を呈す

る。調整は内外面ともロクロナデであり、焼成は良好堅緻である。623は須恵器大甕である。ほば完形に接

合された。日径41.5cm、 器高62clllの大型品である。日縁部は頸部より強 く外反 し、端部を厚 く肥厚させてい

る。そして、布などで強 くナデが施されるため断面が凸状になっている。体部は、上位に最大径を有 し、底

部に向けて大きく窄まっていく。底部は丸底である。調整は、ロクロナデを基本としているが、体部にはタ

タキ痕が残る。内面には当て具痕がナデによって消されており、日縁部以下にはその指ナデの痕跡が明瞭に

のこる。胎土は緻密であり、焼成は良好堅緻である。

624～ 627は 須恵器長頸瓶である。624は 日縁部を欠損 している。頸部にはリング状の突帯が貼付されてい

る。肩部はあまり張らずにゆるやかに胴部へ移行する。最大径は中位に有 し、底部に向けて径を減じる。底

部には非常に低い高台が貼付されている。胴部下半にはヘラケズリもしくはヘラナデの痕跡が残る。294・

298は おそらく同一個体と思われる長頸瓶である。625は 日縁部のみの破片である。大きく開く日縁部をもち、

端部が折り返される。626は胴部上位以下のみ残存する。この上位付近に最大径を有する。高台は「ハ」字

状に開くが短い。625・ 626は 同一個体かもしれないが接合 しない。627は 須恵器甕であり、底部を欠損 して

いる。日縁部は「 く」字状に外反 し、端部付近でわずかに外に広がる。胴部は中位付近に最大径をもってい

る。下半には縦位のヘラケズリが施されている。6281ま 須恵器大甕であり、ほぼ完形である。日径は46cm、

器高64.5cm、 最大径が66cmで ある大型品である。日縁部はゆるやかに外反するが端部が厚 く肥厚 している。

端部はナデの施され方が623と類似 しており、凹凸がある。胴部最大径は上位から中位付近にあり、底部は

丸底である。調整は胴部外面にはタタキ痕が、内面上位には青海波文、下位には縦位～斜位のユビナデ痕が

残る。胎土は緻密であり、焼成は良好堅緻である。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡は I期 (9世紀後半)に属すると考えられる。 (西澤)

S119竪穴住居跡 (第 172～ 174図 )

A区中央部付近、N20W190グ リッドに位置する。北壁に Pit 12が 重複 しており、本住居跡の方が古い。

検出は、現耕作土である I層直下であるⅣ層面であり、堆積土黒褐色土の広がりをもって確認 した。調査区

内には一部 しか含まれておらず、大部分が調査区外へ広がっている。 したがって、住居跡全てを完掘 してお

らず、調査は限定されたものとなっている。

規模は、現状で判断する限り、北壁が 3m、 西壁が1.20m、 東壁が90clllで ある。住居の方位は北壁を基準

とすると、N-10° 一Eである。
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外区査調

第172図 S119竪穴住居跡

_OI

第173図 S119掘 りかた

土性  粘性  しまり 特徴

o     (1:50)     2m

64400m

o     (1:50)     2m

外区査調

a

遺構名  層番号 色 調 記号

2

3

4

5

6

7

掘 りかた   1

暗褐    10yr3/3
黒褐    10yr2/2
黒褐    10yr3/1
黒褐    10yr2/2
黄褐  10yr5/6
暗褐  10yr3/4
黒褐    10yr2/2
黒褐  10yお /1

粘質土 やや弱
粘質土 やや弱
粘質土 やや弱
粘質土  中
砂質土  弱
砂質土  中
砂質土  中
粘質土 やや強

中  黄褐色ブロック中、焼土粒少
やや弱 粘土プロック中、炭化物少

中  焼土ブロック少、炭化物少、黄褐色プロック少
やや弱 黄褐砂質上ブロック少

中  明黄褐粘質土中 (軸 。天丼崩落)

やや弱 焼土粒少、炭化物少 (使用時堆積)

やや弱  (煙出埋土)

やや強 黄褐色土ブロック (中)を多く合む
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堆積土は 3層が確認できるが、建物跡北東隅部分にはカマ ドがあるた

め、加えてやや細かな層が 4層堆積している。堆積状況から判断すると

自然堆積であると考えられる。

床面はほば平坦であるが、カマ ド付近では若千高まっている。床面の

深さは検出面から10～ 28clllで ある。壁は、西壁側はやや傾斜するものの

ほぼ垂直に立ち上がるが、東壁側では、カマ ドがあるためか緩やかに傾

斜 しながら立ち上がる。

カマ ドは一部のみ、建物跡北東隅角付近において確認 している。大部

分が調査区外に位置 しているため詳細は不明である。調査区内において

確認されたのは左袖の一部と考えられる高まりのみである。現状では幅が20cm、 長さが80cmで あり、高さは

床面より15cmほ どである。この高まりを覆う堆積土には焼土、炭化物が多く含まれていた。燃焼部や煙道な

どその他の痕跡は確認できなかった。

掘 りかたは、住居跡の一部のみの調査のため現状では、壁際を溝状に掘 り込むものとは異なり、規模の大

きな土坑状の掘り込みをいくつかもつものと考えられる。

遺物は床面を中心に出土 している。土器の総出土重量1,735g、 そのうち 1点 290gを 図化 した。

629は小型の甕である。日縁部は端部を上下に肥厚させるもので、面が形成されている。調整はロクロナ

デのみである。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡は平安時代に位置づけられると考えられるが詳細は不明

である。 (西澤)

S120竪穴住居跡 (第 175～ 179図 )

A区東側、N20W180グ リッドに位置する。北壁に Pit 273・ 274と 、南壁にSK16と、煙道部分に Pit275

と重複 しており、いずれの部分に置いても本遺構の方が古い。東側に S121竪穴住居跡が、南西側に S119

竪穴住居跡が存在する。本住居跡にはカマ ドが付設される。

検出はⅣ層であり、堆積土黒褐色土の広がりによって確認された。この面は直上の I層 により削平されて

いるため、Ⅳ層でも下位に近いと考えられる。

確認された規模は、東壁2.90m、 西壁3.00m、 北壁3.50m、 南壁3.65mで あり、南北と東西の壁の長さが

ほぼ等 しい。 したがって、平面形は南北壁がやや長 く、東西方向にやや長 く、角が丸い長方形状を呈 してい

る。主軸方位はカマ ドの付設される東壁を基準に考えるとN-16° 一Eである。

床面はほば平坦につくられており、全体に黒褐色の粘土が貼られている。現存する壁高は確認面から各壁

際まで約20cmで あり、壁はやや傾斜 しているものの垂直に立ち上がっている。

堆積土は 5層が確認でき、黒褐色 (1・ 2・ 5層 )と 暗褐色 (3・ 4層)の粘質土が自然に堆積している。

南や西からの流れ込みが多いためか、南西部側の堆積土の数が多い。各層とも焼土ブロックと炭化物を多 く

合んでおり、炭化材の出土も多 く確認できることからあるいは焼失住居の可能性があるかもしれない。

掘 りかたをみると、全体的に深 く掘 り込んでいるが、壁際の周囲には溝状にさらに深い。 したがって、床

面中央部が島状に残存しているような状況になっている。この掘 りかたの上に、黒褐色の強い粘性をもち、

地山プロックを多 く合む粘土が充填され床となっている。壁の周囲は掘 りかたに対応 して厚 くなっている。

カマ ドは建物跡東壁のやや南よりの部分に位置している。上部の大半が削平を受けており、下部のみの検

o  (114) 10 cm

第174図  S119出 土遺物

一一一　
〓ミ

―-169-―



NIo   樹種

①

②

クリ

クリ日
３
い
さ

＝

ｄ

③  アカマツ

④  アカマツ

⑤  ケヤキ

⑥  ケヤキ

①  ケヤキ

③  ケヤキ

③   不明

⑩  ケヤキ?

⑪   不明

⑫   不明

⑬   不明

⑭   マツ

⑮   不明

⑩  ケヤキ

⑤   クリ

⑬   不明

01

H=64200m

o       (1:50)

第175図 S120竪穴住居跡

遺構名  層番号   色調   記号  上性  粘性  しまり 特徴

S120   1    黒褐  10yr2/3 粘質土 やや弱 やや弱 黄褐色粘質土ブロック中、炭化物少、浅黄色砂質上ブロック中
2    黒褐  10yr2/3 粘質土  中   中  黄褐色粘質土ブロック少、焼土粒少、炭化物少
3    暗褐  10yr3/3 粘質土  中   中  黄褐色粘質土ブロック少、焼土ブロック多、炭化材、粗砂少
4    暗褐  10yr3/4 砂質土  弱  やや弱 l clll程 度の黄褐色粘質土ブロック少 (砂質他の層に比べ強い)

5    黒褐  10yr3/2 粘質土  中   中  焼土粒少、炭化物少

出となるが、周囲と比較して残存状態は良好である。カマ ド軸の方位は住居主軸方位とほぼ同じである。壁

に対してほぼ直交 していることが窺える。

カマ ド両袖間の幅は最大で80clll、 長さは壁より両袖とも55cm、 高さは床面より最大で21cmで ある。袖は黒

掲色と褐色の粘質土で構成されており、内側が被熱を受けて赤変 している。両袖間の堆積土は 5層に分かれ

る、暗褐色～黒褐色系の粘質土である。そのうち 3層のみは明黄褐色の砂質土であり、カマ ド本体天丼部の

崩落と考えられる。 したがって、これより上層は崩落後の堆積上であり、住居堆積土と共通する質である。

下層は本来のカマ ドの推積土と考えられる。 5層 は赤褐色を呈する焼土層であり、ここが燃焼部であろう。

この燃焼部と考えられる縄囲は両袖内に62× 40clllの規模で楕円形に広がっている。また、袖間、燃焼部の上

には支脚と考えられる直径15cm程度の各礫が 2個並列しておかれている。

ヒ沫プ ヽ蜀

⑮慇肖詳錦④

―-170-―



a'       
‐Cal

H=64200m

o       (1: 50)

遺構名  層番号 記号

第176図  S120掘 りかた

土性  粘性  しまり 特徴

S120掘 りかた 10yr3/1 粘質土 やや強 やや強 黄褐 ブロック (少 。大)を多くまぜる

煙道は東壁より1.30m外側にほぼ直線的に延びる。Ⅳ層を奪Jり 抜いて構築されている。煙道の一部は Pit

275や崩落によって破壊されている。先端に25× 23clllの楕円形のピットが付設され、煙出しとしている。煙

道の深さは壁際で確認面より22cm、 先端の煙出しピット底面で47clllあ り、住居側から煙出しに向かって傾斜

している。堆積土は 4層が確認できる。黒褐色～暗褐色系の堆積土が堆積しており、一部煙道上部の崩壊土

も含まれている。 6層 と8層の境界は崩落のため観察できなかった。カマ ド本体側からの流入が主体となっ

ている。煙道の断面形は下部が広 く上部が狭いやや歪な精円形状を呈する。

そのほか、同時期の可能性が高い施設として SK16が ある。断面をみると同質の層が堆積 しており明確な

判断をもって分層できなかった。同時期に存在 していた可能性があるが、ここでは断面観察の結果を重視 し

て重複と捉え、SK16が新しいと判断している。

遺物はカマ ド周辺など比較的まとまって出土 している。土器のほか、炭化材も比較的多 く認められた。判

明した炭化材の樹種は第175図の通 りである。

出土土器の総重量は4,489gで あり、そのうち10点・ 1,103gを図示 した。

630～ 634は杯であり、そのうち630～ 632は 内面に黒色処理が施される。6301ま 直線的に開く体部をもつ。

内面には細かな放射状と横位のミガキが施される。631は緩やかに立ち上がる体部をもち、端部がわずかに

外反する。内面には放射状と横位のミガキが施されるが、粗雑である。632は体部上位を欠損 しており、詳
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第177図  S120カ マド

細は不明である。033～634は内面に黒色処理が施されない林である。いずれも体部より緩やかとと立ち上がる

形態をもつ。調整は内外面ともロークロ調整のみである。63.5～637は土師器甕であり、636の み調整にロクロ

を使用しない。635の 日縁部は頸部より外反するもので端部が厚く肥1厚 し、やや下方に垂下している。体部

上位には縦位のヘラケズリの痕跡が残る。636は調整にロタロを使用しなし―ヽものでくゃゃ強く外反する日縁

部をもう
.。 口縁部はヨコナデ、内外面ともハケメ調整が施される。637は ロクロ調整登の底部の|みの破片で

ｄ
一

④

旧
Ｈ

♂
一

ｅ
一

I Pit9
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遺構名  層番号 記号 土性  粘性  しまり 特徴

20カ マ ド 黒褐   10yr2/2
黒褐  10yr3/2

明黄褐  10yr6/6

暗褐  10yr3/4

赤掲    2 5yr4/6

黒褐  10yr3/2

暗褐  10yr3/3

黒褐  10yr3/1

暗掲  10yr3/3

暗掲  7 5yr3/3
明赤褐  5yr3/2
黒褐  10yr3/1
褐      10yr4/6

粘質土  中
粘質土  中

砂質土 やや弱

粘質土 やや強

粘質土 やや強

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中
粘質土  中
粘質土 やや強
砂質土 やや強

やや弱 焼土粒少、炭化物少、責褐色粘質土ブロック少 (住居埋土)

弱  焼土ブロック少、炭化材少、黒褐色粘質土ブロック少粒砂含む

強  ケ歩至夙羞魏実弟路露圭警
熱と考えている、黒褐色粘質土ブロッ

中  焼土粒少、炭化物少 (機能時堆積)

中  圭昂娠写う厚旅
まった部分がある、炭化物を少量含む く燃焼部焼

やや弱 黄褐色粘質土ブロック少

やや強 森窪至耳
ツク (大)に粒子状を下層に多く合む 〈煙道天丼崩落後

やや強 黄褐色粒子を中程度合む 〈煙道埋上〉

中  霧呈〒
ロツク (大)を含む、被熱部分が段違いでのこる 〈天丼崩

やや弱 黄褐ブロック (中)を合む、煙土粒子も 〈煙道埋土〉
中  普通の焼土ブロックを多く合む 〈ソデもしくはカマド埋土〉

やや強 黄褐ブロックとの混合土 〈ソデ構成土〉
やや強 内側赤変、黄褐ブロックを少量合む 〈ソデ構成土〉

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

o  (1:4) 10 cm

第178図  S120出土遺物 (1)

ある。内面にヘラナデが、外面には縦位のヘラケズリ痕が残る。638～639は須恵器であり、前者が長頸瓶、

後者が甕である。638は頸部より大きく開き、端部を肥厚させている。頸部以下を欠損 しており、詳細は不

明である。6391ま 大甕の頸部より上位の破片である。日縁部は

厚 く垂下しており、上下端に強くナデが施されている。したがっ

て、日縁端部中位が稜状に突き出る。日径が30cmであり、大形

の甕に属するであろう。640は砥石片である。欠損が多いが片

面にスリ面が残存する。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡は I期 (9

世紀後半)に位置づけられると考えられる。

S121竪穴住居跡 (第 180～ 182図 )

(西澤)

A区西側、N20W170グ リッドに位置する。SB01掘立柱建

物跡と住居跡南西部で重複 し、本遺構の方が新 しい。また、東

o    (1 : 4)   lo cln

S120出上遺物 (2)
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第180図 S121竪穴住居跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S121    1    黒褐  10yr2/2 粘質上 やや弱 やや弱 焼土ブロック少、炭化物少、暗褐色粘土質ブロック少
嗜褐  10yr3/3 粘質土  中  やや強 黄褐色粘上質ブロック少、焼土粒少
褐   10yr4/6 粘質土  中  やや弱 黄褐色粘土質ブロック少

黒褐  10yr2/3 砂質土 やや弱 やや強 焼土ブロック中、黒褐色粘質土ブロック少
黒褐  10yr2/2 粘質土 やや弱  弱
黒褐  10yr2/2 粘質土  中   中  炭化物を多く合み、鍛造剥方も合んでいる

赤褐  2 5yr4/6 粘質土 やや弱  強  赤変部分
暗赤褐  2 5yr3/4 粘質上  弱   弱  暗褐色土ブロックを少量合む

黒褐  10yr2/2 粘質土  中   中  黄褐色ブロック、焼土粒を合む

暗褐  10yr3/3 粘質土  弱   中  黄褐ブロックを多 く合む

暗褐  10yr3/3 粘質土  中  やや強
黒褐  10yr3/1 粘質土  中  やや弱 焼土粒を少量合む

黒褐  10yr3/1 粘質土  中   中  黄褐ブロックを多く合む
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第181図 S121掘 りかた

壁と調査区の境界付近には現代の耕作によると考えられるカクランにより破壊されている。東側 5mに S122

竪穴住居跡が、西 5mに S123竪穴住居跡が存在する。付属する施設として、 ピットが 3基床面に、炉が 1

基、焼土が 1カ 所東壁に残存 している。住居跡北側は調査区外であるため未検出であり、 したがって完掘し

ていない。

検出はⅣ層であるが、この層の直上にはⅢ層があり削平されていると考えられる。そのため本来の掘 り込

み面がⅣ層であるかは判断できない。

規模は、南壁が 4m、 西壁 。東壁が現状でそれぞれ、2.50m、 3mである。平面形は完掘 していないため

全容は不明であるが、現状で見る限り、東西の辺が異なる長さの台形状を呈 していると考えられる。隅角部

分は明瞭には屈曲せずある程度の九みを帯びている。主軸方位は東壁を基準にするとN-2° 一Eである。

床面は中央部付近で若千高まるがほぼ平坦に構築されている。全面にやや硬化しており、黄褐色のブロッ

クの混合 した黒褐色粘土が広がっており、貼床と判断している。床面までの深さは、確認面からそれぞれ西

壁側で19cm、 南壁側で17cm、 東壁側で13cmで ある。現状ではほば垂直に立ち上がっている。

堆積土は 3層が確認できる。黒褐色系の粘質土であり、全体的に締まりにかける。堆積状況をみると自然

堆積と考えられる。

掘りかたは床面全面をやや深 く掘 り込んでいるが、とくに壁の周囲を溝状に掘 り込んでいるのが目立つ。

したがって、貼床もこの壁の周囲部分に比較的厚 く施されている。

カマ ドは明確には確認できなかったが、北東部分に現状で70× 60cm、 深さが 9 cmの 楕円形状範囲に焼土が

広がっており、これが燃焼部の可能性がある。 したがって、カマ ドは削平されているか破壊されていると考

掲ブロック内を多く含む
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第182図  S121出 土遺物

えられ、また少なくとも1カ所は東壁にカマ ドが付設 していたと考えられる。北側の調査区外に存在する可

能性も考えられる。

他の施設としてピットが 3基、炉と考えられる焼土が 1基確認される。ピット1は床面中央部よりやや南

に位置し、55× 60clllの精円形状を呈する。床面からの深さは19cmで あり、黒褐色の粘質土が 1層堆積 してい

る。ピット2は ピット1の 北西に位置 し、45× 40cmの楕円形状を呈する。床面からの深さは13cmで あり、黒

褐色の粘質土が堆積 している。ピット3は南東隅に位置し、 1× lm程の円形を呈する。深さは床面より30

cmで あり、 3つの層の堆積が確認できる。黒褐色 (1層)と暗褐色 (2・ 3層 )の粘質土であり、自然に堆

積していると考えられる。

炉は床面中央部に位置する。住居跡完掘時点においては確認できなかったが、貼床を除去 した段階で検出

した。このため、貼床の下位に存在していた可能性もあるが、断面を観察するとこの部分だけ住居堆積土を

掘り残 していたと思われる。 したがって、本来は床面に備わっていた炉であると考えられる。32× 17cmの 楕

円形状を呈 し、深さは床面より10clll程度と浅 く小さい規模である。浅い窪みの周囲に焼土がまわることから

なんらかの焼成を行っていると考えられるため炉と判断している。炉内の堆積土は 2つの層が確認でき、上

位に黒褐色の粘質土、下位に赤褐色の砂質土が堆積している。この下位層はあるいは使用面かもしれない。

1層は堅 く締まり、炭化物、鍛造剥片・粒状滓なども含まれていた。 したがって、鉄生産関連の炉 (鍛冶炉)

であると考えられる (第Ⅲ章を参照)。
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遺物は土器を中心に出土 しており、総重量3,986g、 そのうち12点、1,093gを図化 した。

641～ 6451ま 杯であり、このうち641・ 643・ 644に は内面に黒色処理が施される。641は 日径が18cm、 器高が

6.5cmであり、通有の形態の杯よりも一回り大きい。体部の形状 も内湾 しながら立ち上がり、日縁部がやや

外側に開いている。底部側縁にはやや強 くナデが施されているため、底部がやや突き出る。内面にはミガキ

が施されるが、粗雑である。643は 内湾する体部をもち、日縁部がわずかに外反する。日径が13cmで あり小

さい。644は緩やかに立ち上がる体部をもつ。内面にはミガキが施されているが磨滅が激 しい。645は 内面に

黒色処理が施されない。底部からゆるやかに立ち上がる体部をもつ。646は高台杯であり、底部の一部が欠

損している。大きく開く体部をもち、日縁部がやや内湾 している。高台は大きく「ハ」字状に開く。内外面

ともロクロ調整が施され、内面には黒色処理が施されない。647～ 651は いずれもロクロ調整の甕である。底

部を欠損するもののみであり、形状は不明である。日縁部の形態をみると650と 651は類似するが、それ以外

は多様である。647は緩やかに外反する日縁部であり、端部がやや厚 く形成される。6481ま 頸部より外反 し、

a

0      (1:50)      2m
|

第183図 S肥2竪穴住居跡
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第184図 S22掘 りかた

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S122   1    黒褐  10yr2/3 粘質土 やや強  中  黄褐色粘質土ブロック少、炭化物少
2    黒褐  10yr2/3 粘質土 やや弱  中  黄褐色粘質土ブロック中、炭化物少、Llよ りしまり弱い

3    黒褐  10yr2/2 粘質土 やや弱 やや弱
S122掘 りかた  1    褐灰  10yr4/1 粘質土 やや強 やや強 黄褐プロック、黒褐ブロックを多く混合する。
ピット02  2    黒褐  10yr3/1 粘質土  中  やや強 黄褐ブロック (中)を少し中量含む

端部に向けて内湾する。日縁部の断面は三角形状を呈する。649は短 く外反する日縁部をもち、端部に面が

形成される。650。 651は外反する日縁部をもち、端部が上下に肥厚 している。強 くナデが施されるため端面

が窪んでいる。652は縄文土器の破片であるが、混入と考えられる。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡は1期 (9世紀後半)に位置づけられる。 (西D

S122竪穴住居跡 (第 183～ 186)

A区西端、N20W160グ リッドに位置する。SK87と住居跡北西隅角で重複 し、本住居跡の方が新 しい。
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また西壁の一部が現代のカクランにより破壊されている。カクランの深さが浅かったため壁の下位は残存 し

ている。】ヒ側30clllの ところには S123竪穴住居跡が位置する。本住居跡にはカマ ド、 ピット2基が付設され

ている。

検出はⅣ層下位で、黒褐色堆積土の広がりをもって確認 した。

規模は東壁が3.10m、 南壁が2.65m、 西壁が3.05m、 北壁が2,75mで あり、おおよそ方形を基調としてい
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

黒褐
黒褐
暗褐
黒褐
黒褐
褐

極暗赤褐
暗赤褐
暗褐

にぶい黄褐
黒褐

10yr2/3
10yr2/3
10yr3/3
10yr2/3
10yr2/2
10yr4/4
5yr2/3

2 5yr3/4

10yr3/3
10yr4/3
10yr3/1
10yr2/2
10yr3/1

砂質土
砂質土

粘質土

粘質土

粘質土

砂質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘性  しまり

やや弱 やや弱
やや弱 やや弱

中  やや強
中   中
中   中

やや弱  中
中  やや強

やや弱 やや強
中  やや強

やや強 やや強
中   中
中  やや弱
中  やや弱

褐粘質土ブロック少、焼土粒少、灰少

黄褐粘質土ブロック多 (煙道天丼崩落)

黄褐粘質土ブロック少

焼土粒中 (使用面)

固い焼土ブロックを多量を合む

焼土

黄褐ブロック (中～大)を多く合む
黄褐ブロックを多く合む

黄褐ブロック (大)を合む

黄褐色粒、炭化物を合む
炭化物を多く合む

ピット1

ピット2

る。隅角部分は丸みを帯びているものの比較的直角に曲がっている。住居の主軸方位はカマ ドが付設される

東壁を基準に考えると、N-22° 一Eである。

床面はほぼ平坦に構築されており、全体的に掲灰色粘土と黄褐色ブロックの混合土を貼って床としている。

したがって、堆積土よりもやや堅 く締まっている。床面までの深さは、確認面より15～20cmで あり、壁は比

較的垂直に立ち上がっている。底面積は約8,4言である。

堆積土は 3つの層に大別できる。いずれも黒褐色を呈する粘質土であり、Ⅳ層を起涼とするであろうブロッ

クを合んでいる。断面の状況を判断する限り、自然に堆積したと考えられる。

掘りかたは、全体的に掘り込まれているが、とくに四周の壁沿いに溝状に深 く掘 り込まれている。中央部

分もある程度掘 り込みが行われているが浅い。

カマ ドは東壁やや南よりに設置されている。上半は削平されており、下部のみの検出となる。袖、燃焼部、

煙道、煙出しピットが付属している。

カマ ドの方位は住居の軸とほぼ同じであることから1辺に対 して直交 して付設されている。左右両袖間の

幅は最大で98cm、 長さは右袖が70cm、 左袖が75cm残存している。右袖は 4層が確認でき、黒褐色系の粘質土

で構成されている。左袖も4層が確認でき、暗褐色、黄褐色土の粘質土で構成されている。左右の袖で構成

土が異なっており、構築方法が他とは異なるか、補修が行われているかもしれない。両袖間の堆積土は 2層

が確認できる。いずれも黒褐色の砂質土である。下位には赤褐色の焼土層があり、この上面が燃焼面 (使用

面)であると考えられる。燃焼部の範囲は、両袖内に32× 35clllの楕円形状に広がっている。

煙道は東壁より東に1.55mの 長さでほぼ直線に延びている。住居際から55clllの範囲では煙道上部が崩落し

ているが、基本的にはV層を割 り抜いて煙道としている。先端に33× 34cmの 規模の煙出しピットが付設され

ている。煙道の深さは住居壁際で確認面より12cm、 先端の煙出しピット部分で52clllで ある。 したがって、住

居壁際より、先端に向けて強 く傾斜 している。煙道部の堆積土は 5つ の層が確認できる。黒褐色粘質土と褐

色砂質土に大別でき、後者 1ま最下位に堆積している。煙出しピット部分は 2層に分層でき、いずれも黒褐色

粘質土が堆積 している。断面を観察すると、これらの箇所にはカマ ド本体側と煙出しピットからと二方向か

ら堆積上が流入 していると考えられる。煙道の断面形はやや扁平な円形を呈する。

その他の施設としてピットが 2基床面上に確認できる。ピット1は住居跡南東隅、カマ ドに隣接して構築

されている。規模 。平面形は43× 40cmの 楕円形を呈 し、深さは床面から19cmで ある。堆積土は 2層 に区分で

き、いずれも黒褐色の粘質土が堆積 している。炭化物が含まれることやその位置から考えると貯蔵ピットで

ある可能性が高い。

ピット2は ピット1か ら約 lm南側、住居南壁に接して構築されている。平面形・規模は50× 48cmの精円

形状を呈する。深さは床面より13clllで あり、焼土ブロックが少量含まれる黒褐色粘質土が堆積している。
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出土遺物は、土器が中心に出土 し、総

重量 1,381g、 そのうち 4点、586gの 土

器を図示 した。

653～ 655は杯形土器であり、653・ 654

は土師器であり、内面に黒色処理が施 さ

れる。655は須恵器である。653は 内湾気

味に立ち上がる体部をもち、日縁部に強

くナデが施されるため端部がやや外反す
   反

頭
冠Ξ∃巨三Fテ7「

る。調整は内面にミガキの痕跡が確認で

内湾きる。654は 日縁部を欠損するが、
o  (1:4) lo cm

気味に立ち上がる体部をもつと思われる。

内面には黒色処理が施され、 ミガキの痕
第186図 S122出土遺物

跡が残る。655は 大きく開く体部をもち、日縁端部がやや外反する。胎土は緻密であり、焼成は良好堅緻で

ある。656は ロクロ調整の甕であり、底部を欠損 している。日縁部の形態は、頸部より短 く外反 し、いった

ん角度を変えて内湾する。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡は I期 (9世紀後半)に位置づけられる。 (西澤)

S123竪穴住居跡 (第 187・ 188図 )

A区西端、N20W165グ リッドに位置する。付近には、南50cmの 場所に S122竪穴住居跡が位置 している。

本遺構は大部分が調査区外に位置するため完掘 しておらず、 したがって、詳細は不明の部分が多い。ピット

が 1基付設される。

住居方位は調査 した範囲が少なく判断できない。検出はV層であり、黒褐色の広がりをもって確認してい

る。現状でも規模は、南壁が1.50m、 西壁が0.80mで あり、おそらく住居南東コーナー部分であると予想さ

れる。堆積土は 3層に区分できる。いずれも黒褐色の粘質土であり、 2・ 3層 は焼土ブロックが多量に含ま

れている。これらは、あまりにも狭小の範囲の調査であるため断定できないが、カマ ドの袖あるいは袖間の

堆積土である可能性が高い。この付近には甕類の出

土が多 く認められた。調査を行った範囲では床面は

ほぼ平坦であり、壁は緩やかに傾斜 して立ち上がっ

ている。床面までの深さは、確認面より20clllで ある。

掘 りかたは断ち割 りを行っていないため確認 して

いない。

ピット1は建物跡南東隅に構築されている。75×

55cmの楕円形状を呈 し、深さは床面より10cmで ある。

黒褐色の粘質土が 1層堆積している。カマ ドが東壁

側に設置されていると予想されることから、このピッ

トは貯蔵ピットである可能性が高い。

遺物は土器が中心であり、カマ ドと考えられる東

壁周辺の出土が多い。総重量1,812g出 土 し、その

日
８
∞
毬い０

H=64100m

0     (1:50)    2m

第187図 S123竪穴住居跡
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遺構名  層番号 土性  粘性  しまり 特徴

S123 強

　

弱

や
中

や

や

　

や

中

中

中

褐
褐
褐

暗
暗
黒

10yr3/3 粘質土
10yr3/3  粘質土
10yr2/2 粘質土

焼土ブロック多
黄褐色土プロック (少)、 焼土ブロック (大)を含む

焼土粒子、黄褐色粒子合む

Ｆ

　「

Jil〒

ゴ,杵

o     (1 : 4)    10 clll

第138図 S123出土遺物

うち 9点、1,451gを 図化した。

657は 内面に黒色処理が施されない杯である。日径は小さいが直線的に開 く体部をもつ。調整は内外面 と

もロクロ調整のみである。色調は橙色を呈する。

658～ 665は 甕形土器であり、いずれもロクロ調整である。658・ 659は 日径が14clll前後の小型品に属する。

658は胴部が脹 らみ、中位付近に最大径をもつ。日縁部は外反 し、端部を肥厚させるものである。659は 直線

的な胴部をもち、日縁部は外反 し、端部を丸 くおさめる。661は 日径が16.6cmと やや大きいが全体的には小
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第189図 S124竪穴住居跡

「

o      (1:50)     2m

遺構名  層番号

第190区  S124掘 りかた

土性  粘性  しまり 特徴

暗褐  10yr3/3 粘質土

黒褐  10yr2/2 粘質土

黒褐  10yr2/2 粘質土

黒褐  10yr2/2 粘質土

明黄褐  10yr7/6 粘質土

黄褐色粘質土ブロック少、
る、焼土粒少、炭化物少
黄褐色粘質土ブロック少、
黄褐色粘質土プロック少
黄褐色粘質主ブロック中、
ク少
黒褐色粘質土ブロック中

白色微粒子少 (か なり粗)に合まれ

焼土ブロック少、炭化物少

焼土ブロック少、黒色粘質土ブロッ

弱

中

や
中

中

や

中

中

中

中

S124掘 りかた

型品に属する。日縁部は端部がわずかに内湾する。胴部は直線的に伸びる。660・ 662は 日縁部は短 く外反し、

端部をわずかに肥厚させるもので、端部の外側には強いナデが施されるためわずかに窪む。胴部の形状はい

ずれも中位付近より脹 らみはじめるものである。664は底部破片である。磨滅のため調整は不明である。底

面中央には網代痕が残る。663は直線的な胴部をもつ。日縁部の形状は短 く外反 し、端部が上下に肥厚する

もので、端部外側には 2箇所のナデが施される。体部には幅の狭いロクロナデが施されている。665は頸部

より外反 し、上方に鋭 く屈曲する日縁部をもつ。体部はわずかに脹らんでいる。底部は欠損のため不明であ

る。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡はI期 (9世紀後半)に位置づけられる。      (西 澤)
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S124竪穴住居跡 (第 189～ 191図 )

C区南部、N170E Oグ リッドに位置する。

付近に1ま 南lRJに Pit 378、 西IRJ Iこ Pit 354、 】ヒIRJ

に Pit 357な どが位置 している。調査区境に位

置しているため、建物跡南西部のみの調査とな

り、大部分は調査区外に広がっている。そのた

め、本遺構は完掘 しておらず、詳細は不明であ

る。

検出は、V層面であるが、 C区はその直上が

現代耕作土である I層であるため、検出したV

層自体も削平を受けていると予想される。現状

での規模は、西壁が290m、 南壁が1.40mで あ

り、いずれも一部のみのため規模全体の予想も

つかない。また、平面形も南西隅角部分をみる

と、方形基調であることに違いないであろう。

住居方位は、西壁を基準とすると、N-15° 一

Wに 向いている。

堆積土は 4層 に区分できる。いずれも黒褐色

の粘質土であるが、締まり程度や混合物の違い

で区分される。 1層には灰白色火山灰の粒子が
第191図  S124出 土遺物

含まれているのが特徴である。堆積状況を考えると自然堆積の可能性が高い。

床面は中央部が若千高 く、壁際が低 くなっているが、その高低差は 5 cmほ どであり平坦に近いと言える。

床面のほば全面には、締まり、粘性とも強い黒褐色と黄褐色の混合土が広がっており、床面としている。床

面の深さは、検出面から23～30cmで あり、壁は垂直に近い傾斜で立ち上がっている。ただし、西壁側の一部

はやや緩やかな傾斜で立ち上がる部分もある。

掘 りかたは、床面全体を掘り込んでいるものの、中央部が浅 く、周囲が深くなっている。全体の一部のみ

の調査のため詳細は不明であるが、この点を考慮すると、他の建物跡と同様に、壁際に溝状に掘 り込んでい

るのかもしれない。この場合、ここではそれが全周 しないことになる。

カマ ド等の施設は調査区内では確認 していない。

遺物は堆積土中から土器が出土 している。総重量1,912、 そのうち 6点、539gを 図示 した。

666～ 669は杯であり、666・ 667は土師器、668・ 669は須恵器である。前者は緩やかな体部をもつ。666は

底部を欠損 しているが、667は底部側縁に強いナデが施されてやや窪んでいる。いずれも内面に黒色処理、

ミガキが施されている。668は やや広めの底部からほぼ直線的に立ち上がる体部をもつ。6691ま 667と 同様底

部側縁がやや窪む体部をもつ。670は土師器高台杯である。「ハJ字状に開く短い高台がつく。杯部は緩やか

に立ち上がる体部をもち、内面に黒色処理が施される。671は体部上位を欠損 しているため、器種は不明で

あるが、残存部の形状から鉢形土器と考えられる。調整はロクロを基本としているが、外面にはハケメの痕

跡が若千残る。底部側縁にはヘラケズリが施されている。内面には、黒色処理、横位のミガキが施されてい

る。

671
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以上、遺構の特徴及び出土遺物から

本竪穴住居跡は I期 (9世紀後半)に

位置づけられる。 (西澤)

S125竪穴住居跡 (第 192～ 195図 )

C区南部、N190E Oグ リッ ドに位

置する。北側 4mに S126竪穴住居跡

が位置する。煙道の一部に Pit 330と 、

南東隅角に Pit 338と 重複 しており、

いずれも本遺構の方が古い。カマ ド、

ピットが付属 している。

検出はV層であり、黒褐色土の広が

りをもって確認した。

確認された規模は、東壁が約2.80m、

南壁が約1.80m、 西壁が2.30m、 北壁

が1,90mであり、北 。南壁がやや短 く、

東西の長さも不揃いである。 したがっ

て、平面形はやや歪な台形状を呈 して

いる。隅角部分の角度も不揃いである

が、直角に曲がるものはなく、丸みを

帯びながら屈曲する。主軸方位は、カ

マ ドの付設される東壁を基準とすると、

N-3° 一Wであり、ほば北に向いて

いる。

堆積土は 3つの層が確認できる。い

ずれも暗褐色～黒褐色を呈する粘質土

であり、自然堆積と考えられる。全体

的に締まりにかけ、V層起源と考えら

れる責褐色ブロックを合んでいる。

床面は、中央部にむけて非常に緩や

かに傾斜 している。現状での壁高は、

確認面から東壁が16cm、 南壁が18cm、

西壁が15cm、 北壁が 8 cmで あり、北側

がやや多 く削平されている。壁の立ち

上がりは、垂直に近いもののやや傾斜

a

a'    
。

|

H=63900m

o      (1:50)      2m

第192図 S125竪穴住居跡

第193図 S125掘 りんヽた

_tll

iF:|!‖ lm

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S125   1    暗褐  10yr3/3 粘質土  中   中  黄褐色粘質土ブロック少、焼土粒少、炭化物少
2    黒褐  10yr2/2 粘質土 やや弱 やや弱 黄褐色粘質土ブロック少 (1よ りやや少)

3    黒褐  10yr2/3 粘質土 やや弱 やや弱 (1よ りしまる)

S125掘 りかた  1    黒褐  10yr3/2 粘質土  中   強  黄褐粘質土プロック (貼床)
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a

遺構名  層番号 色調   記号  土性

d'

石の掘りかた?

d

第194図  S25カ マ ド

粘性 しまり 特徴

_OI

O      (1:50)     2m

ｄ
一

a

d'

H=63800m

nl

S125カ マ ド 黒褐  10yr2/3 粘質土
暗褐  10yr3/3 粘質土
褐   10yr4/4 粘質土

明赤褐色 25yr5/8 粘質土
黒褐  10yr3/2 粘質土
黒褐  10yr2/2 粘質土

中   中
中  やや弱
中   中
中  やや弱
中  やや強

やや弱 やや弱

黄褐色粘質土ブロック少、焼土粒少、炭化物少
黄褐色粘質土ブロック少、焼土ブロック少
暗渇色粘質土ブロック少
焼土
住居 貼床
黄褐粘質土ブロック少pit01

第195図 S125出土遺物
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して立ち上がっている。

掘りかたは、他の住居跡とは異なり中央部のみに掘り込みが行われている。 したがって、貼床と考えられ

る、黒褐色と黄褐色土の混合土は厚さ10cmほ どで床面中央部分にのみに施されている。

カマ ドは住居東壁の中央やや南よりの位置に付設されており、東壁とほぼ直交する。袖は確認できず、煙

道、煙出しピット、燃焼部を確認 している。

袖は両方とも確認できないが、床面に24× 20cm、 深さ 5 cm程の精円形状の掘 り込みが穿たれており、燃焼

部の位置を考慮すると礫が存在 していた掘 りかたであると思われる。 したがって、このカマ ドは少なくとも

礫を芯材とするか、石組みの袖で構成されていた予想される。廃絶以降のいずれかの時期に礫が除去された

ため、袖が残存 していなかったと考えられる。燃焼部と考えられる焼土はこの掘 りかたの北側に31× 39cmの

規模で楕円形状に広がっている。カマ ド本体の位置もこれからおおよその推定ができる。焼上の厚さは 5 cm

程度であり、貼床を掘り込んでいるため、焼土上面つまり使用面は床面とほぼ同一の高さとなっている。

煙道は、東壁より東へ1.23m延 び、先端に直径40clllの 円形のピットが付設され、煙出しとしている。一部

Pit 359に よって破壊されている。壁際の深さは確認面より5 cm、 煙出しピット側で確認面より25cmで あり、

煙出しに向かって緩やかに傾斜 している。煙道上部は壁際より65clllの 部分まで崩落 しているが、一部 トンネ

ル状に残存しているため、本来はV層を参Uり 抜いて煙道が構築されていたと考えられる。

煙道の堆積土は 3層が確認でき、褐色、暗褐色、黒褐色の粘質土が堆積 している。堆積状況からは、初期

には住居側から流入するもの (2・ 3層)が主体となること、その後に煙出しピット部分が埋まっていく状

況が読みとれる。煙道断面のV層 (地山)の厚さは 3 cm程度であり、このことからも本遺構は大部分が削平

されていることがわかる。

その他の施設としてピットが 1基確認される。床面南東隅に位置するもので、42× 40clllの楕円形状を呈 し

ている。深さは床面より24clllで ある。黒褐色の粘質土が堆積している。カマ ドとの位置関係から貯蔵ピット

と考えられる。

遺物は土器が総重量1,094g出上 している。そのうち、 3点 。287gの 土器を図示 している。

672～ 673は杯であり、内面に黒色処理が施されない。両者とも緩やかに内湾する体部をもち、底部側縁に

強いナデによる窪みを有する。 ロクロロも比較的細かい調整が施されている。674は 土師器甕であり、体部

下半以下を欠損 している。日縁部の形状は頸部より短 く開き、端部が上方へ引き出されている。断面の形状

は三角形状を呈 している。体部内外面ともロクロ調整が施される。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡はⅡ期 (9世紀末～10世紀前葉)に位置づけられる。

(小針・西澤)

S126竪穴住居跡 (第 196～203図)

C区 中央部、N200E Oグ リッドに位置する。北 8mに S133竪穴住居跡、南 5mに S125竪穴住居跡が位

置する。また、下層には S126B住居跡が存在する。本遺構の東西は調査区外へ広がっているため、完掘 し

ておらず、規模等の詳細も不明であるが、内容についてはある程度判明している。本住居跡にはカマ ド、ピッ

ト、焼土が付属する。

検出はV層で行っているが、直上は I層であるためその多くが削平されており、 したがって、本来の掘り

込み面がこの層に相当するかは判断できない。また、本遺構が存在する範囲は調査前にはある 1区画の田面

であり、周囲の田面と高低差があり、一段低 くなっていた。そのため、周囲の遺構と同様にV層の検出であ
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るが10cmほ ど他よりも検出面が低 くなっている。

確認された規模は、北壁が5.25m、 西壁が1.20m、 南壁が5.50mで あり、南北壁間の長さは 7mで ある。

北西で 1カ 所確認される隅角部分やほぼ平行する南北壁などから考えると正方形や長方形などの方形を基調

とする平面形が推定できよう。つまり、ほぼ 7m四方の方形を基調とする住居跡に復元できる。床面の深さ

は確認面より20cm前後である。主軸方位はどの壁 も完掘 していないため正確には不明であるが、仮に北壁と

直交する線を主軸方位と捉えるとN-4° 一Wと なる。

床面は、ほば平坦であるが、南部付近ではゆるやかな凹凸がある。また、黄褐色粘質土の高まりが北東部

に認められ、均質な土質であったため本来のものと判断したが、あるいは堆積土もしくは貼床の一部かもし

れない。調査時点では、中央部分に黒褐色の広がり (下層住居跡のプラン)が確認されているが、これは掘

りすぎのためである。断面図の堆積状況からみると、基本的には床面全体に貼床が施されていると判断して

いる。壁の形状は、浅いため正確ではないが、現状ではほぼ垂直に近 く立ち上がっている。

堆積土は、 2層 に区分できる。中央部分には I層が深 くまで及んでおり、削平を多 く受けていることが判

断できる。 1層は黒褐色の粘質土、 2層は黄褐色の粘質土であり、壁の崩落であろう。削平されているため

ほとんどが I層で占められており、自然か人為堆積かは判断できない。

掘 りかたは、壁際に沿って周囲を溝状に大きく掘 り込むことを基本にしており、それに加えて土坑状の掘

り込みがいくつか認められる。中央の下層住居跡の上部にも掘 り込みが行われていると思われるが、貼床除

去と同時に下層住居跡の調査を行っているため図示できなかった。断面から判断すると、下層建物跡の上部

は人為で埋め戻すことを基本にして、床面の調整を行っているが、いくつかは土坑状の掘 り込みも行ってい

るようである。その後黄褐色と黒褐色の混合土である貼床を全面に施 して床面を構築 している。

カマ ドは 2基 とも北壁に設置されている。袖 (カ マ ド本体)の残存状態から新旧の二時期のものと判断し

ている。新期カマ ドは北壁のやや東よりに設置されている。上部の大半が削平されており、下部のみの検出

となる。袖、燃焼部、煙道、煙出しピットから構成されている。カマ ドの方位は北壁とほぼ直交するものの、

やや東側に傾いている。

確認された両袖間の幅は最大で80clll、 長さは右袖が70cm、 左袖が1.05mである。高さは床面か ら12clllで あ

る。袖は黒褐色系の粘質土で構成される。芯材等は確認できない。両袖間の堆積土は 3層が確認できる。 1

層は褐色系の粘質土であり、やや強 く締まっていることから、天丼部の崩落土である可能性が高い。 3・ 6

層は暗赤褐色土を呈 しており、焼土を多 く含んでいる。最終的な使用面の可能性がある。 6層は黒褐色粘質

土であり、下層に古い使用面と考えられる焼土層 (7層)が存在する。範囲は65× 25cmの 規模で細長い楕円

形状を呈 し、両袖間内に広がっている。焼土層の厚さは 3 cmほ どで貼床である10層を掘 り込んでいる。

煙道は北壁より北へ2.15m延 び、先端に60× 45cmの 精円形状を呈するピットが付設され、煙出しとしてい

る。また、北壁より70cmほ どは天丼部が崩落 しているが、それより北側については、V層を トンネル状に参1

り抜いた部分が残存 している。深さは、壁際で確認面より15cm、 煙出しピットの底面では50clllで あり、先端

に向かって緩やかに下がりながら傾斜 している。堆積土は 4層が確認できる。褐色～黒褐色を呈する粘質土

であり、建物跡側と煙出しピット側の 2方向からの流入が認められ、そのうち前者が主体となっている。煙

道の断面形は、直径20clllの 円形を呈するものが基本であろう。

旧期カマ ドも北壁に設置されるが、ほば中央部分に設置されている。方位は新期カマ ドとほぼ同方向であ

り、北壁とは10° 斜行している。カマ ド本体はおそらく造り替えによって残存しておらず、煙道、煙出しピッ

トのみの検出となる。新期カマ ドとの間に焼土が広がっているが、あるいは旧期に伴うかも知れない。煙道
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S126カ マ ド  1
2

3

4

5

6

7

層番号   色調   記 土性  粘性  しまり 特徴

褐灰  10yr4/1 粘質土 やや強  中  責褐ブロック粒子を多く合む、焼土粒、
黒褐  10yr3/1 粘質土  中  やや強 焼土ブロックを少量含む

化物も合む

黒褐  10yr2/3 粘質土  中   中  焼土ブロック (小)を
黒褐  10yr3/2 粘質土 やや強  中  黄褐ブロック (中)を含む

黒褐  10yr2/3 粘質土 やや弱  中  黄褐ブロック (少 )、 焼土粒少、炭化物少
黒褐  10yr2/2 粘質土 やや強 やや強 炭化物を合んでいる

明赤褐  2 5yr5/8 粘質土 やや弱  強  (赤変はげしい)

暗赤褐  2 5yr3/6 粘質土  中   中  (焼± 7よ り赤変が弱い) 暗褐粘質土ブロック中合む

暗褐  10yr3/4 粘質土  中  やや強 カマ ド袖、責褐粘質土ブ中、焼土ブロック中
黒褐  10yr3/2 粘質土  中  やや強 住居貼床、黄褐色ブロックとの混合土。 (住居賠床)

の長さは壁際より1.70mであり、先端に40× 30cnの楕円形状を呈するピットが付設され、煙出しとしている。

V層を トンネル状に奪Jり 抜いて構築され、深さは、壁際で確認面から18cm、 煙出しピットの底面で75cmで あ

り、先端に向けて急傾斜で下がっている。堆積土は 3層が確認できる。いずれも褐色～黒褐色を呈する粘質

土であり、 2層 には投げ込みと思われる直径10～ 20clllの 円礫が含まれていた。

そのほか付属する施設として、ピットが10基、土坑が 1基確認できる。ピット1は床面の南西に位置し、

西側の一部が調査区外へ広がっている。現状では70X55clllの半楕円形状を呈する。深さは床面より35clllで あ

り、 2層の堆積土が確認できる。ピット2は ピット1の東に位置し、ピット3と 重複 しており、ピット2の

方が新 しい。規模は1.20m× 1.30mの台形状を呈す大型の土坑状の掘 り込みである。深さは床面から20clllで

あり、 4層の堆積土が確認できる。黒褐色の粘質土を基本に堆積しているが、 4層がにぶい黄褐色を呈し、

床面の一部が崩落し流入 したと考えられる。底面はやや凹凸が認められ、37× 20cmの ピット状の掘り込みと、

30× 25clllの大きさの焼土が確認できる。これらから何らかの焼成を伴った施設であると推定できるが、詳細

は不明である。ピット3は ピット2と 重複している。ピット2よ り古いため、全体の規模は不切であるが、

直径45cm程度の楕円形を呈すると予想される。深さは15cmで ある。 ピット4は ピット1の北側2.5mに位置

し、西側の一部が調査区外へ広がっているため、完掘していない。現状での規模は65× 60cmで あり、深さは

床面より20clllで ある。堆積土は黒褐色の粘質± 2層 に区分できる。ピット5は床面南東部分に位置し、ピッ

ト6・ 10が付近に存在する。また、焼土がいくつか周辺に認められる。45× 40cmの楕円形状を呈 し、深さは

床面より37cmで ある。堆積土は 3層 に区分できる。ピット6は ピット5の東に位置 し、東側の一部が調査区

外へ広がっているため完掘 していない。現状での規模は88× 28cmの半円形を呈する。深さは、床面から27cm

であり、焼土ブロックを多 く含む黒褐色の粘質土が堆積している。 ピット7は、床面北西部に位置 し、近接

してピット8が位置 している。75× 55clllの精円形状を呈 し、深さは55cmで ある。断面を観察すると、柱痕跡

が確認され柱穴であると判断できる。ピット8は、75× 52cmの楕円形状を呈し、深さは12cmで ある。底面に

は直径20clllの 円形の窪みが認められ、あるいは柱痕跡かもしれない。ピット9は、床面北東隅に位置し、東

側の一部が調査区外へ広がっている。現状での規模は95× 75cmの半楕円形状を呈する。深さは床面より45clll

である。堆積土は、 3層が確認でき、黒褐色系の粘質土が堆積 している。各層には焼土粒子や炭化物を多く

合み、とくに 2・ 3層からは多量の須恵器・甕破片を包合 している。新期カマ ドとの位置関係も含めて考え

ると、これに伴う貯蔵ピットであろう。ピット10は 、ピット5の南に位置し、直径50clllの 円形状を呈する。

深さは床面より20clllで あり、黒褐色の粘質± 2層が堆積 している。

土坑 ?は、建物跡南壁に付設されている。重複とも考えられるが、平・断面からでは明確に区別すること

が出来なかった。本遺跡においてはこのような状況がいくつも認められたことから、偶然に重複と捉えるよ

り、平 。断面の観察結果を重視 して、同時期に存在 していたと判断している。規模は、長軸が1.64m、 短軸

が67cmで あり、半楕円形状を呈している。長軸は南壁とほば対応 しており、南壁に平行 して付設されている。

深さは確認面より25clllで あり、建物跡床面よりは若千高い。また底面中央部には25cm× 25clllの 規模で焼土が

８

９

１０

―-192-―



|ヽ

01

0 (1: 25) lm

第199図 S126旧 カマ ド

遺,騰名  層番号   色調   記号  土性  粘性 しまり 特徴
S126旧カマド  1   黒謁  10yr2/2 4Fg土   中  中

2    暗褐  10yr3/3 粘質土  中  やや弱 黄褐ブ少、煙土粒少
3    褐   10yr4/4 粘質土 やや弱  弱  黄褐ブ中、煙土粒少、粗砂多

広がっている。

このほか床面にはとくに南東部には焼上のひろがりが 4カ所確認できる。明確な掘 り込みは認められない

が、ある程度締まっており、原位置を保 っていると考えている。

遺物は S126下 も合あて総重量50,570gが出土 しており、そのうち96点・ 9,810.07gを 図化 した。

676～ 600は 内面に黒色処理が施される杯、695～ 704は内面に黒色処理が施されない杯、705～708が須意器

杯である。

675は 内外面ともに黒色処理が施される杯である。緩やかに立ち上がる体部をもち、大きく開く日縁部を

もつ。口縁部にはやや強いナデが施されている。調整は内外面ともにミガキであり、外面には横位の、内面

には放射状と横位の方向に施される。底部はやや丸みを帯びている。内面に黒色処理が施される、いわゆる

D
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土師器杯はいずれも緩やかに立ち上がる体部をもつもと内湾気味に立ち上がる体部をものの 2者に分けられ

る。後者には685・ 688な どがあり、前者にはそれ以外が含まれる。そのうち689～691に ついては口縁部等が

欠損しているため分類は不明である。底部側縁にヘラケズリによる再調整が施される例が確認できる (681・

685)が、多 くが外面調整はロクロ調整のみである。磨滅のため観察不能のものが六ゝ くまれるものの、いず

れも内面には見込み付近の放射状 ミガキと体部内面の横位方向のミガキ調整が施される。調整単位は比較的

細かい。底部調整は全て糸切りのみである。また、底部側縁に強いナデが施される例は認められない。

691は杯体部破片であるが、体部に墨痕が遺存 している。695～ 704は 内面に黒色処理が施されない杯であ

る。696・ 699は やや直線的な、702は やや内湾気味な体部であるが、いずれも緩やかに立ち上がる範疇に合

められるであろう。調整は内外面ともにロクロ調整のみである。また、702は体部側縁に強いナデが加えら

れている。

705～ 708は須恵器杯であり、708以外はいずれも底部を欠損しており図上復元ができない。体部の形状は

緩やかに立ち上がるもののみであるが、形状の個体差がやや大きい。調整は内外面ともにロクロ調整のみで

あるが、ロクロロが細かいものが多い。底部切り離 しは全て糸切 りである。

692～ 694は 高台杯である。692は「ハ」字状に開く高い高台を有 し、杯部は大きく開くやや扁平な形状を

呈する。内面には黒色処理が施され、 ミガキが施されているが磨滅が多い。6981ま 短い高台もち、皿状の杯

部をもつものである。高台はやや厚めに作られており、端部は丸めにおさめられている。削り出し高台であ

る。体部は皿状を呈 し、端部が外側に開き厚 く作られている。内面には細かなミガキ調整が施こされ、黒色

処理が加えられている。694は その杯部の形状から698と 同様の短い高台を有 していると考えられる。

709は高台部もしくは底部のみの破片である。わずかに残る体部下半の角度の違いから、おそらく耳皿の

底部と考えられる。

710～ 721・ 7231ま土師器甕類である。図示したもの13点 のうちロクロを使用するもの 5点 (711・ 715。 716・

7200721)と使用しないもの 8点 (710。 712～ 714・ 717～ 719・ 723)の 2者があり、後者の方が多い特徴が

ある。日径の大きさで分けると、30cm以 上の大型品 (719)、 15～25cm程度の中型品 (710～ 712・ 714・ 720～

721・ 723)、 10cm前後以下の小型品 (713・ 717～ 718)1こ 分けられる。中型のものが主体であるが、大・小型

品もある程度存在している。とくに小型品が他に比べ多いと思われる。日縁部の形状をみると、ゆるやかに

外反するものがほとんどを占め、それ以外では端部を肥厚させるもの 1点 (720)と 少ない。調整をみると、

ロクロを使用 しない甕については日縁部のヨコナデは共通するが体部外面については異なる。ハケ調整には

710。 712・ 713・ 718・ 723な どがあり、ケズリ調整には719が ある。

722は土師器ナベ形土器である。体部下位～底部を欠損 しており、形状は不明である。億円部は端部を上

下に肥厚させ、中央 (側面)に強いナデが施されるため凹んでいる。調整は内外面ともロクロ調整のみであ

る。

724～ 731は須恵器・壼甕類である。724・ 727・ 731は甕、726・ 730は長頸瓶、725・ 728・ 729は小型甕 (壺)

である。724は 日縁部～体部上半部までの破片である。肩部の傾きから考えると、体部の最大径は上位にあ

ると思われる。調整は残存部分においては外面にタタキが、内面に当て具痕跡が残る。日径が22cmで あり、

中型に属すると考えられる。731は 7241こ 比べあまり肩部が張らない形態である。体部上位～中位付近に最大

径をもつ。口径は21cmで ある。調整は基本的にはロクロ調整であるが、体部下半には縦～斜位のヘラケズリ

が施される。727は底部のみの破片であるが、これと同様の形態を呈すると考えられる。725・ 728は体部中

位に最大径をもつなどほぼ同様の形態を呈すると考えられる。ただし、728の方が底部は小さく胴部の脹ら
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第200図  S126掘 りかた
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第201図  S126出 土遺物 (1)
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第202図  S126出土遣物 (2)

Ⅷ

一
一
一
二

―-197-



みも大きい。また、725の底面には砂粒の痕跡が

残る砂底土器である。 7291ま 残存する形態や大き

さから考えるとこれらと同様であろう。

726は長頸瓶の日縁部、730は体部中位～底部に

かけての破片である。7301こ は短かい高台がつく。

断面形は台形を呈する。体部は残存部から考える

とあまり肩部が張らない形状であると考えられる。

920は 土錘である。小破片であるが堆積土中から

の出上である。

767・ 768。 769は 鉄製刀子である。767・ 769は

茎部分、7681ま茎から刀身にかけての破片である。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡

はⅡ期 (9世紀末～10世紀前葉)に位置づけられ

る。 (西澤)

S126B竪穴住居跡 (第204～ 210図 )

C区中央部、N200E Oグ リッドに位置 してい

る。S126竪穴住居跡 と縦に重複 しており、本遺

構の方が古い。

検出は、S126住居跡を精査時に床面に黒褐色土の広がりもって確認 している。上述のようにやや掘 りす

ぎてしまったため露出したもので、本来なら貼床除去後に確認されるべきものである。

規模は、北壁が約3.20m、 西壁が 3mであり、南北壁間の長さは3.70mで ある。南東隅には土坑が 1基付

設されている。

平面形は非常にいびつであるが、これは上層の S126の掘 りかた構築時によってある程度破壊されている

ため、本来の形状を表していないと推定される。現状では、楕円形の土坑が付設しているものの、不正形な

台形状を呈する。 したがって、主軸方位を求めることは困難である。

堆積土は、S126の貼床も合めて10層が確認できる。このうち 3・ 4層は S126の貼床である。断面図を見

ると、 5層下面を境にして、堆積状況が異なっている。すなわち、 5層以上は水平堆積を基本とすることか

ら一度に埋められた人為堆積と考えられ、 5層以下の黒褐色系の堆積土は自然に流入 した状況が窺える。 5

層は S126を構築時に S126B住居跡の最後の推積土として、埋められた層であろう。

したがって、 5層 は広義には S126の貼床に合まれると考えられる。 6層の焼土層も投げ込まれたもので、

5層 に準 じる性格と考えられる。 7層以下は自然に堆積 している状況が窺えることから、S126B住 居跡の

堆積土は自然に埋没 したと判断できる。

床面はほぼ平坦であり、壁はほぼ垂直に立ち上がっている。深さは S126の掘 りかた底面より、約30clllで

ある。土坑とは若子の段差が認められる。

掘りかたは、土坑状の掘 り込みがいくつか認められ、本遺跡で一般的な方法とは異なっている。 したがっ

て、貼床は基本的に部分的にしか施されていない。

付属する施設として、土坑 1がある。規模は、長軸が約 2m、 短軸が1,10mであり、平面形は楕円形状を

o  (114) lo clll

》(9201ま 1 : 2

第203図  S126出 土遺物 (3)
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第204図  S126B竪穴住居跡

色調

暗褐

記

10yr3/3

しまり

中

糊
一
中

ブロック中、焼土粒少、炭化物少、黒褐色粘質土

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

S126B掘 りかた  1

明黄褐  10yr7/6
褐     10yr4/4

明黄褐  10yr6/6
黒褐  10yr3/2
明赤褐  2 5yr5/6
明赤褐  2 5yr5/6
黒褐  10yr2/3
黒褐  10yr2/2
黒褐  10yr2/2
黒褐  10yr2/3

1こ おゞいヨ苺瑠母 10yr5/4
1こ ムゞ与ヽうq窄巳 10yr5/4
にない黄褐 10yr5/4

ヨ髯‖巳     10yr2/3

ロック少量合む

暗褐色粘質土ブロック少量合む

責褐プロック中、焼土粒少量合む

黒褐ブロック中焼土

黄褐ブロック少、焼土粒中量合む

黒褐ブロック中焼土

黒褐ブロック中焼土

黄褐ブロック少、焼土粒少量含む

黄褐ブロック少、焼土粒少量合む

黄褐ブロック少量含む

黄褐ブロック少、炭化物少量合む

黄褐ブロック中、焼土粒中量含む

黄褐ブロック少量含む

責褐ブロック多、炭化物少量合む

貼床

粘質土  中
粘質土  中
粘質土  中
粘質土  中
粘質土 やや弱
粘質土 やや弱
粘質土 やや強
粘質土 やや強
粘質土 やや強
粘質土 やや強
粘質土  中
粘質土  中
粘質土  中
粘質土 やや強

強
　
　
　
　
　
強

強

や
強
中
強
強
中

や
強
中
中
中
中

や
　
　
　
　
　
や
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第205図 S126B掘 りかた

呈する。重複とも考えられたが、断面観察の結果、堆積土に区別がつかなかったことから、同時期に存在す

ると判断 した。設置箇所は、本住居跡南西隅角であり、土坑の長軸が対角線に直交するように配置されてい

る。深さは確認面より40clllで あり、住居跡床面よりやや深い。

そのほか、カマ ドは確認 していない

本遺構は、床面に貼床が施されること、平坦であること、北壁と西壁が方形を意識 していること、土坑状

の施設が付属することなどから、現状での平面形はいびつながらも住居跡と判断している。

遺物は堆積土中～床面を中心に出土 している。なお、取 り上げは、上層 (3・ 4・ 5層 )、 中層 (6・ 7・

8層 )、 下層 (9・ 10・ 11・ 12・ 13・ 14層)に分けて上層より取 り上げている。住居跡南壁際には、762の ナ

ベがまとまって出上 している。

732～ 745は 杯類であり、そのうち、732～ 7361こ は内面に黒色処理が施され、737～ 7431こ とま施 されない。

744～ 7451ま 須恵器である。732～ 7331ま杯であり、緩やかに立ち上がる体部をもつ。底部側縁にはヘラケズリ

による再調整が施される。734～ 7361ま 内面に黒色処理が施される高台杯であるが、いずれも高台部のみの破

片である。7351ま 断面が三角形状を呈する高台である。それ以外は「八」字状に開くものである。
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737～ 743は 内面に黒色処理が施されな

い杯である。いずれも緩やかに立ち上が

る体部をもつが、737の みが日縁端部が

やや強 く外反する。調整は内外面ともロ

クロ調整であり、底部切 り離 し技法は糸

切 りである。 7441ま 直線気味に開く体部

を、745は 緩やかに立ち上がる体部をも

‐。

746～ 7541ま 土師器甕である。749以 外

は調整にロクロを使用する。749は ロク

ロを使用せずやや歪に仕上がっている。

日縁部の形状は基本的には同様であるが、

端部の成形がやや異なる。頸部より「 く」

字状に外反し、端部をやや厚く肥厚させ、

緩やかな面を形成するもの (749～ 751・

ぬ X
◎

＠

◎

o       (1:25) lm

第206図  S126B遺物出土状況

753)と その後に上方へ強 く引き出されるもの (752・ 754)の 2者がある。

755は緑釉陶器碗である。底部は欠損しており、全容は知れない。胎土は級密であり、黒色粒子が少量合

まれる。硬質である。釉調は明緑色であり、鮮やかである。黒笹90号窯型式に比定できるであろう。

756・ 757は小型の甕である。7561ま 日径が1lcm、 757は 8 clllと 小さい。

758は須恵器甕の底部破片である。外面にはタタキの痕跡が僅かに残る。759は須恵器長頸瓶である。体部

は中位に最大径をもつ、球形に近い形態である。日縁部は単純日縁であり、大きく開く。頸部と体部の接合

箇所には突帯がつけられる。底部には断面形が台形を呈する高台がつく。調整は体部下半に回転ヘラケズリ

が施されるが、それ以外は基本的にはロクロ調整のみである。

760～ 762は土師器ナベである。いずれも復元日径が37～ 40clll前後であり、近似 した容量をもつ。日縁部の

形状も端部を上下に肥厚させるなど類似 している。調整は760。 761は体部外面には縦位のヘラケズリが施さ

れる。760の 内面には粗いクシメが施され、スリメ状を呈 している。762の上半部はロクロ調整、中位にヘラ

ケズリ、下位にタタキが施される。内面にも一部タタキの痕跡が残る。底部は欠損しているが、残存部分の

傾きから考えると平底にはならないと思われる。

763～ 7641ま 内面に黒色処理が施される、鉢である。外面的な形態は土師器甕に類似 しているが、やや日径

が広い。外面にはロクロ調整が、内面には横位のミガキが施されている。

765は耳皿であり、約半分が欠損している。内外面とも黒色処理が施され、 ミガキが施されている。高台

がつかず、粗 く成形されているなど通有の形態とはやや異なっている。

766は 陶製の硯である。その形態から風字硯と考えられる。三方には側面があるが、小日側一方には側面

がなく陸部となっている。裏側には脚が 1カ 所のみ残存 している。対になる部分には剥落した痕跡が残るこ

とから本来は 2個の脚部を有 していたと考えられる。内面には擦痕が残るがとくに陸部には非常に強 く摩耗

している。これらは 2個体が接合 したものであるが、このうち 1片 はS104の 堆積土上位から出土 している。

もう一辺はS126下層住居跡から出土 している。S104は 検出面直上が現耕作土であることから以前の耕地整

理時に運ばれてきた可能性が考えられる。 したがって、ここではS126下層住居跡に帰属すると考えている
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o  (1:4) lo cm

(26B)
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766

o  (1:2)  5 cm

第209図  S126B出土遺物 (3)

o  (1:2)  5 cln

第208図  S126B出上遺物 (2)

o  (1:4) lo clll

第210図  S126・ 26B出土遺物 (4)
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が、本来 2カ 所に廃棄されていた可能性もある。7700771は 鉄製刀子である。いずれも両端を欠損している。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡はⅡ期 (9世紀末～10世紀前葉)に位置づけられる。

(西澤)

S127・ 27B竪穴住居跡 (第 211～ 214図 )

C tt N250E20グ リッドに位置する。調査区内で検出できたのは南壁から西壁にかけての約1/4で あり、

この部分についてのみ調査を行った。そのため本住居跡は完掘を行っていない。

本遺構はV層上面で黒褐色土、暗褐色土の広がりとして検出した。調査区内で検出できた規模は南壁が1.

50m、 西壁が2.60mで あり、平面形は方形を呈するものと考えている。住居跡の方位は確認できた南壁を基

準とするとN-27° 一Eである。

住居内堆積土は 7層 に分けた。 1・ 4層は黒褐色粘質土、 2・ 3層は暗褐色砂質土、 5・ 6層 は褐色粘質

土、 7層は黒掲色砂質土をそれぞれ基調とする。 1～ 6層 はV層に起因すると考えている黄褐色プロックを

多 く合み、 しまりも比較的強い。堆積状況は 7層のみがいわゆる三角堆積を呈するが、他の層についてはい

わゆる水平堆積に近 く、自然堆積とするには南側からのみの流入となる。以上のことから、 1～ 6層 につい

ては人為堆積による埋め戻 し土と理解 している。

住居壁は急傾斜で立ち上がり、検出面から床面までの深さは23～30cmで ある。床面は北側がやや低 く落ち

込み、住居跡の中央と南側ににぶい黄褐色

砂質土を基調とした貼床を施す。掘かたは

住居跡南壁周辺と中央付近を掘り込んでい

る。カマ ド・ ピット等の施設は確認できな

かった。

また、本住居跡貼床除去後、下層から10

0× 90cmの 範囲で暗褐色粘質土の広がりと

黒褐色土のピットを検出した。当初、S12

7竪穴住居跡の貼床の一部だと考え調査を

行ったが、西隅がほば直角になり、立ち上

がりはS127竪穴住居跡の掘かたとは異なっ

ていた。断面観察ではピットが S127竪穴

住居跡の貼床上面までは立ち上がらないこ

とを確認 している。これらのことから、こ

の暗褐色粘質土の広がりは S127竪穴住居

跡によって削平された住居跡 (S127B)貼

遺構名  層番号   色調   記号  土性

>/

労
/

粘性  しまり 特徴

o      (1:50)     2m

第211図  S127竪穴住居跡

S127

S127掘 りかた
S127B

黒褐  10yr3/2 粘質土

暗褐  10yr3/3 砂質土

暗褐  10yr3/3 砂質土

黒褐  10yr2/2 粘質土

褐   10yr4/6 粘質土
黒褐  10yr2/2 砂質土

褐   10yr4/6 砂質土
にぶい黄褐 10yr5/4 砂質土

暗褐  10yr3/3 砂質土

暗褐  10yr3/3 粘質土

中  やや強
やや弱  中
やや弱 やや弱

中  やや強
中  やや強

やや弱  弱
中  やや強
中   強

やや弱  中
やや弱  強

黄褐色粘質土ブロック中、黒色粘質土ブロック少
黄褐色粘質土ブロック中、黒色粘質土ブロック少、焼土粘少
黄褐色粘質土ブロック少、黒色粘質土ブロック少
黄褐色粘質土ブロック少、焼土粘少
黄褐色粘質上ブロック多、黒色粘質土ブロック中
自然唯積
黄褐色粘質土ブロック少、黒色粘質土ブロック少、焼土粘少
黒褐粘質土ブ多、焼土粘少、⇒S127番 貼床
ピット掘積土

黄褐砂質土ブロック多、S127B貼 床
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床とピットと判断している。ただし、方位が

S127竪 穴住居跡とほぼ同一であり、西壁の

一部を共有 している状況であるため、 S127

竪穴住居跡との重複というよりは同一住居跡

の建て替えであると考えている。

出土遺物の総重量は575gであり、 このう

ち図化 したのは 1点・ 25gで ある。772は 土

師器 。杯で内外面共にロクロ調整である。ゆ

るやかに内湾しながら立ち上がるが、日縁端

部はわずかに外反する器形である。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴

住居跡は平安時代に位置づけられると考えら

れるが詳細は不明である。 (小針)

S128竪穴住居跡 (第215～ 220図 )

C tt N250E20グ リッドに位置する。SB03

掘立柱建物跡、SK30土坑と重複 し、新旧関

係は本竪穴住居跡がいずれの遺構よりも古い。

カマ ド2基、ピット6基が付属する。

本遺構はV層上面で黒褐色土の広がりとし

て検出した。規模・平面形は南北4.90m、 東

西4.80mの正方形を呈する。本住居跡の方位

は南壁を基準とするとN-15° 一Eである。

住居内堆積土は 3層 に分けた。 1・ 2層 は

黒褐色粘質土、 3層 は暗褐色粘質上を基調と

する。後世の削平のため残存状況は悪いが、

3層がいわゆる三角堆積を呈することから自

然堆積と考えている。

住居壁は急傾斜で立ち上がり、検出面から

床面までの深さは30clllで ある。床面は西側が

やや高 くなるがほば平坦に構築され、壁周辺

％
　
ａ
一

o      (1:50)      2m

第212図  S127掘 りかた

，
労

労

　

ａ

H=64000m

a

に明責褐色粘質土を基調とした貼床を施 している。掘 りかたは壁周辺を掘 り

込み、住居跡中央付近は平坦に掘 り残されていた。 したがって貼床は壁周辺

では厚 く貼 られるが、住居跡中央ではほとんど確認できない。

カマ ドは 2基確認 した。新カマ ドは住居跡東壁南よりに位置し、東壁に対

してほぼ直交 している。上部は削平のため残存せず、煙道の一部を SB03掘

立柱建物跡によって破壊されているが、両袖、燃焼部、煙道、煙出しピット

を確認 している。両袖間の幅は最大で33cmで ある。調査の不手際で北袖の一

o            (1 : 50)           2rn

第213図  S127B竪穴住居跡

o  (1:4) lo clll

第214図  S127出土遺物
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o      (1:50)     2m

ピット2

C                C'

H=G31600m

第215図

ピット3

d          d'

V
H=63600m

Sレ8竪穴住居跡

ピット4           ピット5

e          e

U
H=6&611111n

f           f!

W
H=63.600m

第216図 S128竪穴住居跡ビット断面図
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遺構名  層番号 記号 土性  粘性  しまり 特徴

S128

S128掘 りかた
pitl

pit2

焼土粒少、白色微粒子粒に少 (部分的にブロック少)

焼土粒少、黄褐色粘質土ブロック少、炭化物少
カマ ド付近にのみ焼土ブロック少

黄褐ブロック、焼土粒、土器片を含む

黄褐ブロック少量合む

焼土ブロック、責褐ブロックを多く合む
黄褐ブロック (大)を含む

焼土ブロック、黄褐ブロックを合む

責褐ブロック、炭化物、焼土粒を合む
黄褐ブロック砂量含む

黄褐ブロック砂量含む

黄褐ブロック砂量含む

部を破壊 してしまったが、残存する長さは北袖が33clll、 南袖が65cmで あり、両袖とも床面から13～18cmの高

さが残存 している。カマ ド内堆積土は 8層に分けた。 1・ 4・ 6～ 8層は黒褐色粘質土、 2・ 3層は暗褐色

粘質土、 5層 は黄褐色粘質土をそれぞれ基調とする。このうち、 3層 は焼土ブロックを多く合み、 しまりも

強いため、燃焼部天丼の崩落土と判断している。また、 5層 は煙出しピットの壁が被熱 し崩落 したものと考

えている。 7・ 8層 についてはそれぞれ燃焼部と煙出しピットの最下層であることから本カマ ド機能時の堆

積層の可能性がある。底面は燃焼部からやや急傾斜で立ち上がり、煙道は緩やかに落ち込む。煙道から煙出

しピットにかけては急傾斜で落ち込んでいる。煙道は住居跡東壁から東に1.23mの び、一部が トンネル状に

掘 り抜かれた状態で残存 していた。煙出しピットは60× 35cmの 楕円形を呈 し、検出面からの深さは53cmで壁

面は急傾斜で立ち上がる。燃焼部底面は53× 43cmの 不整形な楕円形の範囲で被熱 しており、焼土の厚さは最

大で 3 clllで ある。カマ ド両袖は貼床上ににぶい黄褐色粘質土と黒褐色粘質土によって構築されていた。

旧カマ ドは住居跡南壁中央東よりに位置し、南壁に対 してほぼ直交 している。上部は削平のため残存して

おらず、また、煙道の一部を SB03掘立柱建物跡よって破壊されているが、燃焼部底面、煙道、煙出しピッ

トを確認 している。カマ ド内堆積土は 2層に分けた。 1層は黒褐色粘質土、 2層はにぶい黄褐色粘質土を基

調とする。煙出しピットについては当初、単独の遺構外ピットとして掘 り込みを行 ってしまったため、堆積

状況は不明であるが、黒褐色土を基調とする層が堆積していた。底面は燃焼部から急傾斜で立ち上がり、煙

道から煙出しピットにかけては緩やかに落ち込む。煙道は住居跡南壁から南に1.85m延 び、一部が トンネル

状に掘 り抜かれた状態で残存 していた。煙出しピットは35× 30clllの 円形を呈 し、検出面からの深さは48clllで

あり、壁面は急傾斜で立ち上がる。燃焼部底面は75× 63cmの 不整形な範囲で被熱 しており、焼土の厚さは10

cmで ある。

ピットは床面上で 6基検出している。 ピット1は住居跡南東隅に位置 し、規模は100× 80clll、 床面からの

深さは13cmで ある。堆積土は黒褐色粘質上の単層であった。ピット2は住居跡中央南よりに位置し、規模は

100× 85clll、 床面からの深さは38cmで ある。堆積土は 4層に分けた。 1・ 3層 は黒褐色粘質土、 2層は褐灰

色粘質上、 4層 は暗褐色粘質土を基調としていた。ピット3は住居跡北東隅西よりに位置し、規模は78× 65

cm、 床面からの深さは28cmで ある。堆積土は黒褐色粘質土の単層であった。 ピット4～ 6は住居跡のやや西

よりに位置する。規模・床面からの深さはピット4が 53× 50cm、 深さ30cm、 ピット5が40× 35clll、 深さ15cm、

ビット6が35× 30clll、 深さ30cmである。堆積土はいずれのピットも黒褐色粘質土の単層であった。各ピット

の性格についてはピット1・ 2が位置 。規模から貯蔵穴と考えており、 ピット3に ついても同様の性格を有

する可能性がある。ピット4～ 6の性格は不明であるが、ピット4・ 5は その位置関係から柱穴の可能性も

あろう。

遺物はピット1堆積土中から比較的多 く出土 している。遺物の総重量は7,405g、 そのうち図化 したのは

鶏
聴
褐
鶏
鶏
級
鶏
酪
離
鶏
翻
鶏

10yr3/2 粘質土
10yr2/2 粘質上
10yr3/3 砂質土
10yr4/6 粘質土
10yr2/2 粘質土
10yr3/1 粘質土
10yr4/1 粘質土
10yr2/3 粘質土
10yr3/4  粘質土
10yr3/1 粘質土
10yr2/2 粘質土
10yr2/2 粘質土
10yr2/2 粘質土

中   中
中  やや弱

やや弱 やや弱
やや強 やや強

中  やや強
中   中

やや弱  中
中   中

やや弱  中
中   中

やや弱 やや弱
やや弱 やや弱
やや弱 やや弱
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0      (1:50)     2m

第217図 S128掘 りかた
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い０

C

H=63.8011m

H=63 800Hl

0           (1 : 25)          lm

第218図  S123カ マ ド

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性 しまり 特徴
S128カ マド  1    黒褐  10yr2/3 粘質土  中   中  焼土粒少、責禍粘質土ブロック少

暗褐  10yr3/3 粘質土  中   中  焼土粒中、炭化物少
暗褐  10yr3/4 粘質土 やや弱  強  焼土ブロッタ多、黄褐粘質土ブロック少、炭イヒ物少
黒褐  10yr2/3 粘質土  中   中  焼土プロック少、炭化物中
暗褐  10yr3/3 粘質土  中  やや弱 焼土ブロックを合む
黒褐  10y鬱/2 粘質土  中  やや弱 焼土粒少、炭化物少、黄褐粘質土ブロックを合む
黒褐  10yr2/2 粘質土 やや弱 やや羽 焼土粒少、炭化物少
黒褐  10yr3/2 粘質土  中   中

9  にぶい赤褐 2.5yr5/4 粘質土  中   中 焼土と黒褐シルトの滉合焼土方が強い
10   黒褐  10yr3/2 粘質土 やや強 やや強 黄褐色ブロックを多く含む
■    褐灰  10yr4/1 粘質土 やや強 やや強 黄褐色ブロックと黒褐色プロックの混合

01

5

6

7

8

―-209-―



2,720gで ある①773～ 7881ま 土師器杯である。外面は全てロクロ調整であるが、内面調整はミガキ調整で黒

色処理を施すもの (771～ 782)と ロクロ調整のみのもの (783～ 788)が ある。体部の形状はゆるやかに内湾

するものが主体を占めるが、体部最下位に強いナデを施すもの (782・ 781)も ある。782は 日径に比べて底

径がやや大きい。7841こ は体部外面に「上」のヘラガキがある。789は須恵器杯である。体部の形状はゆるや

かに内湾するが最下位に強いナデを施す。内外面ともロクロ調整である。7900791は 土師器・ 高台杯である。

いずれも外面はロクロ調整、内面はミガキ調整で黒色処理を施す。790は杯部最下位に強いナデを施すが791

にはみられない。いずれも貼付高台である。793～ 7981ま ロクロ不使用の上師器甕である。いずれも残存状況

は良好でなく、全体の形状が明らかなものはな

いが、法量が小型のもの (798・ 795)、 中型の

もの (794)、 大型のもの (796・ 798)1こ 分 1)ら

れよう。日縁部はゆるやかな「 く」字状のもの

(793・ 794)と やや急角度で大きく開き肥厚す

るもの (796)が ある。外面はハケメあるいは

ヘラケズリ調整で内面は横位のナデである。79

7は土師器甑で器壁が厚い。内外面ともにわず

かにナデが確認でき、内面の端部には指頭圧痕

が顕著である。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住

居跡はⅡ期 (9世紀後半)に位置づけられる。

(小針)

S129竪穴住居跡 (第221～ 223図 )

C tt N240E Oグ リッドに位置する。SK33・

37土坑、SD07・ 08溝跡と重複 し、新旧関係は

いずれの遺構よりも本竪穴住居跡のほうが古い。

ピット2基が付属する。

本遺構はV層上面でにぶい黄褐色土の広がり

をもって検出している。規模・平面形は重複に

よって破壊されている部分があるものの、南北

4.30m、 東西 4mの ほぼ正方形を呈するものと

考えている。本住居跡の方位は確認できた西壁

を基準とするとN-29° ―Wである。

本住居跡は後世の削平のため床面のみの検出

であるため堆積状況は不明であり、 したがって

住居跡壁 も残存していない。検出した床面はほ

ゝ
|

ω
l

遺構名  層番号 記号 土性  粘性  しまり 特徴

ｂ
一

ば
一

ｂ
一

∞
|

鍋
常:効

第219図  S128旧 カマ ド

28旧 カマ ド
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弱

強

中

や

や

や

や

強

　

弱

や
中

や

や

　

や

黒褐  10yr3/2 粘質土

にぶい黄褐 10yr5/4 粘質土

赤褐  2 5yr4/8 粘質土

黄掲ブロック (小・粒状)を少量合む

黄褐シル トとの混合土、天丼崩落、焼土ブロックを合む

上位1～ 2cmは、淡く走る固く締まっている く燃焼部焼土〉



＼

＼一一↓
＼

|1 796

o    (1 : 4)   lo cm

第220図 S128出土遺物
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ぼ平坦で、にぶい黄褐色土を基調とした貼床を施 している。掘形は住居跡壁周辺を深 く掘 り込み、中央付近

は浅 く掘 り込んでいる。 したがって、貼床は壁周辺では厚く、中央付近では薄 くなっている。

カマ ド削平のため残存していないが、住居跡南東隅付近に95× 60clllの不整形な焼土の広がりを確認 してお

り、これがカマ ドの燃焼部の痕跡であると考えている。 ピットはこの燃焼部の痕跡の両側に 2基床面上で確

認 している。 ピット1は燃焼部痕跡の南西側に位置 し、規模は105× 80cm、 床面からの深さは35clllで ある。

ピット内の堆積土は 2層に分けた。 ピット2は燃焼部痕跡の北側に位置 し、75× 70cm、 床面からの深さは33

clllで ある。 ピット内の堆積土は 2層に分けた。この 2基のピットからは遺物が出上 しており、その性格につ

いては位置 。規模から貯蔵穴の可能性を考えている。また、床面上では75× 55cmの 範囲で炭化材の広がりを

確認 している。

遺物は貼床、ピット内から出土 している。遺物の総重量は1,175g、 このうち図化 したのは254gで ある。

799は土師器・杯で底部から直線的に立ち上がり、底径はやや大きい。内外面ともロクロ調整である。800は

ピット1

a
ピット2

a

o      (1:50)     2m

第221図 S129竪穴住居跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

ピット1   1    黒褐  10yr3/2 粘質土  中  やや強 焼土粒少、炭化物中、黄褐砂質土ブロック少

2    黒褐  10yr2/2 粘質土  中  やや弱 焼土粒中、炭化物少、黄褐砂質土ブロック少

ピット2   1    黒褐  10yr2/2 粘質土 やや弱 やや弱 焼土粒少、黄褐砂質土ブロック少

2    暗褐  10yr3/3 粘質土  中   中  焼土粒少、黄褐砂質土ブロック中

卜
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a                                                                a
H=63600m

o      (1:50)     2m

第222図  S129掘 りかた

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S129掘 りかた  1   にぶい黄褐 10yr5/4 砂質土 やや弱 やや強 黄褐砂質土ブロック多、黒褐色粘質上プロック少

須恵器・杯で体部からゆるやかに内湾しながら立ち

上がり、日縁部はわずかに外反する。内外面ともロ

クロナデで底部は回転糸切 り無調整であった。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡

は I期 (9世紀後半)に位置づけられる。 (小針)

S130竪 /hk住居跡 (第 224～ 228図 )

C tt N230E Oグ リッドに位置する。調査区内で検出できたのは北東壁から南東壁を中心とした全体の約

2/3であり、この部分についてのみ調査を行った。そのため本住居跡は完掘を行っていない。他の遺構との

重複関係は認められなかった。カマ ド2基、ピット1基が付属する。

本遺構はV層上面で黒褐色土の広がりとして検出した。規模は調査区内で確認できた北東壁が3.50m、 南

東壁が4.20mで あり、平面形は北東～南西方向にやや長 く長方形を呈すると考えている。本住居跡の方位は

確認できた東壁を基準とするとN-32° 一Eである。

推積土は 2層 に分けた。 102層 ともに黒褐色粘質土を基調とし、 2層はV層に起因すると考えている責

o    (1:4)   lo clll
l

第223図  S129出土遺物
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褐色ブロックを多 く合んでいた。堆積状況は残存状況が悪いものの 2層がいわゆる三角堆積を呈することか

ら自然堆積と考えている。

住居壁は残存していた部分ではやや急傾斜で立ち上がり、検出面から床面までの深さは 5～ 10clllである。

床面はほぼ平坦に構築され、明黄褐色を基調とした貼床を施している。掘 りかたは壁周辺を掘 り込むが中央

付近は高まりとして掘 り残されていた。そのため貼床は壁周辺では厚 く貼 られるが、中央付近ではほとんど

確認することができなかった。       
´

カマ ドは 2基確認 している。新カマ ドは住居南東壁の中央やや南よりに位置し、南東壁に対してほぼ直交

している。上部は削平のため残存していないが、両袖、燃焼部、煙道、煙出し部を確認 している。両袖間の

幅は最大で30clll、 残存する長さは北袖が73cm、 南袖が45cmを 測り、両袖とも床面から10～15cmの高さが残存

している。カマ ド内堆積土は 5層 に分けた。 1・ 3・ 5・ 7層 は黒褐色粘質土、 2層 は暗褐色粘質土、 4層

は明黄褐色砂質土、 6層 は暗褐色砂質土をそれぞれ基調とする。このうち、 4層 は燃焼部天丼崩落土と考え

a

二    o       (1:50)      2m

H=64000m

第224図  S130竪穴住居跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S130   1    黒褐  10yr2/2 粘質土  中   中  黄褐色粘土プロック少 焼土ブロック少
2    黒褐  10yr2/2 粘質土 やや弱  中  黄褐粘土ブロック多

ピット1   1    暗褐  10yr3/3 砂質土 やや弱 やや弱 黄褐砂質ブロック中、黒褐粘質ブロック少
2    黒褐  10yr3/2 粘質土  中  やや弱 黄褐砂質ブロック少、狙砂中
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遺構名  層番号   色調   記

01

第225図

土性  粘性

(1 : 50) 2取

H=64000m

S130掘 りかた

しまり 特徴

中  黄褐粘質土ブロック中、粘土粒少、炭化物少、黒褐粘質土ブロック少

強  暗褐、黒掲粘質土ブロック少、 l SI貼床
S130掘 りかた   1

2

暗褐  10yr3/3 粘
明黄褐  10yr7/6 粘質土

ており、層中はから土師器郭が出土 している。この上師器邪については出土状況からカマ ド構築の際の補強

として使用された可能性がある。また、 5・ 7層 については燃焼部から煙道、煙出し部にかけての最下層に

堆積しており、カマ ド機能時の堆積土と理解 している。本住居跡の煙道は堆積土に明確な天丼崩落土を確認

することができないことと南北断面の形状からトンネル状に参Jり 抜かれた状態で残存していた煙道の上面が

後世に削平を受けたものと考えている。底面は燃焼部から煙道にかけてはほぼ平坦で煙道から煙出し部にか

けては緩やかな傾斜で落ち込んでいる。煙道は住居跡南東壁から南東に1.40mの びる。燃焼部は45× 38cmの

円形の範囲と両袖の内側が被熱 していた。焼上の厚さは最大で 8 clllで あり、焼土上には10× 8 clllの 礫を設置

している。両袖は貼床上ににぶい黄褐色砂質土で構築されているがこれは被熱の状況によって 2層 に分けて

いる。旧カマ ドは住居南東壁の南よりに位置 し、南東壁に対してほぼ直交 している。上部は削平のため残存

しておらず、また、そのほとんどをピット1よ って破壊されているが、煙道の一部から煙出し部にかけて確
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第226図  Si30カ マ ド・ 旧カマ ド

遺構名  層番号 色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S130カ マ ド  1 暗褐  10yr3/3 粘質土

暗褐  10yr3/3 粘質土
黒掲  10yr3/2 粘質土

明黄褐  10yr7/6 砂質土
黒褐  10yr2/2 粘質土

暗褐  10yr3/4 砂質土
黒褐  10yr2/2 粘質土

明赤褐  2 5yr5/6 砂質上
にぶい黄褐 10yr5/4 砂質土

明黄掲  10yr7/6 砂質土

黒褐  10yr2/2 粘質土

暗褐  10yr3/3 粘質土

黒褐  10yr2/2 砂質土

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

中   中
中   中

やや弱 やや弱
弱   中
中  やや弱

やや弱 やや弱
中  やや弱
弱   強
弱   強
弱   強
中   中
中   中

やや弱 やや弱

黄褐色砂質土ブロック少、焼土粒少
黄褐色砂質土ブロック少、焼土粒少
黄褐色砂質上・焼土ブロック少、炭化物少、砂質やや強い

暗褐色粘質土ブロック少、焼土粒少
焼土粒少、炭化物少、黄褐色砂質土ブロック少
暗褐色粘質土ブロック少
焼土粒少、炭化物少、黄褐色砂質土ブロック少
焼土

暗褐粘質土ブロック少
SI貼床に同じ

黄褐砂質ブロック少
黄褐砂質ブロック中

S130旧カマド
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o    (1 : 4)   lo clll

第227図  S130出 土遺物

認している。カマ ド内堆積土は 3層 に分けた。 1層は黒褐色

粘質土、 2層 は暗褐色粘質土、 3層 は黒褐色粘質土を基調と 一

している。確認できた部分では底面が煙道から煙出し部にか

けてやや急傾斜で落ち込み、煙道はピット1東壁から南東に

53cm延 びる。燃焼部の痕跡等は確認できなかった。

ピットは床面上で 1基確認 している。ピット1は住居跡南

隅に位置 し、規模は120× 85cm、 床面からの深さは38cmであ

る。堆積土は暗褐色砂質土と黒褐色粘質土の 2層 に分けた。堆積土中からは遺物が比較的多く出土 している。

本ピットの性格については位置 。規模から貯蔵穴と考えている。

遺物はカマ ド内堆積土とピット1堆積土からの出土が比較的多い。遺物の総重量は3,286g、 そのうち図

化したのは1,370gである。801～ 806は土師器・杯である。底部から内湾 しながら立ち上がる器形 (801)と

内湾 しながら立ち上がり日縁部がわずかに外反する器形 (802～ 806)が ある。外面調整はほとんどがロクロ

ナデであるが、801は最下位に回転ヘラケズリが、803に はヘラケズリ再調整がそれぞれ確認できる。内面調

整は801～ 804が横位・斜位のミガキで内面黒色処理を施すのに対して、805・ 806は ロクロナデのみであった。

807。 808は小型の土師器・甕で体部から日縁部にかけて緩やかに外反する。いずれも内外面にハケメを施 し

たのち口縁部にヨコナデを施す。809～ 811は ミニチュア土器でいずれもロクロを用いていない。杯形である

811の 日縁部は緩やかな「 S」 字状を呈 し肥厚する。813は土師器・ ナベであるが、焼成は良好で胎土も緻密

である。形状は体部から日縁部にかけては直線的に開き、端部はナデによって面を形成 している。調整技法

は外面上位および内面がロクロナデ、外面中位には縦位のケズリを施す。8121ま 須恵器・壺の体部片で体部

のやや上位に最大径をもつ。焼成は良好で、調整技法は内外面共にロクロナデである。814は鉄製刀子であ

る。切先と茎尻を欠損している。

o  (1:2)  5 cm

第228図  S130出 土遺物 (2)
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以上の出土遺物の特徴から本竪穴住居跡の時期はⅡ期 (9世紀末～10世紀前半)と いえる。   K/1ヽ針)

S131竪穴住居跡 (第 229図 )

B tt N90W100グ リッドに位置する。住居跡のほとんどが削平と撹乱を受けているため、検出できたのは

住居跡北壁から東 。西壁の一部のみである。Pit 316、 SK27土坑と重複 し、新旧関係は本住居跡がピット31

6よ り古 く、SK27土坑よりも新しい。    ′

本遺構はV層上面で黒褐色土の広がりとして検出した。後世の削平のため残存状況は悪いが、確認できた

規模は南北2.90m以上、東西 6mであり、平面形は北東隅の状況から方形を呈すると考えている。本住居跡

の方位は確認できた平面形が歪であるため測定不能である。

残存していた堆積土は黒褐色粘質土の単層であり、自然堆積か人為堆積かを判断することはできなかった。

住居壁は残存 していた部分ではやや急傾斜で立ち上がり、検出面から床面までの深さは 3～ 15clllで ある。床

面は僅かな起伏がみられ、住居跡東よりに若千の貼床が施す。明確な掘 りかたを確認することはできなかっ

た。また、カマ ド・ ピット等の施設も確認できなかった。

遺物の出土はないため時期を判断することはできないが、住居内堆積土が他の竪穴住居跡と類似すること

から平安時代の可能性が考えられよう。                           C/1ヽ 針)

S132竪穴住居跡 (第230図 )

B tt N100W100グ リッドに位置する。調査区内では住居跡南隅・西隅のみの検出であり、この部分につ

いて調査を行っている。そのため本住居跡は完掘を行っていない。

本遺構はV層上面で黒褐色上の広がりとして検出した。規模は住居跡南隅から西隅までで3.50mで あり、

平面形は方形を呈するものと考えている。本住居跡の方位は確認できた住居跡南隅から西隅までの延長線を

基準とするとN-30° 一Eである。

住居内堆積土は 5層 に分けた。 1・ 2・ 5層 は黒褐色粘質土、 3・ 4層は暗褐色粘質土を基調としている。

このうち 3・ 4層 はV層に起囚すると考えている黄褐色土ブロックが多 く合まれていた。堆積状況はいわゆ

るレンズ状堆積 。三角堆積を呈することから自然堆積と考えている。

住居壁は確認 した部分では急傾斜で立ち上がり、検出面からの深さは30cmで ある。床面はほば平坦に構築

されているが、貼床及び掘形を確認することはできなかった。また、カマ ド・ ピット等の施設も確認できな

かった。遺物は堆積土中から出土 しており総重量は60gであるが、いずれも土師器の小片であり図化できる

ものはなかった。

時期は遺物の出土が少ないため詳細は不明であるが、遺構の特徴から平安時代の可能性がある。 (小針)

S133竪穴住居跡 (第231図 )

C区中央北 。N210E Oグ リッドに位置する。Pit 331・ 334・ 324と 重複するが、本住居跡の方が古い。調

査 したのは住居跡西側の一部であり、ほとんどが調査区外へ延びるため完掘しておらず、 したがって詳細も

不明である。調査区内における規模は西壁が1.80m、 南壁が40cmで ある。堆積土は黄褐色と黒褐色の 2層が

確認できる。遺物は112g出土したが、図示できるものはなかった。

調査 した面積が極小であるが、その形状、床面の高さ、遺物の出土などから周囲と同様平安時代に属する

竪穴住居跡と判断している。
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第229図  S131竪穴住居跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

S131   1    黒褐  10yr2/3 粘質土 やや強  中  黄褐色土ブロック、焼土粒を少量合む
S131掘 りかた  2    黒褐  10yr3/1 粘質土 やや強  中  黄褐色土ブロックを含む

S138竪穴イ主居跡 (第 232・ 233図 )

D tt N200E60グ リッドに位置する。調査区内で検出できたのは東壁から北 。南壁の一部にかけての約

1/2で あり、この部分のみ調査を行った。そのため本住居跡は完掘を行 っていない。カマ ド1基が付属する。

本遺構はV層上面で暗褐色土の広がりとして検出した。後世の削平のため残存状況は悪いが、確認できた

規模は南北3.80m、 東西2.10mで あり、平面形は方形を呈するものと考えている。本住居跡の方位は確認で

きた東壁を基準とするとN-16° ―Eである。

調査区内では床面のみの検出であるため住居内堆積土が残存 していないが、調査区断面では床面上に黒褐

色粘質土と焼土ブロックが僅かに残存 していた。自然堆積か人為推積かを判断することはできなかった。床

面は平坦に構築され、暗褐色粘質土を基調とする貼床を施 しているが、調査区断面では床面が南に向かって

傾斜 している状況を確認 している。掘形は住居跡東壁から南壁際を掘 り込み、中央付近を平坦に掘り残して

いる。また、部分的なピット状の掘 り込みも確認している。

カマ ドは東壁中央やや北よりに位置 し、東壁に対してほぼ直交する。ほとんどが削平のため残存 していな

いが、煙道の一部と煙出しピットを確認 している。カマ ド内堆積土は 4層に分けた。 1・ 2層は黒褐色粘質

土、 3層は暗褐色粘質土、 4層は褐色粘質土をそれぞれ基調とする。底面は煙道から煙出しピットにかけて

緩やかに落ち込んでいる。煙道は一部ではあるが トンネル状に到 り抜かれた状態で残存 しており、確認でき

た煙道の長さは l m15clllで ある。煙出しピットは径35clllの 円形を呈 し、検出面からの深さは45clllで ある。
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遺構名  層番号

o      (1:50)     2m

第230図 S132竪穴住居跡

土性  粘性  しまり 特徴

褐
褐
掲
褐
褐

黒
黒
暗
暗
黒

10yr3/1 粘質土  中
10yr2/2 粘質土  中
10yr3/4 粘質土 やや弱
10yr3/3 粘質土  中
10yr2/2 粘質土 やや弱

中  黄褐粒～ブロック (小)を多 く合む
やや弱 黄褐粒を少量含む
やや強 黄褐粒、煙上を合む
やや弱 黄褐粒を多く合む
やや弱 黄褐粒を含む

本竪穴住居跡は遺物の出土が皆無であるため時期

を明確にすることはできないが、形状 。規模から

他の竪穴住居跡と同様、平安時代と考えている。

(小針)

S139竪穴住居跡 (第234～ 236図)

D tt N200E60グ リッドに位置する。SD09溝

跡と重複 し、新旧関係は本住居跡の方が SD09溝

跡より古い。カマ ド1基、ピット2基が付属する

本遺構はV層上面で黒掲色上の広がりとして検

出した。後世の削平のため残存状況は悪いが、確

認できた規模は南北3.70m、 東西3.70mであり、

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性

阻

     6卿 随

o      (1:50)     2m

第231図  S133竪穴住居跡

しまり 特徴

S133       1
2

黄褐  10yr5/6 粘質土  中
黒褐  10yr2/2 粘質土 やや強

やや強 焼土粒ブロック、暗褐ブロックを合む、
中  黄褐ブロックを少量含む
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第232図 S138竪穴佳居跡
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遺構名  層番号 色調   記号

第233図 S138掘 りかた

土性  粘性  しまり 特徴

SB8
SI部掘りかた

38カ マ ド

黒褐    10yr2/2
暗褐  19yr3/3
黒褐  10yr3/2
明赤褐  2.5yr5/8
掲     10yr4/4
黒褐  10yr2/2

粘質土
粘質上
粘質土
シルト
粘質土
粘質土

弱
中

や
中
強
強
中

や弱
中

や
中
中
中
中

や
炭化物多、焼土ブロック中、横褐色粘質土プロッタ少
黄褐色、砂質土ブロック多 (貼床)

焼土ブロック中、炭化物少

蟹婚憩督圭ブロック多、黒褐粘質土少
黄褐プロッタ少、貼床が古いピット
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平面形はほば正方形を呈する。本住居跡の方位は確認できた西壁を基準とするとN-30° ―Eである。

堆積土は黒褐色粘質土の単層であり、自然堆積か人為堆積かを判断することはできなかった。住居壁は確

認部分では急傾斜で立ち上がり、検出面から床面までの深さは 3 clllで ある。床面は多少の起伏があるものの

概ね平坦に構築され、褐色粘質土を基調とした貼床が施されていた。掘 りかたは住居跡の壁周辺を大きく掘

り込み、部分的にピット状を呈するが、中央付近は掘 り残している。そのため貼床は住居跡壁際では確認で

きるが、中央付近ではほとんど確認することはできない。

カマ ドは住居南壁東よりに位置 し、南壁に対 してほば直交する。ほとんどが削平のため残存 していないが、

燃焼部と煙出し部の一部を確認 している。カマ ド内堆積土は煙出し部に黒褐色粘質土の単層を確認 したのみ

である。底面は後世の削平とSD09溝跡のため不明であるが、残存 している部分の状況からは燃焼部から立

ち上がり、煙出し部に向かって緩やかに落ち込んでいたものと推測できる。確認できた煙道の長さは45cmで

ある。燃焼部は75× 50clllの 範囲で被熱 しており、焼土の厚さは最大で 5 cmで ある。

ピットは床面上で 2基確認 している。 ピット1は住居跡北東隅に位置 し、規模は90× 70clll、 床面からの深

さは28cmで ある。堆積土は黒褐色粘質土、黄褐色粘質土、暗褐色粘質上の 3層 に分けた。ピット2は住居跡

南東隅に位置し、規模は75× 68clll、 床面からの深さは25clllで ある。堆積土は黒褐色粘質上を基調とする3層

に分けた。この 2基のピットの性格についてはいずれも位置 。規模から貯蔵穴の可能性を考えている。

遺物は 2基のピットからの出土である。遺物の総重量は3,■6gでそのうち図化 したのは890gで ある。

815～ 817は土師器杯である。8151ま 底部から内湾 しながらやや直線的に立ち上がり内面黒色処理を施す。外

面はロクロナデの後に最下位に横位のケズリが確認でき、内面は中位に横位の ミガキ、中位から下位にかけ

ては縦位のミガキを施す。816は 内湾 しながら立ち上がり、日縁部がわずかに外反する器形である。818は底

部から内湾しながら立ち上がるが体部中位から日縁部にかけては直線的に外傾する。また、端部はやや肥厚

している。816・ 817は ともに内外面ともロクロナデを施す。8181ま 土師器高台杯の底部片である。内面黒色

処理を施 し、高台は貼付高台であった。819・ 8201ま 土師器・甕である。日径はほぼ同じだが、日縁部～端部

の形状が異なっている。819は 内外面ともロクロナデ、8211ま外面が日縁部から中位にかけてロクロナデ、中

位以下は斜位のケズリである。内面は体部に縦位・斜位のハケメを施す。8201ま土師器・ 鍋で内湾 しながら

立ち上がり、日縁部は強 く外反する。端部はナデのため面を形成 している。外面はマメツのため明確ではな

いがロクロナデおよび体部中位に縦位のケズリを施す。内面もマメツのため明確ではないがわずかに中位に

横位のハケメが確認できる。822は 須恵器・壺の体部片で焼成は良好である。調整技法は内外面ともロクロ

ナデである。

以上、遺構の特徴及び出土遺物から本竪穴住居跡はⅡ期 (9世紀末～10世紀前葉)に位置づけられる。 C/Jヽ針)

2 掘立柱建物跡 (SB)

SB01掘立柱建物跡 (第238図 )

A区南部、N20W180グ リッドに位置する。S121竪穴住居跡と重複 し、本建物跡の方が古い。 したがって、

構成される柱穴の一部が破壊されており存在 しない。隣接して北側には SB02掘立柱建物跡が存在する。検

出はⅣ層で行っている。

平面形式は、総柱式掘立柱建物跡であり、 9基の柱穴から構成されると考えられるが、 7基の柱穴のみ確

認 している。規模は 2間 × 2間であり、桁行き (南北)が 3.Om、 梁間が (東西)が 3.Omで あり、面積は 9
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第 234図 S隠9竪穴住居跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性 しまり 特徴
S139   1    黒褐  10yr2/3 粘質土  中   中 黄褐粘質土粒状に少、炭化物少、焼土粒少

褐   10yr4/4 粘質土  中  強  黄褐粘質土粒状に多、黒褐色粘質土粒状に少
黒福色  10yr3/1 粘質上  中  やや強 焼土プロック、炭化物少量含む
明赤褐色 25アr5/6 粘質土 やや弱  中  焼土粒、PTL物多く含む
暗褐色  10yr3/3 粘質土  中  やや強 土器片多し。炭化物、焼土|プロッタ少量含む
黒褐色  10yr3/2 粘質上  中   中 黄措色粘質土ブロッタ少、炭化物少量含む
黒褐色  10yr3/2 粘質土  中  ゃや強 黄褐色粘質土ブロッタ中、炭化物少量合む
黒褐色  10″2/2 粘質土 やや強  中 焼土粒少量含む
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第235図  S139掘 りかた

第236図 S昭9出土遺物
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∬である。建物方位はN-17° ―Wである。柱間寸法は150cmを基準とすると考えられる。

各柱穴の深さは確認面より20～30cmで あり、非常に浅い。これは掘り込み面をⅢ層と捉えているが、この

区域にはⅢ層が確認できないことから、削平が多 く及んでいるためと考えられる。 したがって、堆積の状況

も不明であるが、柱痕の痕跡がわずかに残る柱穴もある。掘りかたの形状はすべて円形であり、直径も50cm

前後である。

遺物の出土は認められないものの、堆積土の特徴から平安時代に属すると考えられ軸の方位から推定する

とⅡ期 (9世紀末～10世紀前葉)に属する可能性がある。 (西澤)

SB02掘立柱建物跡 (第238図 )

A区中央から東部にかけて、N30W190グ リッド付近に位置する。東側に隣接して SB01掘立柱建物跡が、

南側に S120竪穴住居跡が位置 している。重複は調査区内においては確認できないが、遺構の大半が調査区

外へ延びているため実際は不明である。

調査区内において確認できたのは 3基の柱穴のみであるが、柱穴の形状や規模、堆積土の特徴、建物方位、

柱穴の広がりなどからSB01掘立柱建物跡と同様の形式に属する建物跡と判断した。規模は確認できたもの

では東西が3.Omで ある。建物方位は多 くが調査区外にあるため不粥であるが、SB01と 同一と思われる。柱

間寸法も150clllと SB01同様である。

柱穴の平面形は円形であり、いずれも直径50cm前後であり、深さは確認面から50cmで ある。

遺物は出土しておらず、詳細な年代は不明であるが、堆積上の特徴からおおよそ平安時代に属すると考え

られまた、配置状況からSB01と 同期の可能性がある。 (西澤)

SB 03栃E立柱建物跡 (第 237。 239図 )

C区北部、N250E O～ E30グ リッドに位置する。S128竪穴住居跡と重複するが、本建物跡の方が新 しい。

平面形式は側柱の掘立柱建物跡であり、下屋柱を伴う。南側の一部が調査区外へ延びるため、完掘を行って

いない。桁行が16.20m、 梁間が6.30mで ある東西棟である。柱間寸法は210cmを 基本とし西端では一部150

cnである。北側と南側の主柱穴には重複が認められるが、これは下屋柱と

考え、同じ建物跡を構成する柱穴と捉えている。

遺物は柱穴堆積土より砥石が 1点出土 している (823)。

年代は堆積土の特徴と建物跡の構造から近世に属すると考えられる。

(西澤)    ~

0  (1:4) lo cm
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第238図 SB01・ 02掘立柱建物跡

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性  しまり 特徴

SB01   1    黒獨  10YR2/2粘質土  中  やや弱 黄褐色粒。炭化物少量合む
2    黒褐  10YR3/1粘質土 やや強|やや強 黄掲色土ブロック含む

SB02   1    黒褐  10Y罠3/2粘質土  中  やや弱 黄褐色土ブロック極少量含む
2    黒褐  10Y■2/2粘質上  中   中  黄脅色土ブロック少量合む

SB03   1    褐灰  10YR4/1粘質上 やや弱  中  黄褐色土プロック少量合む
2    暗褐  10YR3/3粘質土 やや弱 やや覇 費褐色土プロック少量合む
3    黄褐  10YR5/6粘質土  中  やや強 暗褐色土ブロック少量含む
4    褐灰  10YR4/11粘質土 やや弱  中  黄褐打十プ百ック少量含む
5    暗褐  10YR3/3粘質土  中   中
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3 土坑 (SK)

S K01上 坑 (第 242図 )

B tt N123W103グ リッドに位置する。他の遺構との重複はなく、Ⅳ層上面で黒褐色土の広がりをもって

検出した。平面形は楕円形を呈 し、規模は長軸150cm、 短軸80cm、 検出面からの深さは15cmで ある。遺構内

堆積土は黒褐色砂質土の単層であった。底面は平坦で、壁は緩やかに立ち上がる。遺物の出土がないため時

期・性格は不明である。

SK02土坑 (第 240・ 242図 )

B tt N125W100グ リッドに位置する。他の遺

構との重複はなく、Ⅳ層上面で黒褐色土の広がり

をもって検出した。平面形は楕円形を呈 し、規模

は長軸 100cm、 短軸65cm、 検出面からの深さは15

cmである。遺構内堆積土は黒褐色粘質土の単層で

あるが、底面で拳大の礫を検出しており、人為堆

積の可能性が高い。底面は鍋底状を呈 し、壁は緩

やかに立ち上がる。遺物は底面からやや浮いた状

態で出土 している。824は 木質の部品であり、キ

セルの軸と考えられる。825～ 828は銅銭である。

825は 聖宋元宝であり北宋1101年 の初鋳年代が考

えられている。826～ 8281ま 磨耗が激 しく、銭銘は

(小針)

不明である。

本土坑の時期・性格については出土遺物から中世墓の可能性がある。 (小針)

SK03土坑 (第242図 )

B tt N166W109グ リッドに位置する。SK04土坑と重複 し、新旧関係は本土坑が SK04土坑より新 しい。

本土坑はV層上面で黒褐色土の広がりをもって検出した。平面形は不整な円形を呈 し、規模は長軸75cm、 短

軸70cm、 検出面からの深さは70cmで ある。遺構内堆積土は 3層 に分けた。 1層 は黒褐色砂質土、 2層 は暗褐

色砂質土、 3層 はにぶい黄褐色砂質土をそれぞれ基調とする。堆積状況はいわゆるレンズ状堆積を呈するこ

とから自然堆積と判断している。底面は鍋底状を呈 し、壁は底面から急傾斜に立ち上がり中位でやや緩やか

になったのちに再び急傾斜で立ち上がる。遺物の出土がないため時期・ 1陛
格は不明であるが、重複関係から

平安時代以降と考えている。 (小針)

SK04土坑 (第 241・ 242図 )

B tt N166W107グ リッドに位置する。SK03土坑と重複 し、新旧関係は本土坑が SK03土坑より古い。本

土坑はV層上面で暗褐色土の広がりをもって確認 した。平面形は円形を呈 し、規模は径70clll、 検出面からの

深さは28cmで ある。遺構内堆積土は 2層 に分けた。 1層 は暗褐色砂質土、 2層 は黒褐色砂質土を基調とする。

1層はしまりがやや強 く、黄褐色土ブロック・炭化物・焼土粒を含むため、人為堆積の可能性がある。底面

∞�5讐 ゆ6

∞ ∝ 雲
韓
段28

③ 罹垂 垂 藝 ④
824

o  (1:2)  5 cm

第240図  SK02出土遺物
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は鍋底状を呈 し、壁は急傾斜で立ち上がる。遺物は底

面からやや浮いた状態でまとまって出土 している。

遺物は937g出土し、そのうち 7点605gを図化した。

829・ 831～ 832・ 834は杯であり、内面に黒色処理が施

されない。そのうち829。 832・ 834は器高が3.5cm以 下

と非常に低い。これに対 し、881は 5 clll以上ある。色

調は赤褐色を呈 している。830・ 833・ 835は 高台杯で

ある。高台部のみの破片である。高い高台 (8300835)

や低い高台 (833)の 2つ がある。本土坑は出土遺物

からⅡ期以降 10世紀中葉)の廃棄土坑の可能性があ

o     (1:25)     lm
|

第241図  SK04遺物出上状況
る。 (小針)

SK05土坑 (第242図 )

B tt N168W108グ リッドに位置する。Pit 94と 重複 し、新旧関係は本土坑が古い。本遺構はV層上面で

黒色上の広がりをもって検出した。平面形は不正な隅丸方形を呈 し、規模は径70clll、 検出面からの深さは12

cmである。遺構内推積土は黒色砂質土の単層であった。底面は緩やかな起伏があり、壁は緩やかに立ち上が

る。遺物は44g出土 しているが、細片のため図示していない。時期 。1性
格は不明である。 (小針)

SK06土坑 (第242図 )

B tt N162W107グ リッドに位置する。S109竪穴住居跡、SK07土坑と重複 し、新旧関係はいずれの遺構

よりも本土坑が新 しい。本土坑はV層上面で暗褐色土の広がりをもって検出した。平面形は円形を呈 し、規

模は径80cm、 検出面からの深さは38cmで ある。遺構内堆積土は暗褐色砂質土の単層である。底面は鍋底状を

呈 し、壁はやや急傾斜で立ち上がる。遺物は616g出土 し、そのうち 2点 600gを 図化した。837・ 838は いず

れも甕である。838は底部のみ、837は小甕である。この土坑性格は不明である。重複関係、出土遺物から時

期は平安時代以降と考えている。 (小針)

SK07土坑 (第242図 )

B tt N161W108グ リッドに位置する。S109竪穴住居跡、SK06土坑、Pit 389と 重複 し、新旧関係は本土

坑が SK06土坑より古 く、S107竪穴住居跡 C Pit 389よ り新 しい。本土坑はV層上面で暗褐色土の広がりを

もって検出した。確認できた平面形は精円形を呈 し、規模は長軸80cm、 短軸60clll、 検出面からの深さは30cm

である。遺構内推積土は暗褐色砂質土の単層である。底面は西側がやや深く、壁は急傾斜で立ち上がる。遺

物の出土がないため時期・性格は不明であるが、重複関係から平安時代以降と考えている。    C/1ヽ針)

SK08上坑 (第 242図 )

B tt N164W99グ リッドに位置する。SD04溝跡と重複 し、新旧関係は本土坑が古い。本土坑はV層上面

で確認 したが、調査中の手違いにより断面観察を怠ってしまった。 したがって、遺構内堆積土・堆積状況は

不咽である。確認できた平面形は不正な楕円形を呈 し、規模は長軸が150cmヽ 短軸が40cm、 検出面からの深

さは52clllで あった。底面は東側に向かって緩やかに落ち込み平坦ではない。壁はほぼ垂直に立ち上がり、部
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分的に狭れる。西壁は他の三方に比べ緩やかに立ち上がるが、これが本来の形状であったかは不明である。

遺物の出土がないため時期 。l14格は不明であるが、重複関係と規模・形状から縄文時代の陥し穴の可能性が

ある。 (小針)

SK09土坑 (第 242図 )

B ttN161Wl18グ リッドに位置する。他の遺構との重複はなく、V層上面で暗褐色土の広がりをもって

検出した。平面形は不整な楕円形を呈 し、規模は長軸170cm、 短軸85cm、 検出面からの深さは40cmで ある。

遺構内堆積土は暗褐色粘質土の単層であった。底面は鍋底状を呈 し、壁は底面から急傾斜で立ち上がるが、

中位で一度緩やかになったのちに再び急傾斜で立ち上がる。遺物は堆積土中から約90g出土 しており、うち

4点70gの 石器を図示した856～ 859。 本土坑は出土遺物、規模・形状から縄文時代の陥し穴の可能性が高い。

(小針)

SK10土坑 (第242図 )

B ttN 158W108グ リッドに位置する。SKll土坑、Pit 101と 重複 し、新旧関係は本土坑が Pit 101よ り古

く、SKll土坑より新 しい。本土坑はV層上面で黒褐色上の広がりをもって検出した。平面形は不正な楕円

形を呈 し、規模は長軸110cm、 短軸45cm、 検出面からの深さは60cmで ある。遺構内堆積土は黒褐色砂質土の

単層であった。底面は西側がやや深 く、壁はほば垂直に立ち上がる。遺物の出土がないため時期 。性格は不

明である。 (小針)

SKll」L坑 (第242図 )

B ttN 158W108グ リッドに位置する。SK10土坑と重複 し、新旧関係は本土坑が古い。本土坑はV層上面

で黒褐色土の広がりをもって確認 した。平面形は円形を呈 し、規模は径65cm、 検出面からの深さは38cmで あ

る。遺構内堆積土は黒褐色砂質土の単層である。底面は鍋底状を呈 し、壁はほぼ垂直に立ち上がる。遺物の

出土がないため時期・ 1陛
格は不明である。 (小針)

SK12土坑 (第 242図 )

A tt N28W222グ リッドに位置する。SIH竪穴住居跡と重複 し、新旧関係は本土坑が古い。本土坑はV

層上面で黒褐色上の広がりをもって確認 した。平面形は溝状を呈 し、確認できた規模は長さ275clll、 幅45cm、

検出面からの深さは30cmで ある。遺構内堆積土は 2層 に分けた。 1・ 2層 ともに黒褐色粘質土を基調とする。

堆積状況は概ねいわゆるレンズ状堆積を呈するため自然堆積と考えている。底面はほぼ平坦で壁はやや急傾

斜で立ち上がる。遺物は26g出土 しているが、時期・性格は不明である。重複関係と規模・形状から縄文時

代の陥し穴の可能性が高い。 (小針)

SK13土坑 (第243図 )

A tt N20W198グ リッドに位置する。他の遺構との重複関係はなく、V層上面で黒褐色土の広がりをもっ

て確認 した。平面形は不整な楕円形を呈 し、規模は長軸120cm、 短軸65cm、 検出面からの深さは35clllで あっ

た。遺構内堆積土は黒褐色粘質土の単層である。底面は西側に向かって緩やかに落ち込む。遺物の出土はな

く、時期・性格等は不明である。
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第242図 土坑 (SK)平面図

SK14土坑 (第243図 )

A tt N19W190グ リッドに位置する。調査時には S118竪穴住居跡と重複 し本土坑が新 しいと判断したた

め、ここでは土坑として扱うが、遺構内堆積土に S118竪穴住居跡との明確な差を確認することができない

ため同竪穴住居跡に付属する施設の可能性が高い。本土坑はV層上面で検出したが、調査中の手違いにより

断面観察は行っていない。平面形は楕円形を呈 し、確認できた規模は長軸 110clll、 短軸80cm、 検出面からの

深さは30clllで ある。底面はほぼ平坦で S118竪穴住居跡の床面よりわずかに落ち込む。壁は急傾斜で立ち上
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H=64000m

a'             a'
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新遺構名  層番号 記号   土性  粘性  しまり 特徴
Ｋ

Ｋ

Ｋ

　

　

Ｋ

黒褐  10YR3/1 粘質土  弱   弱
黒褐  10YR2/3 粘質土  中  やや弱
黒褐  10YR2/2 粘質土 やや弱 やや強
暗褐  10YR3/3 粘質土 やや弱 やや強

にない黄褐 10YR5/4 粘質上 やや弱  弱
暗褐  10YR3/3 粘質土 やや弱 やや強
黒褐  10YR3/2 粘質土 やや弱  弱
黒褐  10YR2/2 粘質土  弱  やや弱
黒褐  10YR2/3 粘質土  弱   弱
黒褐  10YR2/2 粘質土  中   強
黒褐  10YR2/2 粘質土  中   強
暗褐  10YR3/4 粘質土 やや強 やや強

黄褐色砂質土ブロック少 炭化物少 焼土粒少

黄褐色砂質土ブロック少 炭化物少 焼土粒少
黄褐色砂質土ブロック少 炭化物少 焼土粒少

SK05
SK06
SK07
SK08
SK09
SK10
SKll
SK12

黒褐  10YR2/2 粘質上 やや弱 やや弱 黄褐色砂質上ブロック中 炭化物少
黒褐  10YR2/2 粘質土 やや弱  強  黄褐色砂質土 多
黒褐  10YR3/2 粘質土 やや強 やや強 黄褐ブロック (中)を少量合む

黒褐  10YR2/2 粘質土 やや強  中  黄褐ブロックを多 く合む

がる。遺物は286g出 土 しており、そのうち 1点 34gを図示している (836)。 内面に黒色処理が施される杯

であり、底部側縁にヘラケズリによる再調整が施される。時期は出土遺物から平安時代に属すると考えられ

る。                                        (月 針ヽ・西澤)

SK15上坑 (第 243図 )

A tt N19W192グ リッドに位置する。SK14同様、調査時には S118竪穴住居跡と重複し本土坑が新 しいと

判断したためここでは土坑として扱っている。 しかし、断面観察では S118竪穴住居跡との間に明確な立ち

上がりを確認することはできず、同竪穴住居跡に付属する施設の可能性が高い。本土坑はV層上面で黒褐色

土の広がりをもって検出した。平面形は不整な楕円形を呈 し、規模は長軸188cm、 短軸70clll、 検出面からの

深さは35clllで あった。遺構内堆積土は 2層に分けた。 1・ 2層 ともに黒褐色粘質上を基調とし、前述 したよ

うに S118竪穴住居跡の堆積土と非常に近い。底面は北側がわずかに落ち込むが、S118竪穴住居跡の床面と

ほとんど差がない。壁はほぼ垂直に立ち上がる。遺物は787g出土 しているが図示できない。時期は堆積土

の様子からS118と 同時期と考えられる。 (小針)

SK16土坑 (第243図 )

A tt N16W182グ リッドに位置する。調査時には S120竪穴住居跡と重複 し本土坑が新 しいと判断 したた

めここでは土坑として扱うが、S120竪穴住居跡に付属する施設の可能性 もある。本土坑はV層上面で褐灰

色上の広がりをもって検出した。平面形は不整な楕円形を呈 し、規模は長軸180cm、 短軸85cm、 検出面から

の深さは55cmで ある。遺構内堆積土は 3層に分けた。 1層は褐灰色粘質土、 2層は黒褐色粘質土、 3層 はに

ぶい黄褐色粘質上をそれぞれ基調とする。底面は鍋底状を呈 し、S120竪穴住居跡の床面からは落ち込む。

壁は底面から緩やかに立ち上がったのち、中位で急傾斜に立ち上がる。遺物は72g出土 しているが図示でき

ない。時期は堆積土の状況からS120と 同時期と考えられる。 (小針)

SK17土坑 (第243図 )

A tt N14W172グ リッドに位置する。他の遺構との重複はなく、V層上面で黒褐色土の広がりをもって確

認 している。平面形は隅丸方形を呈 し、規模は長軸100cm、 短軸95cm、 検出面からの深さは18cmで ある。遺

構内堆積土は黒褐色粘質上の単層であった。底面は鍋底上で東側がやや落ち込み、壁は比較的緩やかに立ち

上がる。遺物の出土はな く、時期・ 性格については不明である。
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第243図 土坑 (SK)平面図 (2)

SK18土坑 (第243図 )

A tt N14W167グ リッドに位置する。他の遺構との重複はなく、V層上面で黒褐色上の広がりをもって検

出している。平面形は不整な円形を呈 し、規模は径85cm、 検出面からの深さは18cmで ある。遺構内堆積土は

2層に分けた。 1層は黒褐色粘質土、 2層 は褐色粘質土を基調とする。底面はほぼ平坦で、壁は比較的緩や
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新遺構名  層番号 土 性記号 粘性  しまり 特徴

SK13
SK15

SK16

SK17
SK18

SK19

SK20

SK21
SK22

黒褐
黒褐
黒褐
灰褐
黒褐

にぶい黄褐
黒褐
黒褐
黒褐
褐色
暗褐

にぶい黄橙
黒褐
黒褐
黒褐
黒褐
黒褐

10YR2/2 粘質土
10YR3/1 粘質土
10YR3/1 粘質土
10YR4/1 粘質土
10YR3/1 粘質土
10YR4/3 粘質土
10YR2/2 粘質土
10YR3/2 粘質土
10YR2/2 粘質土
10YR4/4 粘質土
10YR3/3 粘質土
10YR4/5 粘質土
10YR2/2 粘質土
10YR3/2 粘質土
10YR3/3 粘質土
10YR3/2 粘質土
10YR3/3 粘質土

強

　

　

　

　

強

弱

　

　

強

中
中

中

中

や
中

中

中

中

や

や
中

中

や
中

中

や

　

　

　

　

や

や

　

　

や

中
中

やや強
やや強

中
中

やや弱
中

やや強
やや強

中
中

やや強
やや強
やや弱

中
やや弱

責褐ブロックを少量合む

黄褐粒 炭化物をむ

黄褐ブロックを含む ブロックの大きさが大きい

黄褐ブロックやや多く含む 焼土粒を少量含む

炭化物 焼土粒 黄褐ブロックを少量合む

焼土ブロック、炭化物を含む

焼土ブロック、炭化物をやや多く合む

焼土ブロック多い 焼土粒中 炭化物

黄褐色砂質ブロック多い

責褐砂質ブロックを極少量合む

暗褐ブロックを少量合む

やや暗褐気味 漸移層か ?黄褐ブロック (中 )を合む

脇に黄褐 (地山)ブロックを含む

かに立ち上がる。遺物の出土はなく、時期・性格は不明である。 (河 針ヽ)

SK19土坑 (第 243図 )

A tt N22W185グ リッドに位置する。他の遺構との重複はなく、V層上面で暗褐色上の広がりをもって確

認 した。平面形は円形を呈 し、規模は径105cm、 検出面からの深さは90cmで ある。遺構内堆積土は 2層 に分

けた。 1層 は暗褐色シル ト、 2層 は褐色砂質土を基調とする。堆積状況はいわゆるレンズ状堆積を呈するた

め自然堆積と判断 している。底面は鍋底状で、壁は急角度で立ち上がる。遺物は487g出土 しているが細片

である。時期・性格は不明である。                             (河 針ヽ)

SK20土坑 (第 243図 )

A tt N17W192グ リッドに位置する。他の遺構との重複はないが、南側が調査区外に延びるため完掘を行っ

ていない。本土坑はV層上面で黒褐色土の広がりをもって検出している。確認できた規模は長軸133cm、 短

軸55cm、 検出面からの深さは50cmで あり、平面形は長い楕円形を呈すると推測 している。遺構内堆積土は 3

層に分けた。 1・ 2層 は黒褐色粘質土、 3層 は暗褐色粘質土を基調とする。堆積状況は概ねいわゆるレンズ

状堆積を呈するため自然堆積と判断している。底面はほば平坦であるが、北端はピット状に掘り込んでいる。

壁は底面からほぼ垂直に立ち上がり、上位でやや開く。遺物は10.9g出土 しているが、少量のため時期・性

格は不明であるが、規模・形状から縄文時代の陥 し穴の可能性が高い。 (小針)

SK21」L坑 (第 243図 )

B tt N169W107グ リッドに位置する。他の遺構との重複はなく、V層上面で黒褐色土の広がりをもって

検出した。平面形は不整な楕円形を呈 し、規模は長軸93cm、 短軸53cm、 検出面からの深さは 8 cmで ある。遺

構内堆積土は黒褐色粘質土の単層であった。底面はやや起伏があり、壁は緩やかに立ち上がる。遺物は底面

から浮いた状態で出土している。279gの遺物が出上 しそのうち 2点 197gを図示 した。839・ 840は杯である。

840は 内面に黒色処理が施され、839に比べて大型である。出土遺物から本土坑の時期はⅡ期 (9世紀末～10

世紀前葉)に位置づけられると考えている。 (小針)

SK 22土坑 (第 243図 )

B tt N169W108グ リッドに位置する。他の遺構との重複はなく、V層上面で黒褐色土の広がりをもって
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第244図 土坑 (SK)平面図 (3)

検出している。平面形は不整な楕円形を呈 し、規模は長軸58cm、 短軸43cm、 検出面からの深さは13clllである。

遺構内堆積土は黒褐色砂質土の単層であった。底面には起伏があり、壁はやや急傾斜で立ち上がる。遺物の

出土は1,855g出土 し、うち 8点992gを 図示 している。841・ 843は 内面に黒色処理が施される杯でいずれも

ゆるやかに内湾する体部をもつ。845は 内外面ともに黒色処理が施される。両面とも細かな ミガキが施され

る。842・ 844は 高台杯で、内面に黒色処理が施されない。8441ま 高台のみの破片である。846～848は甕でい

ずれもロクロ調整である。出土遺物より時期は平安時代であるが詳細は不明である。

-236-―

(小針)



新遺構名  層番号 記号 土性  粘性  しまり 特徴

SK22
SK23
SK24
SK25

褐
褐
褐
褐
褐
褐
褐
褐
褐
褐
褐
褐
色
褐
褐

黒
黒
黒
黒
暗
黒
黒
暗
黒
暗
黒
黒
褐
黒
黒

10YR3/3 粘質土
10YR1/1 粘質土
10YR2/2 粘質土
10YR3/1 粘質土
10YR3/3 粘質土
10YR3/1 粘質土
10YR3/1 粘質土
10YR3/3 粘質土
10YR3/1 粘質土
10YR3/4 粘質土
10YR3/1 粘質土
10YR2/2 粘質土
10YR4/4 粘質土
10YR2/2 粘質土
10YR2/2 粘質土

中  やや弱
中  やや強
中  やや強
中  やや強

やや強  中
やや強 やや強
やや強  中

中   中
中  やや強

やや強  中
中  やや強
中  やや強

やや強  中
中  やや弱
中  やや強

責褐粒少量含む

黄褐色土ブロックを含まない

下位に黄褐ブロック (大)を合む

黄褐ブロックを多く含む

黄褐ブロックを含む 焼土粒炭化物含む

φ5cm前 後の円礫 (攪乱 ?)を含む

黄褐粒を少量合む

黄褐ブロックを合む

黄褐ブロックを多く合む

黄褐粒をほとんど合まない

黄褐ブロックを含む

黒褐ブロックを合む

暗褐色粘質土ブロック少

Ｋ

Ｋ

　

Ｋ

　

Ｋ

Ｋ

Ｋ

SK23土坑 (第244図)

A tt N17W185グ リッドに位置する。他の遺構 との重複はなく、V層上面で検出しているが調査時の手違

いにより断面観察は行っていない。平面形は不整な楕円形を呈 し、規模は長軸70cm、 短軸63clll、 検出面から

の深さは18cmで あった。底面はほば平坦で、壁はやや急傾斜で立ち上がる。遺物は底面から浮いた状態で出

土 している。出土量は624gで あり、そのうち 1点277gを 図示 している。849は土師器甕であり、底部を欠

損 している。出土遺物から本土坑は平安時代に属すると考えられる。 (小針)

SK24土坑 (第 244図 )

A tt N21W203グ リッドに位置する。他の遺構との重複はなく、V層上面で黒褐色上の広がりをもって検

出している。平面形は隅丸方形を呈 し、規模は長軸80cm、 短軸70cnl、 検出面からの深さは20cnlで ある。遺構

内堆積土は黒褐色粘質土の単層であった。底面は鍋底状を呈 し、壁は緩やかに立ち上がる。遺物の出土はな

く、時期・性格は不明である。                                (小 針)

SK25土坑 (第 244図 )

A tt N24W197グ リッドに位置する。他の遺構との重複はなく、V層上面で黒褐色土の広がりをもって検

出している。平面形は不整な隅丸方形を呈 し、規模は長軸110cal、 短軸85cm、 検出面からの深さは18cmで あ

る。遺構内堆積土は 2層 に分けた。 1層 は黒褐色粘質土、 2層 は暗褐色粘質土を基調とする。底面は西側が

やや深 く鍋底状であるのに封し、東側はほぼ平坦である。壁はやや急傾斜で立ち上がる。本土坑は遺物の出

土がないため時期・ 1陛
格は不明である。 (小針)

SK26土 坑 (第 244図 )

A tt N25W198グ リッドに位置する。他の遺構 との重複はなく、V層上面で黒褐色土の広が りを もって検

出した。平面形は円形を呈 し、規模は径63clll、 検出面からの深さは25cmで あった。遺構内堆積土は黒褐色粘

質土の単層である。底面はほぼ平坦で、壁はほぼ垂直に立ち上がる。遺物ごく少量、20gのみ出土 している。

時期・性格は不明である。 (小針)

SK27土坑 (第244図 )

B tt N92W88グ リッドに位置する。S131竪穴住居跡、Pit 316と 重複 し、新旧関係はいずれの遺構よりも

本土坑が古い。本土坑は S131竪穴住居跡貼床除去後に黒褐色土の広がりをもって確認 した。平面形は楕円
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第245図 土坑 (SK)平面図 (4)

形を呈 し、規模は長軸 128clll、 短軸80clll、 検出面からの深さは65cmで ある。遺構内堆積土は 2層に分けた。

1層 は黒褐色粘質土、 2層 は暗褐色粘質土を基調とする。堆積状況からは自然堆積か人為堆積かを判断する

ことはできない。底面は概ね平坦であるが、南端はピット状に掘 り込んでいる。壁はほば垂直に立ち上がる。

―-238-―



新遺構名  層番号 記号   土性 粘性  しまり 特徴

SK32

SK33

SK37

SK34

SK35

SK36

SK38

黒褐
暗褐
灰褐
黒褐
黄橙
暗褐

にぶい黄橙
暗褐
暗褐
明黄掲
褐

黒褐
黒褐
黒褐
黒褐
黄褐
責褐
黄褐
黒褐
暗褐
褐灰
黒褐
黒褐

にぶい黄橙
黄橙

10YR3/2 粘質土
10YR3/4 粘質土
10YR4/2 粘質土
10YR3/2 粘質土
10YR7/6 粘質土
10YR3/3 粘質土
10YR4/3 粘質土
10YR3/3 粘質土
10YR3/3 粘質土
10YR6/6 粘質土
10YR4/4 粘質土
10YR2/2 粘質土
10YR2/3 粘質土
10YR3/2 粘質土
10YR2/2 粘質土
10YR5/8 粘質土
10YR2/2 粘質土
10YR5/8 粘質土
10YR2/2 粘質土
75YR3/4粘 質土
10YR5/1 粘質土
10YR3/1 粘質土
10YR2/2 粘質土
10YR4/3 粘質土
10YR5/6 粘質土

中   中
中   中
中   強

やや弱 やや弱
やや弱  中
弱   弱
中  やや弱

やや弱  弱
中   中
中  やや強
中   弱
中   中

やや弱 やや弱
中   中
中   中

やや強  中
中   中

やや強  中
中   中

やや弱  中
中   中
中  やや弱
中  やや弱
中   中

やや弱 やや弱

黄褐色粘質土ブロック少
黄褐色粘質土ブロック多い

黄褐色粘質土ブロック多い

黒掲色砂質土ブロック少
(骨片合む)有機質腐だった層と思う

黄褐粘土ブロック少 焼土粒少
黒褐色粘質土ブロック中 炭化物少
黒褐粘質土ブロック少 責褐粘質土少
暗褐色粘質土ブロック少
元有機質か ?
黄褐粒子を少量含む

褐色粒子を極少量含む

黄掲色粒子を少量含む

暗褐ブロック (VB)を 合む

暗褐ブロック (VB)を 合む

暗褐ブロック (� B)を 合む

暗褐ブロック (� B)を 含む

褐色砂質粒を少量含む

焼土ブロックを多く合む

褐色砂質を多 く合む

暗褐色ブロックを合む

褐色ブロックを合む

褐色砂質ブロックを多く合む

暗褐、明黄掲色ブロックを含む

本土坑は遺物の出土がないため時期 。性格は不明であるが、規模・形状から縄文時代の陥し穴の可能性があ

る。

SK28」二坑 (第244図 )

(小針)

B tt N87W92グ リッドに位置する。ほぼ中央を水道管によって破壊されているが、他の遺構との重複は

なく、V層上面で黒褐色粘質土の広がりをもって検出した。平面形は長方形を呈 し、規模は長軸140cm、 短

軸85cm、 検出面からの深さは38cmで あった。遺構内堆積土は 2層 に分けた。 1層 は黒褐色粘質土、 2層は暗

褐色粘質土を基調とする。底面はほぼ平坦で、壁はほば垂直に立ち上がる。遺物の出土はなく、時期・性格

は不明である。

SK29土坑 (第 244図 )

(小針)

B tt N96W90グ リッドに位置する。他の遺構との重複はないが、北側が調査区外に延びるため完掘を行っ

ていない。本土坑はV層上面で黒褐色土の広がりをもって検出した。平面形は溝状を呈 し、確認できた長さ

は155cm、 幅63cm、 検出面からの深さは73cmで ある。遺構内堆積土は 3層に分けた。 1・ 2層 は黒褐色粘質

土、 3層 は褐色粘質土を基調とする。堆積状況は概ねいわゆるレンズ状堆積であるため自然堆積と判断して

いる。底面は幅が狭いがほぼ平坦であった。壁は底面から急傾斜で立ち上がり,中位でやや傾斜が緩やかに

なったのちに再び急傾斜で立ち上がる。遺物の出土がないため時期・ l14格は不明であるが、規模・形状から

縄文時代の陥し穴である可能性が高い。 (小針)

SK30土坑 (第 244図 )

C tt N247E25グ リッドに位置する。S128竪穴住居跡と重複 し、新旧関係は本土坑が S128竪穴住居跡よ

り新 しい。本土坑はV層上面で黒褐色土の広がりをもって検出した。平面形は溝状を呈 し、規模は長さ325

cm、 幅80cm、 検出面からの深さは20cmで ある。遺構内堆積土は黒褐色粘質土の単層であった。底面は鍋底状

で、壁は緩やかに立ち上がる。遺物の出土がないため時期・性格は不明である。
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SK31」L坑 (第 244図 )

C tt N244E32グ リッドに位置する。他の遺構との重複はなく、V層上面で黒褐色土の広がりをもって検

出している。平面形はやや不整な楕円形で、規模は長軸158cm、 短軸108clll、 検出面からの深さは23cmで ある。

遺構内堆積土は黒褐色粘質上の単層であるが、 しまりがやや強いため人為堆積の可能性もある。底面は鍋底

状で、壁は緩やかに立ち上がる。遺物の出土がないため時期 。性格は不明である。 (小針)

SK32土坑 (第 245図 )

C tt N243E13グ リッドに位置する。他の遺構との重複はなく、V層上面で黒褐色土の広がりをもって検

出している。平面形はやや不整な精円形で、規模は長軸113cm、 短軸90clll、 検出面からの深さは30cmで ある。

遺構内堆積土は 2層 に分けた。 1層 は黒褐色粘質土、 2層 は暗褐色粘質土を基調 とする。堆積状況は概ねい

わゆるレンズ状堆積であり、自然堆積と判断している。底面は鍋底状を呈する。壁はやや急傾斜で立ち上が

るが、北壁では中位で一度緩やかになる。遺物の出土はなく、時期・性格は不明である。 (小針)

SK33土坑 (第 245図 )

C tt N228E 5グ リッドに位置する。S129竪穴住居跡と重複 し、新旧関係は本土坑が S129竪穴住居跡よ

り新しい。本土坑はV層上面で灰黄褐色土の広がりをもって検出した。平面形は不整な楕円形を呈 し、規模

は長軸 170clll、 短軸103cm、 検出面からの深さは45clllで あった。遺構内堆積土は 4層 に分けた。 1層 は灰黄褐

色粘質土、 2層 は黒褐色砂質土、 3層は明黄褐色砂質土、 4層 は暗褐色砂質土をそれぞれ基調とする。 1～

3層 はいわゆるレンズ状堆積 。三角堆積を呈するが、 しまりや含有物から人為堆積と考えている。また、 4

層はしまりが非常に弱 く、骨片を含むため本来は有機質であった層と考えている。底面はほぼ平坦で、壁は

ほば垂直に立ち上がる。遺物は堆積土中から9gの み出土 している。

本土坑の時期・性格は出土遺物及び堆積状況から近世墓と考えている。 (小針)

SK34土坑 (第 245図 )

A tt N19W202グ リッドに位置する。S115竪穴住居跡、SK35土坑と重複 し、新旧関係はいずれの遺構よ

り本土坑が古い。本土坑は S115竪穴住居跡貼床除去後に黒褐色土の広が りをもって確認 したが、西側は

SK35土坑によって破壊され、南側は調査区外に延びるため完掘を行 っていない。確認できた規模は長さ

125cm、 幅23cn、 検出面からの深さは53cmであり、平面形は溝状を呈すると推測 している。遺構内堆積土は

3層 に分けたが、いずれも黒褐色粘質土を基調とする。底面は起伏が激 しく、東側を深く掘 り込んでいる。

壁は急傾斜で立ち上がる。遺物の出土がないため時期・性格は不明であるが、重複関係、規模・形状から縄

文時代の陥し穴の可能性がある。 (小針)

SK35上坑 (第245図 )

A tt N19W201グ リッドに位置する。S115竪穴住居跡、SK34土坑と重複 し、新旧関係は本土坑が S115

竪穴住居跡より古 く、SK34土坑より新 しい。本土坑は S115竪穴住居跡貼床除去後に黒褐色土の広がりを

もって確認 したが、南側が調査区外に延びるため完掘を行っていない。確認できた規模は長軸 110clll、 短軸

20cm、 検出面からの深さは60cmであり、平面形は不整な楕円形を呈すると推測 している。遺構内堆積土は 2

層に分けた。 1層は黒褐色粘質土、 2層 は黄褐色粘質土を基調としている。底面は東側が深く平坦ではない。
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壁は底面から急傾斜で立ち上がり、上位でやや開 く。遺物の出土がないため時期・性格は不明であるが、

SK34同様、重複関係と規模・形状から縄文時代の陥し穴の可能性がある。           (小 針)

SK36土坑 (第 245図 )

A tt N15W165グ リッドに位置する。S122竪穴住居跡と重複 し、新旧関係は本土坑が S122竪穴住居跡よ

り古い。本土坑はV層上面で黒褐色土の広がりをもって検出した。平面形は隅丸方形を呈 し、規模は長軸90

cm、 短軸85cm、 検出面からの深さは20cmである。遺構内堆積土は 2層 に分けた。 1層 は黒褐色粘質上、 2層

は暗褐色粘質土を基調とする。底面はやや起伏があるが概 して平坦で、壁はやや急傾斜で立ち上がる。遺物

の出土がないため時期・性格は不明であるが、重複関係から平安時代以前の可能性がある。    C/Jヽ針)

SK37上坑 (第245図 )

C tt N231E 3グ リッドに位置する。S129竪穴住居跡と重複 し、新旧関係は本土坑が S129竪穴住居跡よ

り新 しい。本土坑はV層上面でにない責褐色土の広がりをもって検出した。平面形は不整な楕円形を呈 し、

規模は長軸185cm、 短軸120cm、 検出面からの深さは40cmで あった。遺構内堆積土は 5層に分けた。 1層 はに

ぶい黄褐色砂質土、 2層 は暗褐色砂質上、 3層は暗褐色粘質土、 4層 は明黄褐色粘質土、 5層 は褐色砂質土

をそれぞれ基調とする。 1～ 4層はいわゆるレンズ状堆積 。三角堆積を呈するが、 しまりや合有物から人為

堆積と考えている。 5層 はしまりが非常に弱 く本来は有機質であった層と考えている。また、 3層は骨片を

含んでいた。底面は中央が緩やかに落ち込み、壁はほば垂直に立ち上がる。

遺物は出土 してないなものの、骨片の出土やその形状及び堆積状況から近世墓と考えている。  C/1ヽ針)

SK38上坑 (第245図 )

A tt N24W222グ リッドに位置する。S111竪穴住居跡と重複 し、新旧関係は本土坑が S111竪穴住居跡よ

り古い。本土坑はV層上面とS111竪穴住居跡床面で黒掲色土の広がりをもって確認 した。平面形は不整な

楕円形を呈 し、規模は長軸128cm、 短軸70cm、 検出面からの深さは60cmである。遺構内堆積土は 5層に分け

た。 1層は褐灰色粘質土で断面観察でのみ確認できた層である。 2・ 3層は黒褐色粘質土、 4層はにぶい黄

褐色粘質土、 5層 は黄褐色砂質土を基調とする。堆積状況はいわゆるレンズ状堆積・三角堆積を呈するため

自然堆積と判断している。底面は鍋底状で、壁は急傾斜で立ち上がる。遺物の出土がないため時期・性格は

不明であるが、重複関係から平安時代以前と考えることができる。 (小針)

SK39土坑 (第245図 )

A tt N19W199グ リッドに位置する。S115竪穴住居跡と重複 し、新旧関係は本土坑が S115竪穴住居跡よ

り新 しい。本土坑はV層上面で確認 しているが、調査時の不注意により断面観察を行わず完掘 してしまった。

平面形は不整な円形で、径108cal、 検出面からの深さは15clllで ある。底面はほぼ平坦で壁はやや急傾斜で立

ち上がる。遺物の出土がないため時期・性格は不明であるが、重複関係からは平安時代以降といえる。

(小針)

SK40土坑 (第 246図 )

C tt N163E 3グ リッドに位置する。SD06溝跡と重複 し、新旧関係は本土坑が SD06溝跡より古い。本土

坑は SD06溝跡の底面で灰褐色土の広が りをもって確認 している。平面形は楕円形を呈 し、規模は長軸145

-241-



clll、 短軸50cm、 検出面からの深さは55cmである。遺構内堆積土は 4層に分けた。 1層 は灰褐色粘質土、 2層

はにぶい黄褐色粘質土、 3・ 5層は暗褐色粘質土、 4層は褐色砂質土を基調とする。堆積状況は概していわ

ゆるレンズ状堆積を呈するため自然堆積と考えている。底面は平坦で、壁はほぼ垂直に立ち上がるが中位で

やや開く。遺物の出上がないため時期・性格は不明であるが、重複関係と規模・形状から縄文時代の陥し穴

の可能性がある。 (小針)

SK41上坑 (第246図 )

C tt N241W12グ リッドに位置する。他の遺構との重複はないが、調査開始時に西側をサブトレンチによっ

て破壊 してしまった。本土坑はV層上面で褐灰色上の広がりをもって検出した。平面形は不整な楕円形を呈

し、規模は長軸190cm、 短軸 120clll、 検出面からの深さは53clllで ある。遺構内堆積土は 3層に分けた。 1層は

褐灰色粘質土、 2層は黒褐色粘質土、 3層は黒色粘土を基調とし、 1・ 2層は人為堆積の可能性がある。底

面は平坦で、壁はやや急傾斜で立ち上がる。遺物の出土はなく、時期・性格は不明である。    C/Jヽ針)

SK42土坑 (第246図 )

D tt N188E61グ リッドに位置する。SD09溝跡と重複し、新旧関係は本土坑が SD09溝跡より古い。本土

坑はV層上面で黒褐色上の広がりをもって確認 した。平面形は楕円形を呈 し、規模は長軸108clll、 短軸50cm、

検出面からの深さは48clllで ある。遺構内堆積土は 4層に分けた。 1層 は黒褐色粘質土、 2層は黒褐色粘土、

3層 は灰黄褐色粘質土、 4層は黒褐色粘土を基調とする。堆積状況は概ねいわゆるレンズ状堆積を呈 し、自

然堆積と考えている。底面は平坦で、壁は底面からほぼ垂直に立ち上がったのち上位でやや開く。遺物の出

土がないため時期 。性格は不明であるが、重複関係と規模・形状から縄文時代の陥し穴の可能性がある。

(小針)

SK43土坑 (第246図 )

A tt N18W186グ リッドに位置する。SK44土坑、Pit 190と 重複 し、新旧関係は本土坑が Pit 190よ り古

くSK44土坑より新 しい。本土坑はV層上面で黒褐色土の広がりをもって検出している。平面形は円形で、

規模は径70cm、 検出面からの深さは15cmで ある。遺構内堆積土は黒褐色砂質土の単層であった。底面は鍋底

状で東側がやや深 く、壁は緩やかに立ち上がる。遺物は279g出土 し、そのうち 2点 197gを 図示 した。

(小針)

SK44土坑 (第246図 )

A tt N17W187グ リッドに位置する。SK43土坑と重複 し、新旧関係は本土坑が SK44土坑より古い。本

土坑はV層上面で黒褐色土の広がりをもって検出している。平面形は不整な楕円形で、規模は長軸110cm、

短軸75clll、 検出面からの深さは10clllで ある。遺構内堆積土は黒褐色粘質土の単層であった。底面は起伏があ

り平坦ではない。壁は緩やかに立ち上がる。遺物は底面から浮いた状態で出上 している。総重量1,855gで

あり、そのうち 8点 。993gを図示 している。 (小針)

SK45土坑 (第246図)

A tt N26W218グ リッドに位置する。調査時には S111竪穴住居跡と重複 し本土坑が新 しいと判断したた
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新遺構名  層番号

第246図 土坑 (SK)平面図 (5)

記号  土性  粘性  しまり 特徴

SK41

灰褐  7.5YR4/2粘質土
にぶい黄橙 10YR6/3粘質土

暗褐  10YR3/3粘質土

褐色  10YR4/4粘質土

暗褐  75YR3/3粘質土

褐灰  10YR4/1粘質土

黒褐  10YR3/2粘質土
黒   10YR2/1粘 質土

黒褐  10YR3/1粘質土
黒褐  10YR3/2粘質土

灰褐  10YR4/2粘質土
黒褐  10YR2/3粘質土

黒褐  10YR3/1粘質土
黒褐  10YR3/2粘質土

黒褐  10YR2/2粘質土

暗褐  10YR3/3粘質土

黒褐  10YR2/2粘質土

やや強  強
中   中

やや弱  中
やや弱  中

中   中
やや強  中

中   中
強   中

やや強  中
やや強  中
やや強 やや弱
強   中
中  やや弱

やや強 やや強
中   中
中  やや強
中   中

灰掲ブロック (小)を含む
黄褐色粒少量合む

暗褐色粒少量含む
褐色粒少量含む

黄褐ブロック少量合む
黄褐粒少量合む

黄褐ブロック中量合む

黄褐色粒子を少量合む
黄褐色ブロックを含む

2層は、S111よ り黄褐砂質が多い

黄褐ブロックを合む

Ｋ

Ｋ

Ｋ

め、ここでは土坑として扱うが、遺構内堆積土に S111竪穴住居跡との明確な差を確認することができない

ため同竪穴住居跡に付属する施設の可能性が高い。本土坑はV層上面で黒褐色土の広がりをもって検出して

いる。平面形は不整な楕円形を呈 し、規模は長軸 188clll、 短軸63clll、 検出面からの深さは40clllで ある。遺構

内堆積土は 3層 に分けた。 1・ 3層は黒褐色粘質土、 2層 は暗褐色粘質土を基調とする。底面は東側が深 く、
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第248図  SK09出土石器

S111竪穴住居跡の床面よりもやや深 く掘 り込んでいる。中央にはピット状の落ち込みを確認 している。壁

は急傾斜で立ち上がる。遺物の出土は確認できなかった。時期は、堆積土の状況や位置関係からS111と 同

時期と考えられる。                                    C/1ヽ 針)

―ら

◆
o           (1: 2) 10 clll
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4 溝跡 (SD)

SD01溝跡 (第249図 )

B ttN100Wl10グ リッドに位置する。調査区内では S101竪穴住居跡と重複 し、新旧関係は本溝跡がいず

れの遺構よりも新 しい。本溝跡は北西から南東に向かって直線的に延びるが、N85W100グ リッド付近で二

方に分岐する。南 。東は後世の削平によって破壊 され、北西・南西は調査区外に延びるため、本遺構は完掘

を行っていない。

本遺構はV層上面で暗褐色土の広がりをもって検出した。遺構内堆積土は暗褐色粘質上の単層であり、自

然堆積か人為堆積かは判断できなかった。分岐部分については南 。東に延びる溝跡の幅がやや狭 くなるため、

2つの溝跡の重複の可能性もある。しかし、調査中には平面観察での重複は確認できず、堆積土も同じであっ

たため同一の溝跡と判断した。調査区内で確認 した長さは分岐部分までが10.6m、 分岐部分から西に4.5m、

東に1.lm、 南に0.9mで ある。上幅は最大で1.3m、 深さは30cmで あった。壁は緩やかに立ち上がり、底面は

ほぼ平坦だが概 して南側に向かって低 くなっている。

遺物は 2点のみ出土 している (861・ 862)。 いずれも大掘相馬産の碗の皿で近世に属すると考えられる。

本溝跡は時期 。性格については不明である。ただし、時期については遺物や堆積土から近世以降の可能性

が高い。 (小針・西澤)

SD02溝跡 (第249図 )

B tt N100W■ 0グ リッドに位置する。調査区内では Pit 2・ 3・ 4と 重複 し、新旧関係は本溝跡がいずれ

の Piは りも新しい。本溝跡は北西から南東に向かって緩やかに蛇行 しながら延びるが、南東は後世の削平

によって破壊され、北西は調査区外のため完掘を行っていない。

本遺構はV層上面で暗色土の広がりをもって検出した。遺構内堆積土はSD01溝跡と同様暗褐色粘質土の

単層であり、自然堆積か人為堆積かは判断できなかった。調査区内で確認 した長さは18.4m、 上幅は最大で

95cm、 深さは15cmで ある。壁は緩やかに立ち上がり、底面はほぼ平坦だが南側に向かって低 くなっている。

本溝跡は時期・性格については不明であるが、堆積土が SD01溝跡と同一であり、ほぼ平行 して延びる。

このことから、本溝跡はSD01溝跡と同様の性格を有し、時期についても同様か比較的近い時期の溝跡と考

えることができる。 (小針)

SD03溝跡 (第 250・ 251図 )

B tt Nl10Wl10グ リッドに位置する。調査区内では Pit 24と 重複 し、新旧関係は本溝跡が新 しい。本溝

跡は東から西に向かって直線的に延びるが、両端とも調査区外に延びるため完掘を行っていない。

本溝跡はV層上面で黒褐色土の広がりをもって検出した。遺構内堆積土は黒褐色粘質土の単層であり、自

然堆積か人為堆積かを判断することはできなかった。調査区内で確認 した長さは6.7m、 上幅は最大で55cm、

深さは20omで あった。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面はほば平坦であった。遺物は石匙が 1点のみ出土 し

ている (860)。

本溝跡は出土遺物が少量であるため時期・性格については不明である。 しかし、時期については堆積土か

ら中世以前の可能性が高 く、また、性格についても堆積状況に水の影響を確認できないことから区画等の性

格を考えている。
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SD 04溝跡 (第 252・ 253図 )

B tt N180～ N160Wl10グ リッドに位置する。

SE02井戸跡・ SK08土坑 と重複 し、新旧関係は本

溝跡が SE02井戸跡より古 く、SK08土坑より新 し

い。本溝跡は南東から北西に向かって直線的に延び

るが、南東は調査区外に延び、北西は後世の削平に

よって破壊されているため完掘を行っていない。

本溝跡はV層上面で黒褐色土の広がりをもって検

出した。遺構内堆積土は 3層 に分けた。 1・ 2層 は

黒褐色土砂質土、 3層は暗褐色砂質土を基調とする。

2・ 3層 はV層に起因すると考えている黄褐色土ブ

ロックを含んでいるが、 しまりが強 くないため壁の

崩落土と考えている。また、 3層 は本溝跡内南東側

では確認できず、SE02井戸跡より北西の底面に確

認した層である。堆積状況はいわゆるレンズ状堆積・

三角堆積を示しており、自然堆積と考えている。調

査区内で確認できた長さは19.8m、 上幅は最大で90

cm、 深さは40cmで ある。壁は底面から急傾斜で立ち

上がり、上位でやや大きく開く。底面はほば平坦であった。

遺物は 4点が図示可能である。8631ま 須恵器長頸瓶の底部片で

あり、平安時代に属する。

古代の遺物が出土するものの、 B tt N150～ N170Wl10グ リッ

ドに集中するPit群が近世の掘立柱建物跡を形成する可能性もあ

り、その場合、本溝跡はこの掘立柱建物跡と同一の方位であるた

め、近世の区画溝としての性格を考えることもできる。 (小針)

SD 05溝跡 (第254図 )

調 査 区 外

o      (1:100)     4m

第250図  SD03溝跡

860

会
o  (1:2)  5 cHl

第251図  SD03出土遺物

∩

は

Ｈ

日

Ｈ

Ｙ

B tt N100W120グ リッドに位置する。S107竪穴住居跡と重複

し、新旧関係は本溝跡が S107竪穴住居跡より新 しく、Pitよ り古い。本溝跡は北東から南西に向かってほ

ぼ直線的に延びるが、北東は後世の削平によって残存状況が悪 く、南西は調査区外に延びる。そのため、本

溝跡は完掘を行っていない。

本溝跡はV層上面において黒褐色土の広がりをもって検出した。遺構内堆積土は暗褐色砂質土の単層であ

り、人為堆積か自然堆積か判断することはできなかった。調査区内で確認できた長さは12.3m、 上幅は最大

で95cm、 深さは10cmで ある。壁は緩やかに立ち上がり、床面はほぼ平坦であった。

本溝跡は出土遺物が皆無であるため時期・性格等は不明であるが、堆積土から近世以降の可能性がある。

(河 針ヽ)

SD 06溝跡 (第255図 )

C tt N170E Oグ リッドに位置する。SK40と重複 し、新旧関係は本溝跡が SK40よ り新 しい。本溝跡は北
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西から南東に向かって直線的に延びるが、南東

は調査区外に延びるため完掘を行っていない。

本溝跡はV層上面で黒褐色土の広がりをもっ

て検出している。遺構内推積土は 3層に分けた。

1・ 2層は黒褐色粘質土を基調とし、黄褐色土

ブロックを含むが、粘性がやや強かった。 3層

は褐灰色粘質土を基調としている。堆積状況は

概ねいわゆるレンズ状堆積 。三角堆積を示すた

め、自然堆積と考えている。調査区内で確認で

きた長さは8.lm、 上幅は最大で1.8m、 検出面

からの深さは45clllで ある。壁は底面から急傾斜

で立ち上がり、底面はほば凹凸がなく南東に向

かって低 くなっていた。

遺物は 1点 のみ出土 している (864)。 大堀相

馬産の碗であり、近世に属する。

本溝跡の時期は出土遺物から近世とすること

ができる。また、性格については不明であるが、

堆積土に粘性がやや強い層が確認でき、地形の

低いIRlに 向かって延びることから排水施設とし

ての機能を想定 している。 (小針)

SD07溝跡 (第 256図 )

C tt N250W10グ リッドに位置する。SD08

溝跡と重複 し、新旧関係は本溝跡が SD08溝跡

より新 しい。本溝跡は南東から北西に向かって

ほぼ直線的に延びるが、N240E Oグ リッド付

近ではやや角度を北に変える。北東は後世の削

平によって破壊され、南東は調査区外に延びる

ため本溝弥は完掘を行っていない。

本溝跡は灰黄褐色土の広がりとしてV層上面

でそれぞれ検出した。遺構内堆積土は灰責褐色

粘質上の単層であり、自然堆積か人為堆積かを

判断することはできなかった。調査区で確認で

きた長 さは9,9m、 上幅は最大で55clll、 検出面

からの深さは10cmで ある。壁は残存状況が悪い

が、確認できた部分では底面から緩やかに立ち

上がる。底面はほぼ凹凸がなく、北西に向かう

に従い低 くなっている。

b'

yゝ =弘Ю航

o    (1:100)

第252図  SD04溝跡

／
≦ ／

≦ 哲
望
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862
(SD01)

第253図 SD出土遺物

本遺構の時期 。性格は出土遺物がないため不明であるが、堆積土から近世以降の可能性がある。 (小針)

SD 08溝跡 (第256図 )

C tt N250E Oグ リッドに位置する。S129竪穴住

居跡、SD07溝跡 と重複 し、新旧関係は本溝跡が

SD07溝跡より古 く、S129竪穴住居跡より新 しい。

本溝跡は南東から北西に向かって直線的に延びるが、

南東は調査区外に延び、北西は後世の撹乱と削平に

よって破壊されているため完掘を行っていない。

本溝跡はV層上面で黒褐色土の広がりとして検出

している。遺構内堆積土は 3層 に分けた。 1・ 2層

は黒褐色粘質土、 3層は暗褐色粘質土をそれぞれ基

調とする。堆積状況は概ねいわゆるレンズ状堆積・

三角推積を呈するため、自然堆積と判断している。

調査区内で確認できた長さは7.7m、 上幅は最大で

80cm、 検出面からの深さは 8 clllで ある。壁は底面か

ら緩やかに立ち上がり、西壁の上位でやや開く。東

壁の上位はSD07溝跡との重複のため不明であるが、

西壁とほぼ同じ状況であったものと推測 している。

底面は鍋底状を呈 し、北西に向かうに従い低 くなっ

ている。

本溝跡の時期は、重複関係から平安時代以降近世

以前と考えることができる。ただし、東方10mに位

置するSB03掘立柱建物跡 と方位をほば揃えること

を考慮すると、近世の区画溝である可能性が高い。

(小針)

o     (1:100)    4m

第254図 SD05溝跡

下ヽ十一:三ラ):64
(SD06)

o  (1:4) lo cm
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SD09溝跡 (第248図 )

D tt N180E60グ リッドに位置する。S139竪穴

住居跡、SK42と 重複 し、新旧関係は本溝跡がい

ずれの遺構よりも新 しい。本溝跡は北東から南西

に向かって緩やかに弧状に延びるが、後世の削平

のため両端を確認することはできず、本来の形状

がどのようなものであったかは不明である。

本溝跡はV層上面で褐灰色上の広がりをもって

検出した。遺構内堆積土は掲灰色粘質上の単層で

あり、自然堆積か人為堆積かを判断することはで

きなかった。確認できた長さは7.4m、 上幅は最

大で80clll、 検出面からの深さは10clllで ある。壁は

残存状況が悪いが確認できる限りでは底面から緩

やかに立ち上がる。底面には凹凸がないが、南西

に向かってやや低 くなっている。

本溝跡は遺物の出土がないため時期 。性格を明

a              a

"=冊

∞Om

(1 : 100)

調

査

区

外

第256図  SD07・ 08溝跡
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確にすることができないが、

ることができる。

重複関係か ら平安時代以降と考え

(小針 )

遺構名  層番号   色調   記号  土性  粘性 しまり 特徴

a       a

7'~H=63700m

o       (1:100)      4m

第257図 SD09溝跡

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

黒褐  10YR3/3 粘質土 やや弱
暗褐  10YR3/3 粘質土 やや弱
黒褐  10YR2/2 粘質土 やや弱
黒褐  10YR3/2 砂質土 やや弱
黒褐  10YR3/2 砂質土 やや弱

暗褐  10yr3/3 砂質土 やや弱
暗褐  10YR3/4 砂質土  弱
黒褐  10YR3/1 粘質土 やや強
黒褐  10YR2/3 粘質土 やや強
褐灰  10YR4/1 粘質土  中
黒褐  10YR3/2 粘質土  中
黒褐  10YR3/2 粘質土  中
暗褐  10YR3/4 粘質土  中

灰黄褐  10YR4/2 粘質土  中
褐灰  10YR4/1 粘質土  中

やや強 黄褐ブロック少量含む

中  黄褐色砂質ブロック少
弱  黄褐色砂質ブロック少 暗褐色粘土ブロック

中
中  黄褐色砂質プロック中

やや弱 黄褐色砂質土プロック中

羽  黄褐色砂質ブロック中
中  黄褐ブロック (中、粒子)を多く含む

中  黄褐粒子を合む
やや強 黄褐粒と黒褐粒の混合

中  焼土粒 炭化物共に少
やや強 黄褐色粘土ブロック少

中  黄褐色粘土プロック多い

中
中  黄褐粘質土ブロック中 炭化物少

2

3

SD05     1
SD06     1

2

3

SD07    1
2

3

SD08     1
SD09     1
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5 井戸跡 (SE)

SE01井戸跡 (第 2580259図 )

B tt N170W100グ リッドに位置する。Pit406と 重複 し、新旧関係は本井戸跡が Pit343よ り新 しい。本遺

構はV層上面で黒褐色土の広がりをもって検出している。規模は長軸2.3m、 短軸1.8m、 平面形は北西～南

東に長い楕円形を呈する。

遺構内堆積土は 8層に分けた。 1・ 2層は黒褐色砂質土、 3層はにぶい黄褐色砂質土、 4層は黄褐色砂、

5。 6層 は黒褐色砂、 7層は黒褐色粘質土、 8層 はオリーブ灰粘土をそれぞれ基調とする。 1・ 3層 は黄褐

色砂を多く含む層であり、なかでも 1層 は基調となる黒褐色砂質土と黄褐色砂が互層となっていた。 5・ 6

層については東側に厚 く西側に薄 く堆積 しており、概ね東側からのみの流入と考えることができる。また、

5層 は拳大程度の礫を多 く合むが、これは基盤層の礫とは明らかに異なるものである。 1～ 3・ 5。 6層に

ついては人為堆積と判断している。一方、 4層はV層に起因すると考えている層であるが他の層とは異なり

合有物はほとんどみられなかった。色調はV層 と非常に類似するが、V層 と比べるとしまりが弱 く僅かに黒

褐色砂質土のブロックを合んでいたため、遺構内堆積土として捉えることができる。このような土質と壁の

状況から、 4層 については人為的な堆積ではなく壁の崩落土として捉えている。 7層については 5層 同様に

拳大程度の礫を多 く合むが、粘質も強いため水の影響を受けた可能性 も考えられる。人為堆積か自然堆積か

は判断することができなかった。 8層は粘土層であるため水の影響を受けた自然堆積層と考えている。

壁は断面観察を行った東西壁で異なった状況を呈する。西壁は底面から緩やかに立ち上がり、中位でやや

急傾斜になった後にほぼ垂直に立ち上がる。これに対 して東壁は底面から緩やかに立ち上がるが、下位で上

端から東に55cmと 大きく扶れた後に中位から上位にかけて垂直に立ち上がる。底面は西側に比べ東側がやや

深 く、長軸1.15m、 短軸95cmと 南北にやや長い。検出面からの深さは1.35mで ある。

本遺構は井戸枠等を確認 していないが、堆積状況及び規模 。平面形から素掘の井戸跡と考えている。ただ

し、堆積土中で確認 した礫については廃棄時に投げ込んだ可能性と壁の補強に用いられた可能性の 2つ を考

えているが、いずれにしても整然とした石組であった可能性は低い。また、東壁下位ついては、井戸の掘か

たといった構築時のものではなく、機能時あるいは機能停止以降の埋没過程におけるものと理解 している。

遺物は 1点 。98,91gが 出土 している。唐津産の陶器皿で大橋編年 Ⅱ期に相当すると考えられる。

出土遺物から本井戸跡は近世 。江戸時代に属すると考えられる。 (小針 。西澤)

SE02井戸跡 (第 258図)

B tt N170W■ 0グ リッドに位置する。SD04と重複し、新旧関係は本遺構が SD04よ り新 しい。検出はV

層上面で暗褐色土の広がりとその中央のV層に類似した円形の明黄褐色土の広がりをもって確認された。規

模は径190om、 平面形はやや不整形な円形を呈する。

遺構内堆積土は 6層に分けた。 1層は明黄褐色砂で前述のV層 に類似する層である。そのため本遺構は当

初、中央の明黄褐色土をV層 と誤認 し、円形の溝跡として調査を開始 した。 2・ 4・ 5層 は暗褐色砂質土、

3層は暗褐色砂である。このうち 3層 は拳大の礫を多 く含み、 2・ 4層 も同様の礫を含んでいる。 5層は黄

褐色砂を互層に合むが、層中を細分するのは不可能であったため大別の同一層として扱っている。 6層 はオ

リーブ黒粘土で最下層にやや厚 く堆積 していた。 1～ 5層 については 2～ 4層に投げ込まれたと考えている

礫を含むこと、大きく黄褐色砂と暗褐色砂質土が互層になっていることから人為堆積と判断している。 6層
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H=64200m

0      (1:50)     2m
|

第258図 SE01・ 02井戸助

遺構名  層番号   色調   記号   土性  粘性  しまり 特徴

SE01 1    黒褐  10YR2/3 粘質土  弱  やや弱 黄褐色砂多 (互層に合む)2～ 3 cnの小礫中量含む
2    黒褐  10YR2/3 粘質土  弱  やや弱 黄褐色砂プロック小
3   にぶい黄褐 10YR4/3 粘質土  中   中  黒褐色砂質土 黄褐色砂質ブロック多い
4    黄褐  10YR5/8 砂   弱   弱  黒褐色砂質土プロック小
5    黒褐  10YR3/2  砂   弱   弱  15clll～ 20cmの 礫多
6    黒褐  10YR3/2  砂   弱   弱  3 cm～ 5 cmの小礫小
7    黒褐  10YR2/2 粘質土 やや強  中  15cm20clllの 礫多
8   灰黄褐  10YR6/2 粘土  強  やや弱 黒褐色粘土ブロック少
1     橙   2.5YR7/6 砂   弱   弱  中層簿ロック小
2    暗褐  10YR3/3 砂質土  中   中  15clll程度の礫小
3    暗褐  10YR3/3  砂   弱  やや弱 16cln程 度の礫多い
4    褐   10YR4/4 砂質土  中   中  黄褐色砂ブロック小
5    暗褐  10YR3/4 砂質土 やや弱 やや弱 黄褐色砂互層に合む
6   暗赤褐  5YR3/2  粘土  強  やや弱

は機能時以降の水の影響を受けた自然堆積層と考えている。

壁は底面からほぼ垂直に立ち上がるが、西壁では中位で緩やか

な段を形成する。中位から上位にかけては東西壁とも上方に向かっ

て広がっていく。底面はほぼ平坦で径90cmの 円形であり、検出面

からの深さは1.3mで ある。

本遺構は井戸枠等を確認 していないが、堆積状況及び規模・平

面形から素掘の井戸跡と考えている。堆積土中で確認 した礫につ

いては SE01井戸跡同様、投げ込みと壁の補強の 2つの可能性があるが、SE01井戸跡に比べると礫の量は

多いとはいえず、廃棄時の投げ込みであると考えている。遺物の出土は確認できなかった。時期は不明確で

あるが、その構造から近世 。江戸時代に属すると考えられる。

o  (1:4) 20 clll

第259図  SE01出 土遺物
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6 /Jヽ /~R(Pit)

建物跡に復元できなかった柱穴状遺構や小穴を一括 してピットとして扱っている。遺物の出土は少ないも

のの一部ではみられ、第247図 に図示している。 (な お、各 Pitの計測値や堆積土については第14表の通 りで

ある。)

Att Ph(第 262図 )

A区では計31基の Pitを確認 している。竪穴住居跡などと同じⅣ・ V層での検出あるが、ほとんどの Pit

は本来、Ⅲ層上面からの掘 り込みと考えている。堆積土は黒褐・ 暗褐・ 褐灰色土が基調となる。N20W190

～W180グ リッド付近にやや集中するが柱痕跡を確認できたものは皆無であり、調査区の制約を考慮 しても

位置関係からこれらの Pitが掘立柱建物跡を構成する可能性は低いと考えている。ただし、A区にはSB01・

02掘立柱建物跡が存在するため調査区周辺に同様の掘立柱建物跡が存在する可能性もある。

B tt Pit(第 263～ 265図 )

B区では計315基の Pitを確認 した。Ⅳ層・ Vでの検出であったが、A区同様、ほとんどがⅢ層上面か ら

の掘り込みと考えている。堆積土は黒褐 。暗褐 。褐灰色土を基調 とし、柱痕跡を確認 したものも多い。特に

自然堤防の頂部にあたるN140～ N170W100グ リッドには比較的規模が大きく柱痕跡を持つものが集中する。

これらの Pit(小穴)は、多 くが複雑に重複するもので、調査時には掘立柱建物跡として認識することが困

難であった。調査後の整理段階においても、積極的にこれを建物跡と復元できる可能性が高い。また、その

場合、時期は柱配置 。推積土から近世に位置づけると考えられる。

C tt Pit(第 266～268図 )

C区では計45基の Pitを確認 した。Ⅳ・ V層での検出あるが、他の調査区同様、ほとんどがⅢ層上面から

の掘 り込みといえよう。堆積土は黒掲・暗褐・褐灰色土を基調とする。柱痕跡を確認 したものもあるが全体

的に集中した状況ではなく、調査区の制約もあって SB03以外の掘立柱建物跡を確認することはできなかっ

た。

D tt P比 (第269～270図 )

D区では計22基の Pitを確認 した。ほとんどの Pitが確認調査区に位置するため、完掘を行ったのは Pit

365の みである。Ⅳ・ V層で検出を行ったが、他の調査区同様、ほとんどがⅢ層上面からの掘り込みであろ

う。堆積土は黒褐・暗褐・褐灰色土を基調とするが、平面観察のみのものを合めても柱痕跡を確認 したもの

は少なく掘立柱建物跡が存在 した可能性は低いと考えている。
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7 確認調査

D区を中心に確認調査も本調査と合わせて行っている。D区は当初調査予定になかったが、調査中急遠追

加されて調査区である。この追加された調査区は、工事による掘削が、遺構検出面に及ばないと想定されて

いたために、確認調査のみを行う予定であった。 ところが、検出作業後あらためて標高を計測すると、一部

分については、想定よりも遺構検出面が高いことが反面 した。そのため、変則的であるが、この部分のみ本

調査を行 うこととなったのである。D区からは竪穴住居跡を10軒、溝跡 3条、土坑13基、ピット21基を確認

している。本調査を行ったのはそのうち、竪穴住居跡 2軒、溝跡 1条、土坑 2基である。

確認調査であったため、詳細な資料は得 られていないが、第105図 のように、A～ C区と同様の遺構の分

布状況が、確認できる。また、検出作業中には若千の遺物が認められた。そのうち図示可能なものは 2点の

みである (866・ 867)866～ 867は土師器甕である。866は はへんであるが、「 く」字体に屈曲する日縁部をも

つ。頸部がすばまる形状はあまり例がない。調整は外面にハケメが施される。867は 、通有のロクロ調整甕

である。 この 2点は、S133・ 35出土遺物としているが、 これらの遣構を精査 したものはないため仮の所属

である。また、D区で発見された遺構は、これらの出土遺物や、分布状況から考えると、他の住居跡同様の

時期が考えられる。

o  (1:4) lo cm

第260図  Sほ3出土遺物
867

o  (1:4) 10 clll

第261図  Si35出上遺物

―-256-



O O o

第262図 ピット位置図 (1)

――1257-―



Д

４
　
　
９５

③

９

⑥

○

８３
（〔）
８４

38◎
も42

43◎

40

◎
 46

459

硼
③・４０

◎
∂

・４２
０

‐３８
③

も雛
3る
ざ ⑨

120

6D123
122

３２
◎ 143^1,ォ   145 ‐４８

０
蛛 ◇

146

0ざ
＼琲

″
◎149  150

◎b362礎

。
１
　
◎

２５

第263図 ビット位置図 (2)

亀統費)

靭連とも1莞

―-258-―



ぬ
ｂ
翔

狛♂
げ42

管 心

熟〕

◎
247◎

250
G

必36③
鴨 255⑤

256

◎ ◎ 257

も
〇2di

O
⑥ 262 〆

お
チ

び
°
姜

6208
269

°  282
◎271  ◎

第264図 ピッ ト位置図 (3)

-259-

評

附
⑨
　
加

２７４σ
　
　
効



2780.◎
279

◎280

282

⑤  233

理
⑥

8110

器
③

駆
◎

加
〇

瑯
◎

　
　
邪
⑥

銹◎
動

駆
鋲
聰
勉

朋
◎

２８３
◎

鯛
◎

削
⑥

鯉
⑤

ヽ

((((I尊

、ム
ス
末

ムボ

O r卜
て`

(々
ベム、

下
``・

・
｀

「

~

ビット位置図 (4)第265図

-260-



監
◎飢6 °

○
° る

第266図 ピット位置図 (5)

Q① 9
o   (1:150)

-261-



⑥ 407

@如8

④

//

鳥畠

第267図  ピット位置図 (6)

―-262-―

o    (1:150)



¬肝区

左

――
日
日
Ｐ
し

有

理
◎

畠 ◎334

。◎
335◎

337

◎3ユ

0    (1:150)   5m

第268国 ピット位置図 (7)

-263-



登
も

0359

0360

0361

0362

第269図  ピット位置図 (3)

-264-―



o    (1:150)  3m
.ト

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー‐‐――‐
1   

「
‐‐‐‐‐‐‐‐…‐―‐―‐い‐――――――-1

第270図 ピッ ト位置図 (9)

-265-



8 遺構外出土遺物

堰向Ⅱ遺跡の各調査区においては、遺構検出中において遺構以外から出土 した遺物や調査区周辺における

表採遺物を中心に遺構外出土遺物として登録している。土師器・土錘など平安時代に属するものは少ないが、

そのうち13点を図示 した。また、灰釉陶器片が 1点 C区周辺の田面上で表採された (878)。 内面にも釉がか

かっているため短頸壺の可能性がある。868～ 869は土師器杯であり、そのうち870の み内面に黒色処理が施

されない。いずれも体部の形態はゆるやかに内湾するものである。

871は高台杯である。日径18cmと 大きく、器高も 7 clllと 高い。外面調整はクロブチであるが、その後にミ

ガキが若千施されている。872～ 8741ま 甕である。872の み小型品である。873・ 8741ま ロクロ調整の甕である。

875・ 876は須恵器甕で、875は土師器と類似する日縁部をもつが頸部が絞 り込まれる。

877は土師器ナベであるが残存状態は悪い。878は表採された灰釉陶器片である。胎上の特徴から東濃差か

もしれない。879は不明であるが、小型品の底部となろう。880は、把手である。その大きさから甑に付いて

いたと考えられるが不明である。

飴′ ＼＼(___」ど三
=`ケ

ク
179

o  (1:4) lo cll

第271図 遺構外出土遺物 (1)
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第272図 遺構外出土遺物 (2)

遺構外出土遺物でもっとも多いものは陶磁器類である。総量は4,742gで あり、そのうち34点 を図示 した。

これらはとくにB区南端の斜面下やC区の井戸跡から多 く出土している。 C区の井戸跡は現代遺物が主体と

なることから遺構としては登録していない。産地では大堀相馬産や肥前産があり、そのほかに産地不明の在

地産が占める。年代としては18～19世紀代が考えられ、これは西川目遺跡と同様である。867の ように唐津

と考えられる皿が出土しており、大橋編年 I～ Ⅱ期に相当し、年代は16世紀末～17世紀初頭に比定できる。

これらの陶磁器類からは18世紀中心とするその前後の時期のものが主体であると考えられる。

このほか銭貨がある。921は永楽通宝であり、半分欠損 している。 B区北端付近の検出中より出土 してい

る。この出土により、周辺にある多数の Pit C/1ヽ 穴)の うちには中性に属する可能性が考えられるほど貴重

な資料となっている。
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第Ⅲ章 分析

第 1節  テ フ ラ分 析

(1)西川 目遺跡

株式会社 古環境研究所

1.イまじめに                      .

東北地方北部岩手県域には、岩手、十和田、秋田駒ヶ岳、焼石、鬼首など岩手県域とその周辺に分布する

火山のほか、北海道、中部、中国、九州地方などの火山などから噴出したテフラ (tephra、 火山砕屑物、

いわゆる火山灰)が数多 く分布 している。テフラの中には、すでに噴出年代が明らかにされている指標テフ

ラがあり、それらとの関係を求めることにより、地層の堆積年代や土壌の形成年代のみならず、遺構や遺物

の年代などについても知ることができるようになっている。

そこで北上市西川目遺跡においても、地質調査を行って土層の層序を記載するとともに、採取された試料

を対象にテフラ検出分析と屈折率測定を行って、指標テフラの検出同定を試みることになった。分析の対象

となった試料は、Al区 4号住居址およびA3区西壁の 2地点である。

2.土層の層序

(1)Al区 4号住居址

Al区 4号住居址の覆土は、下位より黒灰色土 (層厚 3 clll以 上)、 責色砂質細粒火山灰層 (層厚 1.lclll、 試

料 1)、 黒灰色土 (層厚 8 clll)、 若千色調が暗い灰色作土 (層厚14cm)か らなる (図 1)。

(2)A3区西壁

A3区西壁では、下位より黄灰色粘土 (層厚 8 clll以 上)、 黄灰色粘土ブロック混 じり暗灰色粘質土 (層厚

23clll、 ③層)、 暗灰褐色粘質土 (層厚 6 cm)、 白色粗粒火山灰混 じり暗灰褐色粘質土 (層厚 6 cm、 ②層 )、 灰

色凝灰質 シル トブロック (試料 3')を含む白色粗粒火山灰混 じり暗灰色粘質土 (層厚 18clll、 ①層)、 若千

色調が暗い灰色粘質土 (層厚14clll、 I層 )、 黒灰色土ブロック混 じりで色調が若千暗い灰色土 (層厚 13clll、

Ia層 )、 若千色調が暗い灰色作土 (層厚26cm)が認められる (図 2)。

3.テ フラ検出分析

(1)分析試料と分析方法

Al区 4号住居址の試料 1、 A3区西壁の試料 7よ り上位の 5点の合計 6点 についてテフラ検出分析を行

い、テフラ粒子の産状に関する分析を行った。分析の手順は次の通 りである。

1)試料10gを秤量。

2)超音波洗浄により泥分を除去。

3)80° Cで恒温乾燥。

4)実体顕微鏡下で、テフラ粒子の量や特徴を観察。
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(2)分析結果

テフラ検出分析の結果を表 1に示す。Al区 4号住居址の試料 1の テフラ層には、火山ガラスがとくに多

く合まれている。火山ガラスの形態は、軽石型や平板状のいわゆるバブル型である。また、その色調は無色

透明や白色である。A3区西壁では、いずれの試料からも火山ガラスが検出される。火山ガラスは試料 3'

に多く含まれており、試料 5や試料 3に も比較的多く認められる。火山ガラスの形態としては、軽石型のほ

かバブル型が認められる。その色調は無色透明や白色である。

4.屈折率測定

(1)測定方法

Al区 4号住居址の試料 1お よびA3区西壁の試料 5の 2点について、 日本列島とその周辺のテフラカタ

ログ (町田・新井、1992)の作成にも利用された温度一定型屈折率測定法 (新井、1972、 1993)に より、テ

フラ粒子の屈折率の測定を行った。

(2)測定結果

屈折率測定の結果を表 2に 示す。Al区 4号住居址の試料 1に含まれる火山ガラスの屈折率 (n)は、

1.5021.508(mOdal range:1.5031.506)である。重鉱物としては、斜方輝石や単斜輝石が認められる。

斜方輝石の屈折率 (γ )は、1.7061.708で ある。A3区西壁の試料 5に含まれる火山ガラスの屈折率 (n)

は、1.503-1.508で ある。重鉱物としては、斜方輝石や単斜輝石が認められる。斜方輝石の屈折率 (γ )は、

1,706-1,708で ある。

5.考察

Al区 4号住居址の試料 1が採取されたテフラ層については、層相、火山ガラスの特徴 (形態 。色調 。屈

折率)、 重鉱物の組合せ、さらに斜方輝石の屈折率などから、915年に十和田火山から噴出したと推定されて

いる十和田a火山灰 (To― a、 大池、 1972、 町田ほか、1981)に 同定 される可能性が高い。 したがって、

Al区の 4号住居址については、To― aよ り下位にある可能性が考えられる。またA3区西壁の試料 5(②

層上部)に合まれるテフラ粒子についても、その特徴からTo― aに 由来する可能性が高い。この土層断面

ではTO― aの一次堆積層は認められないものの、火山ガラスの産状から②層上部付近 (あ るいは①層最下

部付近)に To― aの降灰層準があった可能性がある。

なお、今回得 られた火山ガラスの届折率は、テフラ・ カタログ (町 田・新井、1992)に 記載されている

To― aの値よりも若千高い傾向にある。この原因としては、To― aの ユニ ット間に火山ガラスの屈折率の

違いがある可能性が考えられる (町田ほか、1981)。 またカタログに記載された試料の採取地点が給源に近

いために標準試料に合まれる火山ガラスが分厚 く、さらにTo― aの 噴出年代が新 しいために十分水和が進

んでいないこと、遠隔地ではその逆で水和が進んで屈折率に違いが生 じていることに起因するとも考えられ

る (新井房夫群馬大学名誉教授談話)。 より高精度の同定のためには、エレク トロンプローブX線マイクロ

アナライザー (EPMA)に よる火山ガラスの主成分化学組成分析などが有効と考えられる。

6.小結

西川目遺跡において地質調査、テフラ検出分析、屈折率測定を行った。その結果、十和田a火山灰 (To
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―a、 915年)に同定される可能性が高いテフラ層およびテフラ粒子が検出された。Al区の 4号住居址につ

いては、To― aよ り下位にある可能性が考えられる。
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表 1 テフラ検出分析結果

地点 試料 軽石・ スコリア 火山ガラス

最大径 形態

Al区 4号住居址 ++++ pm>bw  透明、白

A3区西壁 8

32

5

6

7

十 十

+++

十 +

十

■

pm)bw  透明、白

pm>bw  透明、白

pm)bw  透明、白

pm>bw  透明、自

pm>bw  透明ヽ自

+十 ++:と くに多い、十十十二多い、キ十 :中程度、十 :少ない、一 :認められない。

bw:パブル型、pm:軽石型。

表 2 屈折率測定結果

火山ガラス (4) 斜方輝石 (γ )

Al区 4号住居址
1.502--1.508

(1.503--1.506)
Opx>cpx 1,706--1,708

A3区西壁 1.503--1.508 Opx>cpx 1.706--1,708

屈折率測定は、温度一定型屈折率測定法 (新井、1972、 1993)に よる。

( )はmodal rangeを示す。opx:斜方輝石、cpk:単斜輝石。
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(2)堰向Ⅱ遺跡

株式会社 古環境研究所

1.調査分析の目的

北上川流域北上市域とその周辺には、焼石岳、鳴子、十和田をはじめとする東北地方の火山のほか、洞爺、

姶良、阿蘇など遠方の火山に出来するテフラ (火山砕屑物、いわゆる火山灰)が数多 く認められる。テフラ

の中には、噴出年代が明らかにされている指標テフラがあり、これらとの層位関係を遺跡で求めることで、

遺構の構築年代や遺物包含層の堆積年代を知ることができるようになっている。そこで、発掘調査担当者に

より北上市堰向Ⅱ遺跡において採取送付された試料を対象に、火山ガラス比分析により指標テフラの検出・

同定を試みることになった。

2.火山ガラス比分析

(1)分析試料と分析方法

分析の対象となった試料は、S118(上～中層)、 S120(堆積土上層、 1層 )、 S128(堆積土上層)、 SK34

(堆積土中層、 2層)か ら採取された 4点である。火山ガラス比分析の手順は次の通 りである。

1)試料10gを秤量。

2)超音波洗浄により泥分を除去。

3)80℃で恒温乾燥。

4)分析箭により、1/4-1/811ullの 粒子を鮪別。

5)偏光顕微鏡下で250粒を観察 し、火山ガラスの形態色調別比率を求める。

(2)分析結果

火山ガラス比ダイヤグラムを図 1に、その内訳を表 1に示す。S118(上～中層)に は、火山ガラスがご

くわずかに含まれている。火山ガラスとしては、分厚い中間型ガラス (0.8%)、 スポンジ状に発泡した軽石

型ガラス (0.4%)、 繊維状に発泡 した軽石型ガラス (0.4%)が 認められる。S120(堆積土上層、 1層)に

は、比較的多 くの火山ガラスが含まれている。この試料に含まれる火山ガラスは、量が多い順にスボンジ状

に発泡 した軽石型ガラス (4.8%)、 繊維束状に発泡 した軽石型ガラス (4.4%)、 無色透明で平板状のいわゆ

るバブル型ガラス (0.8%)、 中間型ガラス (0.4%)である。

S128(堆積土上層)に は、少量の火山ガラスが含まれている。含まれている火山ガラスは、量が多い順

に、繊維東状に発泡 した軽石型ガラス (2.8%)、 スポンジ状に発泡 した軽石型ガラス (2.0%)、 無色透明で

平板状のいわゆるバブル型ガラス (0.8%)、 中間型ガラス (0.4%)で ある。SK34(堆積土中層、 2層)に

は、火山ガラスがごくわずかに合まれている。火山ガラスとしては、スポンジ状に発泡 した軽石型ガラス

(0.4%)が認められる。

3.考察

分析対象となった試料のうち、S120(堆積土上層、 1層)お よびS128(堆積土上層)に含まれる火山ガ
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ラスについては、その火山ガラスの形態から、915年に十和田火山から噴出したと推定 されている十和田 a

火山灰 (To― a、 大池、 1972、 町田ほか、 1981、 町田・ 新井、 1992、 2003)に 由来する可能性が考えられる。

ただし、いずれの試料 も純度は高 くな く、 より火山ガラス比が高いS120の 試料について も、通常の北上市

域 とその周辺で認められるTo― aの一次推積層の層相 とは異なるように見える。なお、本遺跡 とその周辺

には、完新世のテフラとして、約5,500年前
*1に

十和田火山から噴出した十和田中板テフラ (To― Cu、 大池

ほか、 1966、 早川、 1983、 福田、 1986、 町田・ 新井、1992)も 分布 している。精度の高い同定のためには、

火山ガラスなどの屈折率測定や頼度の高いEPMAを用いた火山ガラスの主成分化学組成分析が行われると

良い。

また、S118(上～中層)については、サンプルの観察結果や火山ガラスの量が非常に少ないことなどか

ら、テフラの一次堆積層である可能性は低い。またSK34(堆積土中層、 2層)についても、 ごく少量なが

ら火山ガラスは認められるものの、純度が低 く、テフラの起涙を明らかにすることは困難である。分析に先

立 って、一次堆積層の確認に必要な地質調査が行われることを期待 したい。

4。 まとめ

堰向Ⅱ遺跡において採取された試料を対象に行われた火山ガラス比分析により、S120(堆積土上層、 1

層)お よび S128(堆 積土上層)か らある程度の量の火山ガラスが検出された。 これ らの火山ガラスについ

ては、十和田 a火山灰 (To― a、 915年)に 由来する可能性はあるものの、高精度の同定は困難な状況であっ

た。

*1 放射性炭素 (14C)年代.町田・新井 (2003)に よれば、To― Cuの 暦年較正年代は約6,000年前 と記

載されている。
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表 1 火山ガラス比分析結果

試料 bw(cl)bw(pb)bw(br) md pm(sp)pm(fb)そ の他  合計

S118(上 ～中層)

S120(埋土上層、ど1) 12

S128(埋土上層)

SK34(埋土中層、ι2)  0 250

数字は粒子数。bw:バブル型、md:中間型、pm:軽石型。sp:ス ポンジ状、fb:繊維束状。

d:無色透明、pb:淡褐色、br:褐色。

15%

S118

S120

S128

SK34

バブル型 (無色透明)

バブル型 (淡褐色)

バブル型 (褐色)

中間型

軽石型 (ス ポンジ状)

軽石型 (繊維束状)

図1 火山ガラス比ダイヤグラム

□
翻
趨
圏
剛
轟
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第 2節  プラン ト・ オパール分析

1.西川目遺跡におけるプラント・オパール分析 1(試掘時)

株式会社 古環境研究所

1.は じめに

植物珪酸体は、植物の細胞内にガラスの主成分である珪酸 (Si0 2)が蓄積 したものであり、植物が枯れ

たあとも微化石 (プ ラント・オパール)と なって土壌中に半永久的に残っている。プラント・ オパール分析

は、この微化石を遺跡土壌などから検出して同定 。定量する方法であり、イネをはじめとするイネ科栽培植

物の同定および古植生 。古環境の推定などに応用されている (杉山、2000)。 また、イネの消長を検討する

ことで埋蔵水田跡の検証や探査も可能である (藤原 。杉山、1984)。

ここでは、西川目遺跡における稲作跡の可能性について、プラント・オパール分析から検討を行う。

2.試料

分析試料は、A3区西壁において上位より白色暗灰色粘質土 (地表下53cm、 試料 1)、 自色暗灰褐色粘質

土 (地表下71clll、 試料 2)、 暗灰褐色粘質土 (地表下77clll、 試料 3)、 黄灰色粘土ブロック混 じり暗灰色粘質

土 (地表下83cm、 試料 4)お よび黄灰色粘土 (地表下 106clll、 試料 5)の 5点である。分析結果の柱状図に

試料採取箇所を示す。

3.分析法

プラント・オパールの抽出と定量は、プラント・ オパール定量分析法 (藤原、1976)を もとに、次の手順

で行った。

1)試料を105℃で24時間乾燥 (絶乾)

2)試料約 lgに直径約40μ mの ガラスビーズを約0.02g添加 (電子分析天秤により0。 lmgの精度で秤量)

3)電気炉灰化法 (550℃・ 6時間)に よる脱有機物処理

4)超音波水中照射 (300W・ 42KHz・ 10分間)に よる分散

5)沈底法による20μ m以下の微粒子除去

6)封入剤 (オ イキット)中に分散 してプレパラー ト作成

7)検鏡・計数

検鏡は、おもにイネ科植物の機動細胞 (葉身にのみ形成される)に由来するプラント・ オパールを同定の

対象とし、400倍の偏光顕微鏡下で行った。計数は、ガラスビーズ個数が400以上になるまで行った。これは

ほぼプレパラー ト1枚分の精査に相当する。

検鏡結果は、計数値を試料 lg中のプラント・ オパール個数 (試料 lgあ たりのガラスビーズ個数に、計

数されたプラント・ オパールとガラスビーズの個数の比率を乗じて求める)に換算 して示 した。また、おも

な分類群については、この値に試料の仮比重 (1.0と 仮定)と各植物の換算係数 (機動細胞珪酸体 1個 あた

りの植物体乾重、単位 :105g)を 乗 じて、単位面積で層厚 l cmあ たりの植物体生産量を算出した。イネ

(赤米)の換算係数は2.94(種実重は1.03)、 ヨシ属 (ヨ シ)は 6.31、 ススキ属 (ス スキ)は 1.24、 ネザサ節
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は0.48、 クマザサ属 (チ シマザサ節・ チマキザサ節)は 0,75で ある。

4.結果

分析試料から検出されたプラント・ オパールは、イネ、ヨシ属、ススキ属型、タケ亜科 (ネ ザサ節型、ク

マザサ属型、その他)お よび未分類である。これらの分類群について定量を行い、その結果を表 1お よび図

1に示 した。主要な分類群については顕微鏡写真を示す。

試料 1で は、ヨシ属、ススキ属型、ネザサ節型およびクマザサ属型が検出されている。このうち、ヨシ属

とススキ属型が比較的高い密度である。試料 2で は、イネ、ヨシ属、ススキ属型およびネザサ節型が検出さ

れている。ヨシ属が非常に高い密度であり、ススキ属型とネザサ節型も比較的高い密度である。試料 3では、

イネ、ヨシ属、ススキ属型、ネザサ節型およびクマザサ属型が検出されている。ススキ属型が高い密度であ

り、ヨシ属とネザサ節型 も比較的高い密度である。試料 4では、ヨシ属、ススキ属型、ネザサ節型およびク

マザサ属型が検出されている。密度は、ススキ属型がやや高い以外はいずれも低い値である。試料 5では、

ヨシ属、ススキ属型、ネザサ節型およびクマザサ属型が検出されているが、いずれも低い密度である。

5。 考察

本調査地点では、白色暗灰褐色粘質土 (試料 2)と 暗灰褐色粘質土 (試料 3)よ リイネのプラント・オパー

ルが検出されている。ただし、プラント・オパール密度は1,000イ固/g未満であり、稲作跡の検証や探査を行

う際の基準とされる3,000イ固/gに は満たない。このことから、両層準において稲作が行われていた可能性を

積極的に肯定することはできない。ここで検出されたプラント・ オパールは、他所から混入したものとみな

される。もし仮に両層準が耕作層であったとするならば、 1)稲作の行われていた期間が短かった、 2)稲

藁の多くが耕作地 (水 田)の外に持ち出されていた、 3)イ ネの生産性が低かった、 4)土層の堆積速度が

非常に速かった、などが原因でプラント・ オパール密度が低かったと考えられる。

イネ以外では、すべての層準においてヨシ属が検出されており、暗灰褐色粘質土、自色暗灰褐色粘質土お

よび白色暗灰色粘質土 (試料 1)では高い密度である。とくに白色暗灰褐色粘質土では卓越している。こう

したことから、調査地は少なくとも黄灰色粘土 (試料 5)堆積以降は湿地かそれに近い環境であり、白色暗

灰褐色土の堆積時はヨシが繁茂するほどの湿地であったと推定される。なお、責灰色粘土ブロック混 じり暗

灰色粘質土 (試料 4)か ら上位の白色暗灰色粘質土にかけては、ススキ属型が比較的高い密度である。これ

らの層準は、上述 したように湿地的環境が想定されていることから、ススキ属のなかでも湿地を好むオギが

生育していたと推定される。

6。 まとめ

西川目遺跡においてプラント・ オパール分析を行い、水田跡の可能性について検討を行った。その結果、

明らかに水田耕作層と判断される層準は認められなかった。なお、暗灰褐色粘質土、白色暗灰褐色粘質土お

よび白色暗灰色粘質上の堆積時は、調査地は湿地であり、ヨシ属のほかにオギが生育 していたと推定された。

文献
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表 1 岩手県、西川目遺跡のプラント・ オパール分析結果

検出密度 (単位 :X100個 /g)

分類群 (和名・学名)        試 料
A3区西壁

1 2 4 5

イネ科      Gramineac(Grasses)
イネ      0っ 厖α sαι,υα (dOmestic ricc)
ヨシ属      Bケ αgれ ,ι

“
(reed)

ススキ属型   勁臨cαれとん,s type

５

０

１

３

７

８

２

９

留　

刀
４

９

３

６

６

３

０

０

２

３

12

6

タケ亜科     Bambusoideac(Bamboo)
ネザサ節型   Pιθ】οbttsι ws secto Nttα Gα type

クマザサ属型  Sαsα (eXCept MめαんOZα 3α)type
その他     Others

１

０

０

135 ６

　
２

　
６

３

５

５

７

４

８

　

　

１9

未分類等    UnknOwn 刀
仕

つ
じ 414 219 241

プラント・ オパール総数 495 657 395 110

おもな分類群の推定生産量 (単位 :kg/だ 。cm)

イ ネ
ヨシ属
ススキ属型

ネザサ節型

クマザサ属型

0.26

1.28   3.97

0.38   0.45

0.34   0.65

0.15

0.21

1,78   0。 95   0.73

0.52   0.37   0,07

0.41   0.11   0.03

0.05   0,11   0.09

Opッ zα sαιけυα (dOIInestic rice)

Pん′αg胞】ιgs(reed)

Aπ

'30α

んιんws type

Pι9,ο bιαdι

“
s sect. ′Vθzαsα type

Sαsα (except ttα んOZαSa)type

※試料の仮比重を1.0と 仮定 して算出。
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2.西川目遺跡におけるプラント・オパール分析 2(本調査時)

株式会社 古環境研究所

1,1ま じめに

植物珪酸体は、植物の細胞内にガラスの主成分である珪酸 (Si0 2)が蓄積 したものであり、植物が枯れ

たあとも微化石 (プ ラント・ オパール)と なって土壌中に半永久的に残っている。プラント・オパール分析

は、この微化石を遺跡土壌などから検出して同定 。定量する方法であり、イネをはじめとするイネ科栽培植

物の同定および古植生 。古環境の推定などに応用されている (杉 山、2000)。 また、イネの消長を検討する

ことで埋蔵水田跡の検証や探査も可能である (藤原・杉山、1984)。

西川目遺跡では、発掘調査において平安時代とされる水田跡が畦畔を伴って検出された。そこで、当該遺

構における稲作を検証することを目的に、プラント・ オパール分析を行うことになった。

2.試料

分析試料は、検出水田遺構の畦畔上で 2箇所 (試料 1、 試料 2)、 水田面において 3箇所 (試料 3、 試料

4、 試料 5)、 壁面で上位より2層、 3層、 4層の 3点の合計 8点である。

3.分析法

プラント・ オパールの抽出と定量は、プラント。オパール定量分析法 (藤原、1976)を もとに、次の手順

で行った。

1)試料を105℃で24時間乾燥 (絶乾)

2)試料約 lgに直径約40μ mの ガラスビーズを約0.02g添加 (電子分析天秤により0.lngの 精度で秤量)

3)電気炉灰化法 (550℃・ 6時間)に よる脱有機物処理

4)超音波水中照射 (300W・ 42KHz・ 10分間)による分散

5)沈底法による20μ m以下の微粒子除去

6)封入剤 (オ イキット)中に分散 してプレパラー ト作成

7)検鏡・計数

検鏡は、おもにイネ科植物の機動細胞 (葉身にのみ形成される)に 由来するプラント・オパールを同定の

対象とし、400倍の偏光顕微鏡下で行った。計数は、ガラスビーズ個数が400以上になるまで行った。これは

ほばプレパラー ト1枚分の精査に相当する。

検鏡結果は、計数値を試料 lg中 のプラント・ オパール個数 (試料 lgあ たりのガラスビーズ個数に、計

数されたプラント・ オパールとガラスビーズの個数の比率を乗 じて求める)に換算して示 した。また、おも

な分類群については、この値に試料の仮比重 (1.0と 仮定)と各植物の換算係数 (機動細胞珪酸体 1個 あた

りの植物体乾重、単位 :105g)を乗 じて、単位面積で層厚 l cmあ たりの植物体生産量を算出した。イネ

(赤米)の換算係数は2.94(種実重は1.03)、 ヨシ属 (ヨ シ)は 6.31、 ススキ属 (ス スキ)は 1.24、 ネザサ節

は0.48、 クマザサ属 (チ シマザサ節・ チマキザサ節)は 0,75で ある。

―-282-―



4.結果

分析試料から検出されたプラン ト・ オパールは、イネ、 ヨシ属、ススキ属型、タケ亜科 (ネ ザサ節型、 ク

マザサ属型、その他)お よび未分類である。 これ らの分類群について定量を行い、その結果を表 1お よび図

1に 示 した。主要な分類群については頭微鏡写真を示す。

田面および畦畔上からは、イネ、 ヨシ属、ススキ属型、ネザサ節型およびクマザサ属型が検出されている。

このうち、イネは田面の一部を除いて比較的高い密度である。 ヨシ属は田面の一部 と畦畔で比較的高い密度

である。ススキ属型はいずれも比較的高い密度である。ネザサ節型とクマザサ属型は低い密度である。壁面

では、 2層 と 3層でイネが比較的高い密度で検出されている。 ヨシ属 も 2層 と 3層で検出されており、 この

うち 3層 では比較的高い密度である。ススキ属型は各層で検出されている。 3層 と 4層 では高い密度である。

ネザサ節型は 2層 と 4層で、クマザサ属型は各層でそれぞれ検出されているが、いずれも低い密度である。

5。 西川 目遺跡における稲作について

水田遺構の田面部 と畦畔部からはすべての試料よリイネのプラント。オパールが検出されている。プラン

ト・ オパール密度は、田面部で1,500～ 3,800個/g、 畦畔部の 2試料では2,300個 /gお よび3,300イ固/gと 稲作

跡の検証や探査を行 う際の基準とされる3,000個/gに ほぼ近い値である。よって、当該遺構において稲作が

行われていたと判断 してよかろう。なお、プラント・ オパール密度がやや低いことについては、 1)稲作の

行われていた期間が短かった、 2)稲藁の多 くが耕作地 (水田)の外に持ち出されていた、 3)イ ネの生産

性が低かった、 4)土層の堆積速度が非常に速かった、などが考えられる。 とくに、平安時代には稲の収穫

は株のまま刈 り取るいわゆる株刈 りで行われていたと考えられ、収穫時に得 (茎)に残存 していた葉身は田

面には堆積せず耕作地外に持ち出されていた可能性が高い。よって、上記の 2)の可能性がより高い。

なお、畦畔部からも田面部同様比較的高い密度で検出されていることから、当時畦塗 りや畦の作 り替えが

水田土壌を利用 して行われていたことが想定 される。

イネ以外では、 ヨシ属 とススキ属型が比較的高い密度である。 ヨシ属は湿地に生育することから、調査地

周辺は湿地かそれに近い環境であったと推定 される。また付随 して検出されるススキ属型は、湿地を好むオ

ギである可能性が高い。

6。 まとめ

西川 目遺跡において検出された平安時代の水田跡について、プラント・ オパール分析か ら稲作の検証を試

みた。その結果、田面 と畦畔のいずれか らもイネのプラント・ オパールが検出され、当該遺構において稲作

が行われていたことが確認された。なお、プラン ト・ オパール密度がやや低いことから、稲作継続期間はあ

まり長 くはなかったと推定された。なお、当時の調査地は湿地的環境であり、 ヨシ属のほかにオギ等の生育

が示唆された。

文献
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自然科学、9、 p1529,
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考古学と自然科学、17、 p7385.
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表 1 岩手県、西川目遺跡のプラン ド・ オパール分析結果

検出密度 (単位 :× 100個 /g)

分類群 (和名・学名)        試 料
壁面 田面 畦

4層3層2層 4 1       2

イネ科     Gramineae(Grasses)
イネ        0り zα 3αιけυα (domestic rice)

ヨシ属     Pん 犯 用

'ι

9s(reed)

ススキ属型    豚

'30α

れιん,s type 刀
仕

２

９

口

（
υ

３

３

３

３

１

１

１

　

　

　

３

３

　

　

　

４

０

　
０

　
０

９

ｐ

ｏ
Ｏ

（６

３

３

５

９
ね

２

４

３

２

４

タケ亜科     Bambusoideae(Bamboo)
ネザサ節型   Pιθ

'obι

αGι,s secto Nθ zαsa type

クマザサ属型   Sα sα (except νbαんοZα Sα)type
その他      Others

13         17

40   37   17
13    30   42

８

３

０

５

８

　
５

１

３

４

１

　
５

３

５

０

５

１

３

４

９

ｐ

ｒ
υ

４４

未分類等    UnknOwn 85138 158   75   76 259   249

プラン ト・ オパール総数 231  232  204 307  225  206 438  407

おもな分類群の推定生産量 (単位 :kg/だ 。cm)

イ ネ
ヨシ属
ススキ属型

ネザサ節型

クマザサ属型

0,97  0.66

0.83  1.42

0.16  0.37

0.06

0.30  0.28

0.97  0.67

1.26  1.43

0.49  0.56

0.10  0,07

0.45  0.23

0■〆zα sαιtυα (domestic rice)

Pんrαgtttι 9s(reed)

Aπ,scαんとん,s type

Pιθ,ο bια3ι,S Sect. どヽ192α Gα type

Sαsα (except ttα んοZαSα)type

５

８

　
８

４

　
０

４

　
４

　
３

０

４

０

０

０

０

０

８

７

　
７

　
５

　
７

５

８

８

０

　
３

０

　
１

０

　
０

０

０

０

０

1.10

0.47

0.56

0.07

0.28

※試料の仮比重を1.0と 仮定 して算出。

イ ネ 科 イ ネ 科

タケ亜科
I       I

試 ィ ョ ス ネ ク  そ  未  イ  ヨ  ス ネ ク

ォ ネ 旨 書摩 子 
紀

 釜  
ネ

 髯 拿す季
属  節  サ

型 型 属          型 型 属
型                                型

タケ亜科
I    I

2層・

壁面 3層 o

4層・

1 ●

畦畔
2   ●

2   ●

田面  3 ●

4  ●

『
コ
コ

一　　　車

】　　　申

一
　
　
　
一

一

い

］

■

　
　
　
一

　
　

　

・

一

コ

コ

―:1000個 /g未満

一
　　　“

■
　
　
　
■

一　　　【

口
　
　
　
・

一　　　Ｈ　　　一

一
　
　

　

臣
　
　
　
一

― :100g/ド・cn未 満

0  05万 個/g 0 2万 個/g

―

     中

検出密度     検出密度

0  1 0kg/∬ 。cm

ー推定生産量
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第 3節 樹種同定

パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

岩手県北上市二子町に所在する西川目遺跡はミ北上川やその支流が形成 した沖積地の自然堤防上に位置 し

ている。発掘調査の結果、平安時代の竪穴住居跡や掘立柱建物跡、近世の掘立柱建物跡や墓坑等の遺構が確

認されている。

本報告では、近世の墓坑内に残存 した棺桶の部材について樹種同定を行い、木材利用に関する調査を行う。

1.試料

試料は、近世の墓坑 (SZ05・ 06・ 07・ 09)内 に確認 された棺桶の部材 5点である。各試料の詳細は、結

果と共に表 11こ 示す。

2.分析方法

剃刀の刃を用いて木日 (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 し、

ガム・ クロラール (抱水クロラール、アラビアゴム粉末、グリセ リン、蒸留水の混合液)で封入 し、プレパ

ラー トを作製する。作製 したプレパラー トは、生物顕微鏡で観察 。同定する。

3.結果

結果を表 1に 示す。棺桶の部材 には針葉樹 1種類     表 1 西川目遺跡の樹種同定結果

(マ ツ属複維管束亜属)と広葉樹1種類 (ク リ)の合計

2種類が認められた。以下に、各種類の解剖学的特徴

等を記す。

・ マツ属複維管束亜属 (P加,s subgen.Dゎ ιοりιοれ)

マツ科

遺構 用途 部位 形状 樹種

SZ-05 木棺 IRJ 4 板状 マツ属複維管束亜属

SZ-06 木棺 |ヽ卜10 棒状 マツ属複維管束亜属

SZ-07 木棺 側木 1 板状 マツ属複維管束亜属

SZ-09 木棺 WV 3 棒状 ク リ

SZ(?) 木棺 狽11 板状 マツ属複維管束亜属

軸方向組織は仮道管を主とし、晩材部には垂直樹脂道が認められる。仮道管の早材部から晩材部への移行

は急～やや緩やかで、晩材部の幅は広い。放射組織は柔細胞、仮道管、樹脂道、エピセリウム細胞で構成さ

れる。分野壁孔は窓状となり、放射仮道管内壁には顕著な鋸歯状の突出が認められる。放射組織は単列、 1

-15細胞高。

・ クリ (Cα sιαttθα Orθ ttαια Sieb.et Zucc.)   ブナ科クリ属

環孔材で、孔圏部は 1-3列、孔圏外で急激～やや緩やかに管径を減 じたのち、漸減 しながら火炎状に配

列する。道管は単穿孔を有 し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、単列、 115細胞高。

4.考察

棺桶の棒状の部材にクリが認められたが、この他の側板と考えられる部材 3点 と棒状の部材はマツ属複維

管束亜属であった。このことから、主としてマツ属複維管束亜属を利用 したと考えられる。マツ属複維管束

亜属の木材は、軽軟であるが松脂を多く含み、水中などでの一定条件下での保存性は比較的高い種類である。
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国内における棺材等の調査事例は、弥生～古墳時代の事例が大部分である。近世の棺等については、文献

等によれば、一般庶民用としてはヒノキやモミが高級品で、普通はスギやマツが多かった (満久、1983)と

されている。一方、クリは棺材としての記載はないが、クリは耐朽性が高いといった材質的な特徴から、利

用された可能性がある。本分析結果は、前述の所見を概ね支持する結果と言える。ただし、当該期の棺等の

調査事例は少ないため、特に広葉樹の利用や地域性、部材毎の木材選択等は現段階では詳細は不明である。

引用文献

満久 崇麿、1983、 木のはなし.思文閣出版、238p.
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図版 1 西川目遺跡の本材

1.

2.

マツ属複維管東亜属 (SZ 05側 4

クリ (SZ-09W3)
ai木口、 b:柾 日、C:板目

‐ ■ 200 μ mia
‐ ‐ ‐ ■ 200 μ mib、 c
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第 4節 炭化種実 の同定

1.西川目遺跡より出土 した炭化種実

吉川純子 (古代の森研究舎)

1.は じめに

西川目遺跡は北上市二子町の北上川により形成された沖積低地自然堤防上に立地する平安時代の集落跡と

される。発掘調査では竪穴住居 9棟が確認され、そのうち S107の竃において発掘担当者が堆積物の水洗選

別を行ったところ、若千の炭化種実を検出した。炭化種実の同定は実体頭微鏡を用いて行い、同定 した分類

群を出土部位別に表 1に まとめた。炭化種実は乾燥標本として分類群別にガラス瓶に入れ、 (財)岩手県文

化振興事業団埋蔵文化財センターに保管されている。

2.炭化種実の出土傾向

炭化した種実はオオムギとコムギであり、住居内で利用 していたものが竃で炭化したと考えられる。また、

ヤマブ ドウは炭化 していないがやや風化が激 しく、当時利用 していたものが堆積したと考えられる。ホタル

イ属、エノキグサ、ニガナ属は炭化 しておらず、比較的保存が良いため後世の混入種実の可能性も否定でき

ない。

3.出土 した分類群の形態記載

ヤマブ ドウ :炭化 していない

種子を出土 した。種子は心形で腹

面には 2つ の孔があり、背面には

匙状の溝がある。風化が進んでお

り、混入の可能性は低いと考えら

れる。

オオムギ :炭化種子を出土 した。

ヤマブ ドウ  Ⅵし,s θo,gttιια Pulliat  種子        1
オオムギ   Fror'9ぁ れ υ城争r9L.  炭化種子      3
コムギ    Tr'ι ,oぁ開 αθsιιυ秘用 L.  炭化種子      1
ホタルイ属  Sc'rptts          果実       1
エノキグサ  Acw"ん α αttSιrαι

's Linn.種
子        3

ニガナ属   盈″js          果実       1

表1 西川目遺跡より出上 した炭化種実

分類群

S107

出上部位/遺構  竃

種子は紡錘形で頂部は丸みを帯び、種子長は幅の約2.5倍、厚さは幅の 3分の 2程度、腹面の基部に孔があ

り、背面の中央には縦に溝がある。炭化種子は焼け膨れが激しい。

コムギ :炭化種子を出土 した。種子は基部と頂部が丸い円筒形で、基部には孔があり、背面の中央には縦

に溝がある。種子長は幅の約1.5倍、厚さは幅の約1.1倍 であった。

ホタルイ属 :果実を出土 した。果実は扇形で柱頭部分が突出し、基部は平坦である。片面中央が膨らんでい

て上面観は二等辺三角形である。ホタルイ属は全種が水湿地など湿った場所に生育する。かなり保存が良く、

後世の混入の可能性がある。

エノキグサ :種子を出土 した。種子は水滴型で表面は平滑だが大変微細な凹凸がある。畑など日あたりの良

い場所に生育する。かなり保存が良く、後世の混入の可能性がある。

ニガナ属 :果実を出土 した。果実は紡錘形で頂部が長 く伸び、表面には高い稜が 8か ら10本ある。林の縁の

ような半日陰から日向に生育する。かなり保存が良く、後世の混入の可能性がある。
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図版 1 西川 目遺跡S107よ り出土 した炭化種実
1.ヤマブ ドウ、炭化種子 2.オオムギ、炭化種子 3.コ ムギ、炭化種子 4.ホ タルイ属、

果実 5。エノキグサ、種子 6.ニガナ属、果実   スケールはlalm
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2.堰向Ⅱ遺跡より出土 した炭化種実

吉川純子 (古代の森研究舎)

1.1ま じめに

堰向Ⅱ遺跡は北上市二子町の北上川により形成された沖積低地自然堤防上に立地する平安時代中期の集落

跡とされる。発掘調査では30棟以上の住居跡が確認された。そのうち、竪穴住居 6棟の竃、炉、床面及び掘

立柱建物 1棟の柱穴において発掘担当者が堆積物の水洗選別を行ったところ、若千の炭化種実を検出した。

炭化種実の同定は実体顕微鏡を用いて行い、同定 した分類群を出土部位別に表 1に まとめた。炭化種実は乾

燥標本として分類群別にガラス瓶に入れ、 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターに保管されてい

る。

2.炭化種実の出土傾向

まず、全体の出土傾向をみると、S103及 び S120は個数、種類ともに多 く出土 しているが、そのほかの住

居では少ない。また、S118は焼失住居とみられるが、出土数はそれほど多 くない。炉や竃はもともと燃焼

を促進する構造になっており、通常の使用では燃焼が進み有機物は最終的に灰化する。 したがって炭化物が

多 く残るには、住居の埋積が開始する直前に燃焼途中で消火されるという条件が必要となる。S103と S120

は住居放棄前にこの消火行為が行われたと推測され、他の住居ではこの行為が行われなかった可能性がある。

焼失住居に関しては、燃焼途中で消火行為を行わなくても、土壁あるいは土を使用 した屋根が崩れ落ちる

と酸欠となり、内部で燃焼 していた種実などが炭化 して保存される場合がある。S118は 炭化種実が壁際の

貯水目的と考えられる大甕付近にあり、崩れた壁に埋積されたか、燃焼にともなって大甕が破壊され、水が

周囲にこばれた影響も考えられる。

掘立柱建物 SB01は倉庫と想定されており、火の気がないと考えられる。したがって焼失建物でない場合、

表 1 堰向Ⅱ遺跡より出上 した炭化種実

分類群 出土部位/遺構

S11l S118 S120 S122 SB01

竃 大甕付近 竃  竃 柱穴

ＳＩＯ

炉

Ｓ‐０

竃

サンショウ

ホオノキ

ゑ加ιんοモノJ秘用 pゎ 9rιι訪れ (Linn.)DC.
AイαFnOι

'α

 οbουαια Thunberg.
炭化内果皮破片

炭化種子

イネ

オオムギ

コムギ

ムギ類

アワ

タイヌビエ

アカザ属

ササゲ属
マメ科
エノキグサ

0りzα sαι,υα L.            炭化胚乳

FFo濾 9秘開 υttJgαr9 L.        炭化種子

炭化頴果
Trιιιθαれ α9Sι

'υ

秘れ L.          炭化種子
FforJ9秘開 αttJ/Or T/・ιι

'o秘

胞      炭化種子
脱ια′サαけιαι,oα Beauv.        炭化種子
βれJれocんιoα οりを,ooια(Vasing.)Vasing.頴 果
9拷岡pοJ滋用            炭化種子
レ惚 nα                炭化種子
Leguninosae                       炭化種子
Acα Jppんαα,sι rαι,s Linn.      種子

炭化種子

５

４

11    2

1

1

5

３

９

留

９

〕

０
ね
　

】
上

核菌綱

不明

Ascomycotina
Unknown

菌核

炭化種実 ３

３

９

“

-291-



柱穴から出土 した炭化種実は、柱を立てる際に隙間を埋める土とともに持ち込まれ堆積した可能性が高い。

次に出土 した炭化種実の種類について、残存が多い S103及び S120で みると、イネ、オオムギ、 コムギ

及びアワといった穀類を中心に出上 しており、これにササゲ属、マメ科などの食用種子とアカザ属、エノキ

グサなどの畑雑草の種子が共伴する。オオムギは SB01柱穴で出土 した果実は皮オオムギとみられ、住居内

でオオムギが多 く出土 している。東北地方の寒冷な気候など考慮すると耐寒性、早生性の強い皮オオムギの

可能性が極めて高い。皮オオムギを人間が食用とせず、馬などの家畜の飼い葉専用であったとする考えもあ

るが、古代では人間が食料として利用 していた可能性は十分にある。S120で は草本の他に木本のサンショ

ウとホオノキを出土 した。サンショウは果実を香辛料として用いる。ホオノキの種子は利用 しないと考えら

れるため、大きな果序が燃料として材とともに持ち込まれた可能性も考えられる。

本遺跡で出土 したイネは 3住居内で脱穀された状態で炭化 しており、貢献用として栽培されていただけで

なく通常食用としていたと考えられる。 したがって平安時代の北上周辺では穀類としてイネ、オオムギ、 コ

ムギ、アヮなどとマメ類が常食されていたと推測される。

3.出土 した分類群の形態記載

木本

サンショウ :(S120)炭化 した内果皮の破片を出土 した。完形であれば球に近い紡錘形で、一方に内果

皮長の 2分の 1程度の突出した縁取 りがある溝状のへそがある。全体にやや粗い、比較的径のそろった突出

した網目で覆われている。サンショウ属の他の種では網目が不規則で突出が激 しい、へその形状が異なる、

などの点で区別される。果実は香幸料として利用されており、人間の活動域で見つかる例が多い。

ホオノキ :(S120)炭化 した種子を出土 した。種子は一方に偏 した扁平な心形で、中央にやや深いへ こ

みがあり、全体にやや深いしわが縦方向に入る。ホオノキの葉は芳香性があり食物を包むのに用いられたり

するが、種子の利用は不明である。

車本

イネ :(S103、 S120、 S122)炭 化 した胚乳を出土 した。胚乳は楕円形で表面に 2、 3本の縦筋があり、

基部の一方に胚の脱落した凹みが確認できる。

オオムギ :(S103、 S120、 SB01)S103、 S120か らは炭化種子を、SB01か らは炭化頴果を出土 した。種

子は紡錘形で頂部は丸みを帯び、種子長は幅の約2.5倍、厚さは幅の 3分の 2程度、腹面の基部に孔があり、

背面の中央には縦に溝がある。炭化種子は焼け膨れが激 しい。頴果は皮が良 く残っており、種子に密着 した

状態で、皮オオムギの可能性がある。オオムギには完熟 して頴がはがれやす くなる裸オオムギと、頴が分泌

物で密着 しはがれない皮オオムギがある。皮オオムギは裸オオムギと比較すると耐寒性があり、早熟でやせ

地適応性が高いため、東日本特に東北地方で栽培される。

コムギ :(S103)炭化 した種子を出土 した。種子は基部と頂部が九い円筒形で、基部には孔があり、背

面の中央には縦に溝がある。種子長は幅の約1.5倍、厚さは幅の約1.1倍であった。

ムギ類 :(S103)焼け膨れが激しく、オオムギともコムギとも区別できない物をムギ類とした。

アワ :(S103、 S118、 S120)炭 化種子を出土 した。種子は円形で頂部がやや突出し、 ヒエ属種子に似 る

が、基部には長三角形の胚があり、ヒエ属の楕円形の胚とは形が少し異なる。焼け膨れが激 しく、胚の部分

が焼け落ちて少 し広がり、種子表面がはがれている種子が多い。
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タイヌビエ :(S103)頴果を出土 した。頴果は紡錘形で縦に稜が 3本 ほどあり、全面に剛毛がある。基

部は脱粒性を示す。保存がかなり良く、後世の混入の可能性も考えられる。

アカザ属 :(S120)炭化種子を出土 した。種子は円形で扁平、表面はほぼ平滑でやや光沢があり、周囲

から中央に向かって一本の溝が走る。

ササゲ属 :(S120)炭化種子を出土 した。ササゲ属は完熟後乾燥休眠状態で内部で初生葉とよばれる子

葉を出す。この試料ではそれが確認された種子をササゲ属と同定 した。確認出来なかった種子はマメ科と同

定 した。

エノキグサ :(S103、 S118、 S120)S118、 S120か らは種子を、S103、 S120か らは炭化種子を出土 した。

種子は水滴型で表面は大変微細な凹凸がある。

核菌綱 :(S107、 S111)菌 核を出土 した。核菌綱は枯死 した樹皮などに付着 し生活 している。出土 した

のは胞子を生成する球形の部位で、もともと黒 く内部がスポンジ状の均質で大変硬質なため、炭化 している

かどうか半U別 しにくい。

不明炭化種実 :(S103、 S107、 S118)種 実がかなり激 しく焼け膨れて炭水化物や脂肪などが溶けている

ため種類の同定が不可能なものを不明種実とした。
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図版 1 堰向 Ⅱ遺跡 よ り出土 した炭化種実
1.サ ンショウ、炭化内呆皮破片(S120)2.ホ オノ

(S103)4.オオムギ、炭化頴果 (SB01)5.コ ムギ、
(S103)7.タ イヌビニ、頴果 (S103)8.サ サゲ属、
子(S120)10.エ ノキグサ、炭化種子 (S103)

キ、炭化種子 (S120)3.イ ネ、炭化胚乳
炭化種子 (S103)6.ア ワ、炭化種子
炭化種子 (S120)9,ア カザ属、炭化種
スケールはlalm
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第 5節 出土遺物の形状 と組成か らみた堰向Ⅱ遺跡 における鉄器製作活動 について

岩手県立博物館 赤沼英男

1 1よ じめに

岩手県北上市に立地する堰向Ⅱ遺跡はほ場整備事業に伴い、平成15年 に発掘調査された遺跡である。発掘

調査の結果、 9世紀後半～10世紀前半に比定される堅穴住居跡、掘立建物跡、および墓渡などが検出された

1)。 堅穴住居跡の中には鉄錘状鉄器や椀状滓を伴うもの、床面のほぼ中央にすり蜂状に彫 り窪められた焼土

遺構を有するものがあり、後者の焼土遺構からは剥片状鉄津や粒状鉄滓が見出されている。遺跡内で鉄に関

する生産活動が実施されていたことは確実で、 日常生活に必要な鉄器が製作されていたことをも考えること

ができが、出土資料の外観形状と遺構の検出状況だけで、生産活動内容について言及することは困難とされ

た 1)。

遣跡内での生産活動状況を推定する有効な手段に、出土遺物の金属考古学的調査がある。調査の結果、遺

跡内では鋼の製造と鋼製鉄器の製作が行われていたものと推定された。以下に、堰向Ⅱ遺跡出土鉄関連遺物

の金属考古学的調査結果について報告する。

2 調査資料

金属考古学的調査を行った資料は、鉄器 1点 (血 1)、 鉄滓 4点 (血 2～ No 5)の 合計 5資料である。な

お、鉄津は外観形状によって椀状津、粒状滓、または剥片状鉄滓に分類された。hlは出土時多量の上砂が

固着 していて外観形状の特定が困難であったため不明鉄器とされた1)が、その後に行われた保存処理の結

果、岩手県軽米町山根館遺跡、青森県浪岡町浪岡城跡などで発見されている鉄鉦状鉄器であることが判咽し

た。本稿ではNo lを 鉄鍵状鉄器と呼ぶことにする。調査資料の概要は表 1に 示すとおりである。

3 調査試料の摘出

鉄器および鉄滓からの調査試料摘出は、ダイヤモンドカッターを装着 したハンドドリル (以下、ハンドド

リルという)を使って実施 した。Nα lに ついては図 l alの 矢印の部分から約0.2gの 試料を、配 2～ No 4に

ついては図 3、 図 4に示す矢印の部位に深さ 1～ 2 cmの 切り込みを入れ、一方の切 り込み面から約 lgの試

料を切 り取った。摘出した試料をさらに 2分 し大きい方を組織観察に、小さい方を化学成分分析に供 した。

Nα 5については図 2 alの 中から4資料を選別 し、それらを化学成分分析に、図 2 blに示 した資料を組織観

察に供 した。

4 調査方法

組織観察用試料についてはエポキシ樹脂に埋め込み、エメリー紙、ダイヤモンドペース トを使って研磨 し

た。研磨面を金属顕微鏡で観察 し、地金の製造方法を推定するうえで重要と判断された領域および鉄岸中の

鉱物相をエレクトロン・ プローブ 。マイクロアナライザー (EPMA)で 分析 した。

化学分析用試料は表面に付着する土砂、錆をハンドドリルで丹念に削り落とし、エチルアルコール、アセ

トンで超音波洗浄した。試料を130℃ で 2時間以上乾燥 し、メノー乳鉢で粉砕 した後約0.5gを テフロン分解

容器に秤量 し、マイクロウエーブ分解装置で溶解 した。溶液を蒸留水で定溶とし、T.Fe(全鉄)、 Cu(銅 )、
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ニ ッケル (Nl)、 コバル ト (CO)、 マンガン (Mn)、 リン (P)、 チタン (Ti)、 けい素 (Si)、 カル シウム

(Ca)、 アル ミニウム (Al)、 マグネシウム (Mg)、 バナジウム (V)、 ジルコニウム (Zr)の 13元素を高周

波誘導結合プラズマ発光分光分析法 (ICP― AES法)で分析 した。

5 調査結果

5-1 血 1鉄鍵状鉄器および血 5剥片状鉄滓の化学組成

表 2に血 1、 表 3に配 5か ら摘出した試料の化学成分分析結果を示す。No l Salお よびNo l Sa2の T.Fe

はそれぞれ77.21mass%、 56.81mass%、 配 5の T.Feは67.26mass%で、錆化が進んだ試料である。血 l Sa2、

配 5か らは0.lmass%を 上回るPが検出されている。

錆化が進んだ試料に合有される微量元素を検討する場合、埋蔵環境からの富化の可能性を考慮する必要が

ある2)。 粘土状物質を主成分とする血 2椀状滓の凸部表面 (Nα 2 Sa2)か ら摘出した試料中に合有される

Cu、 Ni、 Coは、内部から摘出した試料に合有される Cu、 Ni、 Coよ りも低 レベルにある。この結果によ

ると、遺物を取 り囲む土砂に0,01mass%(100ppm)以上の CO、 Ni、 Cuが含有される可能性は乏 しい。金

属考古学的調査を行った鉄器に銅またはその合金をはじめとする異種金属の付着がみられなかったこと1)

を考慮すると、0.01mass%以 上の CO、 Ni、 Cuが検出された試料については、検出された三成分のほとん

どが錆化前の地金に含まれていたと判断される。

一方、 Pに ついては埋蔵環境下から富化されることがある3)。 錆化 した試料におけるPの値を評価するに

あたっては、遺物を取り囲んでいた土壌中、およびほば同じ埋蔵環境下にあったとみなすことのできる他の

鉄器のP含有量を調べ、富化の可能性を検討する必要がある。応 l Sa2、 N65についてはそれとほぼ同じ埋

蔵環境下にあったとみなすことができる鉄器の化学組成が不明なため、上述の検討はできない。ここではNa

l Sa2、 Nα 5に 相当量のPが合有されていた可能性を指摘するにとどめる。

5-2 血 1鉄錘状鉄器およびNα 5剥片状鉄滓の組織観察結果

No l Salか ら摘出した試料の周縁部は錆からなるが、その内部はほぼメタルから構成されているので、ナ

イタール (硝酸2.5mlと エチルアルコール97.5mlの 混合溶液)で腐食 した。図 l blは マクロエッチング組織、

図 l clはbl領域RI内部のミクロエッチング組織、図 l c2はcl枠内部を200倍で観察したものである。図 l cl

にはフェライ トの粒界がみられるだけである。この組織に基づけば、炭素量0。 1%未満の鋼と評価される 4)。

Nα l Sa2か ら摘出した試料については錆化が著 しく (図 l el)、 錆化前の地金の組織を推定できる領域を見

出すことができなかった。

図 l bl領域 R2内部には灰色を呈する粒状の領域 (Wus)、 灰色の角状領域 (XT)、 暗灰色の領域 (Fa)

とそれらを取 り囲む微細粒子を内包する黒色領域 (Ma)か らなる非金属介在物が、図 l el枠 内部には灰色

の角状領域 (XT)と それらを取 り囲む微細粒子を内包する黒色領域 (Ma)か らなる非金属介在物がみら

れる。EPMAに よる分析によって領域 (Wus)は ウスタイ ト (化学理論組成FeO)、 領域 XTは Fe Ti― Aト

O系化合物、領域 Faは Fe Mg Si一 〇系化合物 [マ グネシウムを固溶した鉄かんらん石 〔2(Fe,Mg)O・

Si0 2と 推定される〕であることがわかった。上記組織観察結果を整理すると、表 2右欄のとおりとなる。

N65(図 2 al)は縦断面の長軸が 1～ 1.3mm、 短軸が約0.4mmの 長方形を呈する。図 2 bl領域Rl、 領域R2

内部は錆組織からなり、領域Rlは主としてウスタイ ト (Wus)と ヘマタイ ト (Hem)と推定される領域に

よって構成される (図 2c13)O
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5-3 h2～ No 4鉄滓の化学組成

配 2 Salの T.Fe、 Si、 およびAlは それぞれ51.36%、 779%、 2.48%、 配 2 Sa2の T Fe、 Si、 およびAlは そ

れぞれ19.27%、 18.7%、 7.38%で、後述する組織観察結果を考え合わせると、N62 Sa2は 酸化鉄を、Nα 2 Sal

は溶融または部分溶融 した粘土状物質を主成分とする。血 3は Nα 2 Saと 、Nα 4は配 2 Sa2と ほぼ同じ化学組

成をとる。

5-4 血 2～ Nα 4鉄滓から摘出した試料の組織観察結果

No 2は 椀状滓の一部で、欠損前の上面は精円形を呈 していたと推定される。凸部表面には青灰色を呈 し、

部分溶融 した粘土状物質が固着する。凹部には赤錆が析出している (図 3 al)。 椀状滓の凸部Salか ら摘出

した試料にはいたるところに空隙がみられ、外表面は主としてガラス化 した組織によって覆われていて、内

部には鉄滓が残存する (図 3 bl)。 図 3 clは 図 3 bl枠 内部のEPMAに よる組成像 (COMP)、 図 3c2は 図 3

cl枠内部を1000倍で観察 した組成像である。組成像には灰色のウスタイ ト (Wus)、 やや暗灰色をした柱状

の

FeO―MgO― Si0 2系 化合物 (Fa)[マ グネシウムを固溶 した鉄かんらん石 2(Fe,Mg)O・ Si0 2と 推定 さ

れる]、 暗灰色の Fe A1 0系 化合物 [ハ ーシナイ ト (FeO・ A1203)と推定される]、 およびガラス化 した

黒色領域 (Gl)が観察される (図 3 cl.2)O Sa2か ら摘出した試料は酸化ケイ素 (Qtz:石英と推定される)

とガラス化 した領域 (Gl)か らなる (図 3 dle2)。

Nα 3も 椀状滓の一部で、欠損前の全体形状は血 1と ほぼ同じであったと推定される。Salか ら摘出した試

料はウスタイ ト (Wus)、 暗灰色の FeO―MgO― Si0 2系化合物 (Fa))[マ グネシウムを固溶した鉄かんらん

石 2(Fe,Mg)O・ Si0 2と 推定される]、 および微細な化合物を内包する黒色領域 (Ma)か ら (図 4)、

Sa2か ら摘出した試料はウスタイ ト (Wus)お よび微細な化合物を内包する黒色領域 (Ma)か らなる。

配 4は粒状を呈する。摘出した試料にはいたるところに空隙がみられ、全域がガラス化した組織からなる。

マクロ組織の枠内部は、Fe Al―O系化合物 (Ha)と 微細な粒子が赤色 した黒色領域 (Ma)|こ よって構成

されている (図 4)。

6 考察

6-l No l鉄器の組成

No lは長さが15.5cm、 一方の端部の横断面は長軸2.2cm、 短軸0.6cm、 もう一方の端部の横断面は長軸 1.8cm、

短軸0.6cmで、いずれも長方形に近い形状をとる。ほば同形態の鉄器は、青森県浪岡城跡、岩手県山根館遺

跡、岩手県盛岡城跡、福島県福島市飯坂、福島県連郷 B遺跡、および滋賀県斗西遺跡などでも検出されてい

る5)。 また、当該資料に比べやや扁平で幅広ではあるが、青森県根城跡、岩手県姉帯城跡からも類似資料が

出土 している。一方の端部が他方に比べ幅広に加工されている上記資料については、農具における部品とし

ての使用、工具としての使用、あるいは武具としての使用を想定することができるが、その特定は難 しい。

この点については当該資料の使用状況を示す実物資料の検出を待って明らかにする必要がある。陥 1に は炭

素量0.1%以 下の亜共析鋼が配されている。幅広の端部から摘出した試料に基づ く調査結果であり、血 1全

てがその組織によって構成されていたことを断定することはできない。この点については当該資料の広領域

にわたる部分から試料を摘出し、確認する必要がある。

後述するように、古代 。中世には複数の鋼製造法があった可能性がある。いずれの方法が用いられたとし

-297-



ても、多段階の工程を経て目的とする鋼が製造されていたことは間違いない。同一の製鉄原料が使用された

としても、製造方法や製造条件に応じて組成の異なる鋼が作り出された可能性が高 く、鉄器地金の分析結果

を単純に比較するという解析方法では、実態に合致 した資料の分類結果を得ることは難 しい。

表 2の 中で、Cu、 Ni、 Coの三成分は鉄よりも錆にくい金属のため、一度メタルに取 り込まれた後はその

ほとんどが鉄中にとどまると推定される。従って、鋼製造過程で合金添加処理が行われていなかったとする

と、その組成比は鋼製造法の如何に係わらず製鉄原料の組成比に近似すると推定される。

図 5a・ bは Nα l Sal、 配 l Sa2お よび血 5の [(mass%Co)/(mass%Ni)]と [(mass%Cu)/(mass%Ni)]、

[(mass%Ni)/(mass%Co)]と [(mass%Cu)/(mass%Co)]の 比を求めプロットしたものである。No l

Sal・ 2、 N65の Ni合有量はいずれも1%未満で、血 2椀状滓の外表面から摘出した試料と同レベルまたは

それよりも低いレベルにある。検出されたNiが 当該資料そのものに合有されていたか、埋蔵環境からの富

化によるものかを峻別することは難 しい。そこで図 5aへのNo l Sal.2、 配 5の プロットは見合せた。図 6

bか ら明らかなように、配 l Sal、 配 l Sa2は 離れた位置にあり、配 1の製作に組成の異なった鋼が使用さ

れた可能性があることを示 している。配 l Sa2と 配 5が近接 した位置にプロットされること、N65が炉跡に

伴って検出されたことを加味すると、遺跡内では原料鉄からN61を製作する操作、またはN61を 目的とする

鋼製鉄器に造形する操作が行われていた可能性を考えることができる。前者の場合、組成の異なる原料鉄が

遺跡内にもたらされていたことについても検討する必要がある。

図 5に はNo lと ほぼ同じ形態をとる中世の遺構から検出された鉄錠状鉄器もプロットした。滋賀県能登川

町斗西遺跡出土資料 (血 13～ Nα 19)は 図 5aで は左下に、図 5bでは中央下にほぼまとまって分布する。こ

れら6資料の原料鉄は同じ組成であったとみることができる。図 5aの中央下、図 5bの左下にプロットさ

れる福島県いわき市連郷B(hll)、 青森県八戸市根城跡 (Na12Sal.2)、 および岩手県軽米町山根館跡出土

資料 (血20Sal.2)の 三成分比もほぼ同じ値をとる。これら3資料 も同じ組成の原料鉄を素材に製作されて

いた可能性が高い。堰向Ⅱ遺跡出土資料 (NG l Sal.2)、 浪岡城跡出土資料 (配 6～ Nα 8)、 盛岡城跡出土資

料 (血 9)、 福島市飯坂出土資料 (No10)、 および一戸町姉帯城跡出土資料 (配13)は それぞれ単独でプロッ

トされている。堰向Ⅱ遺跡出土鉄錘状鉄器とほぼ同じ三成分比を有する資料はみられず、中世に鉄錘状鉄器

を製作 した地域が複数あったことが伺える。

6-2 古代 。中世における鋼の製造

古代 。中世の鋼製造法については幾つかの方法が提案されており、見解の一致をみるにいたってはいない。

その主因は、原料鉱石 〔砂鉄もしくは鉄鉱石 6)〕 を製錬 して得られる主生成物の組成についての見解の相違

にある。

製錬産物である鉄は炭素量に応 じ、鋼と銑鉄の 2つに分類される。製錬炉で得られた鉄から極力鋼部分を

摘出し合有される不純物を除去するとともに、炭素量の増減を行って目的とする鋼を製造する。そのように

して製造された鋼を使って、製品鉄器が製作されたとする見方がある8)。 上記の方法は近世たた ら吹製鉄に

おける鉛押法 9)に よって生産された鉄塊を純化する操作に近似する。また、この方法によって得 られた鉄

〔炭素量が不均―で鉄滓が混在 した鉄 (主に鋼からなるが銑鉄も混在すると考えられている)〕 を精製 し目的

とする鋼に変える操作は精錬鍛冶 8)と 呼ばれている。古代に鋼を溶融する技術は未確立であったと考えら

れるので (溶融温度は炭素量によって異なるが、炭素量01～0.2%の 鋼を溶融するためには炉内温度を1550

℃以上に保つ必要がある4))、 主として鋼から成る鉄から鉄滓を分離・除去する際の基本操作は加熱・鍛打
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によったと推定される。組成が不均―な鉄から純化された鋼を得る操作に精錬鍛冶という用語が用いられた

のは、上述によるものと推察される。

一方、彩 しい数の鉄仏や鉄鍋、鉄釜をはじめとする鋳造鉄器の普及が示すように1の 11)、 遅 くとも 9世紀

には銑鉄を生産する技術、すなわち銑鉄を炉外に流 し出す製錬法が確立されていたとする見方が出されてい

るり。得 られた銑鉄を溶解 し鋳型に注ぎ込むことによって鋳造鉄器が製作される。また、生産された銑鉄を

脱炭することにより鋼の製造も可能となる。この方法による鋼製造は、銑鉄を経由して鋼が製造されるとい

う意味で、間接製鋼 (鉄)法 13)に 位置づけられる。

銑鉄を脱炭する方法の一つとして、近世たたら吹製鉄における大鍛冶9)が よく知 られている。たたら吹

製鉄には銑押法と鉛押法の 2つの方法がある。後者における生産の主目的物は鉛鉄 (主 として鋼からなる鉄

塊)、 前者は炉外に流 し出される銑鉄で、副生成物として炉内に鍋鉄 もできる。銑押法において鉛鉄は操業

の妨げになるので、鉄棒をたえず炉内に入れ炉外に取 り出すようつとめたという。このようにして生産され

た銑鉄は鍛冶場に運ばれる。そこではまず火床炉の炉底に木炭を積み、その上に銑鉄を羽口前にアーチ形に

積み重ね、さらに小炭で覆った後底部に点火する。積み重ねられた銑鉄は内部にあるものから溶融 し、消下

する。この時、羽日付近の酸化性火烙におゝれ酸化され、鋼 (左下鉄)と なる。ここまでの操作は「左下」と

呼ばれる。左下鉄は製錬時の副生成物である鉛とともに再度同じ火床炉にアーチ状に積まれ、上述と同様に

して脱炭が図られる。脱炭が十分に進んだところで金敷の上にのせ、加熱 。鍛打によって鉄滓の除去 と整形

がなされる。後者は「本場」と呼ばれる。上記の「左下」と「本場」、 2つ の操作を経て包丁鉄を造 る方法

が大鍛冶と呼ばれている10。 上述から明らかなように、大鍛冶における「本場」の操作内容は出発物質こそ

異なるものの、基本的に先に述べた精錬鍛冶とほぼ同じとみることができる。

大鍛冶では空気酸化により局所的に銑鉄の脱炭が図られるが、溶銑 (溶融 した銑鉄)を準備 し、大鍛冶と

同じ原理によって脱炭する方法が古代に行われていたとする見方が出されている5)1917)。 この方法の場合、

溶銑の確保とそれを脱炭するための設備・道具が不可欠であり、現在その点についての検討が進められてい

る。

上記から明らかなように、鉄に関する生産設備として少なくとも①製錬炉、②溶解炉、③精錬炉、④鍛冶

炉の 4つがあった可能性がある。さらに、製錬炉としては主として銑鉄を生産するための炉と鋼を生産する

ための炉が、精錬炉については銑鉄を局所的に溶融 し脱炭するための炉と溶銑を準備した後それを脱炭 して

鋼を製造する炉が、鍛冶炉については精錬鍛冶と小鍛冶のための炉があった可能性がある。検出された炉弥

の残存状況と出土資料の形状でただちに炉跡の機能を決定することはきわめて危険である。以下ではこの点

に留意 し、考古学の発掘調査結果と出土鉄滓の金属考古学的解析結果を基に、配 2～血 5鉄滓の成因につい

て検討することとする。

6-3 鉄滓の成因

血 4お よびNα 5は S121堅穴建物のほぼ中央部に構築された炉跡内部から見出されている。炉は平面形が

長軸37cm、 短軸17cmの楕円形を呈し、深さは10cm程 度である。炉内には堆積土が 2層確認されていて、一層

は固く締まり炭化物を多く合んでいる。その下に赤褐色の砂質土があり、操作時の炉底面はその下にあった

と推定されている1)。 炉内部が赤褐色を呈することから、酸素がよく行き渡った開放状態で操作が行われて

いた可能性が高い。

配 5は縦断面が長方形をした錆からなる。摘出した試料が主としてウスタイ トとヘマタイ トからなること
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から、純化された鋼を加熱・鍛打 した際に剥離 した資料 (鍛造剥片)と みることができる。Na 4は直径が 1

cm程度の粒状で、摘出した試料にはいたるところに空隙が残存する。 ミクロ組織は Fe Al―O系化合物とガ

ラス化 した領域からなり、Si、 Al、 Feを主成分とする。粘土状物質と酸化鉄が反応 し溶融または部分溶融

した後、空気が入 り込み粒状化 したものと思われる。

Nα 2、 配 3は それぞれ血11住居跡の床面直上、床面下層から検出されている。炉跡に伴う資料ではく、他

の場所で生成 した後、住居跡内に混入 したとみなければならない。既述のとおり、配 2の 凸部は主として溶

融または部分溶融 した粘土状物質で覆われており、その内側にウスタイ ト、鉄かんらん石、Fe Al― O系化

合物、およびガラス化した領域からなる鉄津が残存する。凸部外表面に木炭の噛み込みはみられない。配 3

もNα 2の 鉄滓部分とほぼ同じ鉱物組成をとる。 6-2に基づけば、No 2、 Nα 3の 成因については、製錬、精

錬鍛冶、および精錬の 3つを考えることができる。

製錬を想定 した場合、原料鉱石は鉄チタン鉱物をほとんど合まない鉄鉱石を想定する必要がある。遺跡内

およびその周辺に該当する鉄資源は賦存 しない。製錬を実施 したとみなすことができる炉跡が未検出である

ことをおゝまえると、当該遺跡においてその実施を主張することは難 しい。

既述のとおり、精錬鍛冶における出発物質は主として鋼からなり、相当量の鉄滓が混在 した組成不均―な

鉄である8)。 木炭の燃焼による炉内到達可能温度域を考慮すると、主として鋼からなる鉄を溶解することは

困難であり、純化の操作は加熱・鍛打によったとみなければならない。この操作では鉄塊に付着または鉄塊

中に固着する鉄滓が破砕され除去される。その過程で飛散 した鉄滓が炉内に入 り、炉材粘土と反応しながら

溶融または部分溶融 した後、炉底にたまり固化する。検出された炉跡が精錬鍛冶に使用されたという見方に

立てば、金属考古学的調査を行ったNo 2お よびNo 3は 炉床部において生成 したとみなければならない硝)。 炉

底部には熱源である木炭が共存しているので、鉄滓中にある程度の木炭が噛み込まれるはずである。上記 2

点の鉄滓には木炭の噛み込みや固着はみられない。熱源である木炭と反応サイ トとが分離された状況下にお

いて生成 した鉄滓の可能性がある。

Na 2、 No 3が椀状を呈すること、木炭と反応サイ トとが離れた位置にあった可能性があることを考え合わ

せると、椀状を呈する容器または設備の中に溶銑を生成させ、それを空気酸化により脱炭 して鋼を製造する

操作 (精錬)の過程で生成した可能性を考えることができる。鉄滓中に残存するウスタイ ト、鉄かんらん石

は溶銑の再酸化物、または鉄浴の再酸化物と椀状容器の素材、あるいは精錬過程で使用された造滓材が反応

し生成 した物質と考えられる。

S121住居跡で見いだされた炉跡では、精錬または鉄滓が固着 した鉄塊の過熱・ 鍛打による純化、さらに

は純化された鋼を素材とする、製品鉄器の製作が行われていたものと思われるが、この点を引確にするため

には羽日、台石等の道具類の検出が不可欠である。これまで鋼製造は直接製鋼法を基軸に検討されてきたき

らいがあるが、銑鉄の生産と流通、および銑鉄を素材としての鋼の製造と鋼製鉄器の製作 という一連の生産

方法を考慮に入れて、古代における鉄 。鉄器生産を研究する必要がある。この問題意識の基に鉄関連遺構の

発掘調査が進められ、生産設備の復元や使用された道具の解明がなされれば、古代の鋼製造法の実態に迫る

ことができるにちがいない。
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図 l No lの外観と摘出した試料の組織観察結果

al:外観。矢印は試料摘出位置。bI・ cI:そ れぞれalの Sal、 Sa2か ら摘出した試料のマクロエ ッチング組織とマク

ロ組織。エ ッチングはナイタールによる。cl i bI領 域RI内 部の ミクロエッチング組織。c2i cl枠内部の ミクロエッチ

ング組織。d]・ fl:そ れぞれbl領域R2内部、el枠内部に残存する非金属介在物のEPMAに よる組成像 (COMP)。
Wus:ウ スタイ ト、XT:Fe Ti A1 0系 化合物、Fa:Fe Mg― Si― O系化合物 [マ グネシウムを固溶 した鉄かんらん石

〔2(Fe,Mg)0,Si0 2と 推定される〕、Ma:マ トリックス。
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C3

図 2 h5の 外観と摘出した試料の組織観察結果
:外観。bl:摘出した試料のマクロ組織。c13 ibl領域Rl内部のEPMAに よる組成像 (COMP)と 定性分析結果。
i bl領域R2内部のEPMAに よる組成像 (COMP)。 Wusiウ スタイ ト (化学理論組成FeO)、 Hcm:ヘマタイ ト。
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bl

1篭:》
拳

図 3 配 2の外観と摘出した試料の組織観察結果

al:外観。矢印は試料摘出位置。bl:alの Salか ら摘出した試料のマクロ組織。 cl・ 2:bl枠 内部のEPMAに よる組成

像 (COMP)と 定性分析結果。c2は Cl枠内部を1000倍で観察 した組成象。Wus:ウ スタイ ト、Fa:FeO― MgO―Si0 2

系化合物、Hai Fe Al―O系化合物、Gl:ガ ラス質ケイ酸塩。dl:alの Sa2か ら摘出した試料のマクロ組織。el:dl枠
内部の ミクロ組織。Qtz:酸化ケイ素 (石英と推定される)、 Gl:ガ ラス質ケイ酸塩。
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図 4 Nc 3お よび配 4の 外観と摘出した試料の組織観察結果

外観の矢印は試料摘出位置。No 3の ミクロ組織上段および下段は、それぞれマクロ組織領域Rl、 R2内部。h4の
EPMAに よる組成像 (COMP)上段はマクロ組織枠内部、下段は上段の枠内部を1500倍で観察 した組成像。Ha:
Fe A卜 O系、Ma:マ トリックス。
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第Ⅳ章 考察

第 1節 出土土器の年代的位置づけ

はじめに                 ‐

ここでは西川目・堰向Ⅱ両遺跡出土遺物の分類を行い、その年代的な位置づけを行う。両遺跡においては、

いくつかの遺構堆積土中の同様の位置にTo―aテ フラを含むことで共通 していたため、おおよそ同時期に属

すると考えられた。そのため、ここではこれらを一括 して分類・検討を行う。分類後は周辺の遺跡との比較

を通 じて年代を付与することにする。

2.分類

出土土器には、杯、甕、鉢、壺、高台杯などがある。それぞれ、土師器 (便宜的に名称は内黒土器、非内

黒土器を一括)、 須恵器の種別に分かれる。各種別のうち比較的出土量の多い杯・甕類についておもな対象

となる。土師器が中心となり、須恵器については出土量が少なく参考程度に触れておくことにする。

(1)分類の指標

分類を行うにあたって、ここではとくに器形と法量をおもな指標とする。これまでの研究の結果から器形

と法量が重要な指標となることは明らかであるため、これらに属性を絞って分類を行う。もちろん、本来は

さらに詳細な属性を組み合わせて検討を行なわねばならないが、ここでは大まか

な時期差を捉えることを主眼としているため簡略化している。

内面に黒色処理が施される杯と施されない杯は、ここでは便宜的に土師器に一

括 して考えており、区別する場合に限って内黒土器・非内黒土器と呼称している。

この呼称は単に黒色処理の有無を表しているのであり、ここでは特別な意味をも

たない(1)。

実際に分類は、種別→器形→法量の順で行っている。器形がさらに細分できる

可能性があるもののここでは大まかなまとまりを示すにとどめている。

(2)土師器

杯 すべて調整にロクロを使用している。

A類  体部が直線もしくは直線状に開くもので、体部断面形が逆台形を指向し

ているもの。「直線状」としているが、志波城出土例のように逆台形状を

呈するものは少ない。広義の意味において直線状としている。

B類  体部が内湾 しながら立ち上がるもの。「椀形」を呈するもの。西川目・

堰向Ⅱ遺跡においてはもっとも主体的な杯となるものである。

C類  体部が内湾しながら立ち上がり、日縁部が外反するものである。 B類 と

は日縁端部の形状が異なる。内湾する度合いはさまざまであるが、断面形

を重視 して同一の部類に合めている。この内湾度の違いは日径や器高 。底
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径に対応するものである。

D類  底部側縁 (体下半部)で一度屈曲し、その後内湾 しながら立ち上がるもの。日縁部は外反 しない。

E類  底部側縁 (体下半部)で一度屈曲しその後内湾しながら立ち上がり、日縁部が外反するもの。

上記のような 5類を大別すると、以下のようになる。

I A類     逆台形を指向する7世紀以来の器形

Ⅱ B・ C類   椀形を指向する器形

Ⅲ D・ E類   底部が突出する器形

これらの各類は、さらに法量を指標にして細分される。

法量 1 日径が15cm以上のもの。器高が 5 cm以上のものが主体である。

法量 2 日径が13～ 14.9cmの もの。器高が3.5cm～4.9cmの ものが主体である。

法量 3 日径が13cm以 下のもの。器高が2.Oclll～ 3.5cmの ものが主体である。

今回の両遺跡の調査では、法量別には 2類が主体を占めている。 1・ 3類については少量の出土となって

いる。なお、これらの数字は、両遺跡分の統計からそのピークの数字をまとめたものであるため、今後周辺

の遺跡を合めて分析を行う場合は多少値が変化する可能性があるが、平均的な数値はあまり変動がないもの

と考える。

法量はこの時代には法量分化が顕著であるため、器種の差とも考えられるが、これまでのいくつかの検討

の結果から、とくに底径が小さくなることは年代差である可能性が高いと考えられている。 したがって、法

量の差は器種差の可能性を残 しつつもここでは仮に時期差と提えることにしたい。

次に甕の分類を行う。

A類 調整にロクロを使用 しないもので、日縁部が外反するもの。いわゆる単純日縁の形態をとる。

B類 調整にロクロを使用するもので、日縁部が外反するもの。いわゆる単純日縁の形態をとる。

C類 日縁部は外反 しながら立ち上がり、端部が上方に引き出されるもの。直角に屈曲するものも含める。

D類 日縁部が外反 しながら立ち上がり、端部が上下に肥厚するもの。

甕形土器の場合、上記の 5類がそれぞれ日径の違いにより25cm以上の大型、20～25cmの 中型、20cm以 下の

小型に分けられる。これは時期差ではなく機能の差によると考えられる。なお、小型

にはミニチュアも合めている。今回はこのミニチュア型甕 も比較的多く出土している。    ~二

Fl
(3)須恵器

が〔3:g3を9こ急拿:急i::g:曽£とを::手33:3::可

能と思われる    ~FB

(書

と寡:象、ナベ、内外面に黒色処理が施された黒色土器などがあるがいずれも出    ~:':
土数が少なく分類できないため、その特徴を列記するにとどめたい。

器写:ほ縁」F璽ラを芽】むfttξ愁ほ多二を編弓憲≧
′
[i寡暴姦奪旨晃曹T尋姦    ~1'!

に相当するものがほとんどであるが、非内黒の 1点 は直線的に開 く杯部をもつものも

―-309-

第276図 甕の分類



ある。日縁端部は外反するものとしないものの 2者に分かれる。高台部は「ハ」字形に大きく開くものが多

く、断面形が丸 くなるものと方形になるものの 2者がある。須恵器 。高台杯は高台が短 く、断面が方形に作

られている点で内黒・非内黒土師器とは異なる。

鉢は 7点が出土 している。底部まで残存 しているものが少なく全体の形状は判然としないが、日径に対 し

器高が短いものを「鉢」として区別 している。内面に黒色処理を施すものが多い。器形は緩やかに外反する

日縁部から底部に向けて窄まっていくもので、日縁部に最大径をもつ。調整は内面には横位のミガキが施さ

れる例が多い。外面はロクロナデのみや下半部にケズリが施されるものもある。

ナベは 5点が出土 している。鉢よりも日径に対する器高の比率が低いものである。底部が欠損 しているも

のが多 く全体の形状は不明であるが、丸底に近い底部と考えられる。日縁部はすべて端部が上下に肥厚する。

調整は体上半部がロクロナデ、体下半部が縦位のヘラケズリを施す。内外面にタタキの痕跡を残すものもあ

り (762)、 やや製作技法が異質なものである。内面はナデのみが多いが、粗いハケメが施されるものもある

(760)。 5点中 4点が S126や その下層住居跡より出土するなど、出土遺構が限定される。出土例や製作技

法の点で特異であり、広義の「北陸系」土器である。

これらのほか、緑釉陶器椀が 1点、両面ともに黒色処理が施される黒色土器が数点出上 している。

(5)小結

さて、これら各類の時期的な前後関係であるが、杯に限定して考えると、同様の分類基準で行った水沢市・

中半入遺跡の検討結果からA→ BoC→ D・ E類へと相対的に新 しいことが想定できる (西澤2002)。 地域

(郡)が異なるものの基本的な時間の流れひいては器形の変化はあまり変わらないと考えるため、今回もこ

の仮説が援用できると思われる。 したがって相対的に杯A類が古 くD・ E類が新 しいことになる。実際の出

土状況では、各類が重複 しており、供伴する例が多い。これは、いくつかの機能 。J14格をもつ杯を組み合わ

せて使用 していたことを示 しており、そのなかで新器種の追加や削減が行われていたことになる。これらの

うちA類がもっとも早 くから組成に加わったもので、 D・ E類がもっとも新 しく追加された器種であると考

えるのである。このように、杯類でみた各類はある程度共存するものの基本的には時期差である可能性が高

いと考えられる。ここでみた各分類は厳密な意味において型式ではないため「類」と呼んでいるが、「形式」

の意味に近いと思われる。いずれはこの形式内に型式を設定 し組列を見出さねば着実な編年は構築できない

であろう。

相対的に新 しいと考えられる杯D・ E類は各種別とも確認できるが、とくに内黒・非内黒土器に多い。こ

の類の特徴である底部側縁の窪みは強いナデ調整によるものと考えられるが、これはヘラケズリによる再調

整の名残かもしれない。実際、DoE類 に再調整が加えられるものは今回確認されていない。

法量の変化について考えると、日径が13cm以下の法量 3が内黒、須恵器にはほとんど認められない。非内

黒でもとくにD・ E類に多い。逆にいえばこの法量がD・ E類の特徴の一つとなっている。

ここでは大まかな範囲で法量 (日径)を捉えたが、さらに細分すれば細かな変化が追える可能性がある。

非内黒土器に特有であり、ある時期を限定する指標となりうる。

調整についてはあまり触れなかったが、底部切 り離 しは全ての種別において糸切 りであり、底部に再調整

されるものはきわめて少ない。底部側縁に再調整が施されるのも数例である。内黒土器の場合内面には対上

部には横位に、体下半には放射状にミガキが施される。細かく丁寧に施されるものもあるが、 ミガキの幅が

太 く、放射状が斜位になるなど雑に施すものも比較的多 く合んでいる。
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甕類についてはあまり顕著な差を認めることができなかった。これは 5種の器形が揃って組成に合まれて

いることであり、使用頻度の高い甕類の特徴なのかもしれない。 したがって、杯類と同様に時期的な関係を

みる場合は今回の分類内をさらに細分 して型式を設定 しなければならず、また時期対象を広げることが必要

となる。杯類に比べ器形が変化する時間がゆるやかと考えられるからである。

3.組成

(1)類型の設定

つぎに、上記の分類がどのように組合わさるのかそれぞれ出土遺構ごとにみてみる。厳密には堆積土中と

床面上出上のものを区別 しなければならないが、出土量の関係もありここでは一括 して検討 している。

各遺構から出土 した土器類を分類別に表 したのが第 1表である。この表から、杯類D・ Eの消長と法量の

変化 (各器種の組成比)を指標として大きく3つ の類型に区分できる。

西川目・堰向Ⅱ遺跡 1期 内黒土器杯A・ B・ C類、非内黒土器杯A・ BoC類からなる。出土量は須恵器・

内黒土師器が主体であり、非内黒土師器は少ない。

西川目。堰向Ⅱ遺跡 2期 内黒土師器杯A・ BoC・ D・ E類、非内黒杯A・ BoC類 からなる。内黒土師

器に新 しい器形であるD・ E類が新しく組成に追加される段階である。出土量でみ

れば、須恵器 。内黒土器・非内黒土器の割合が全て同じくらいになっている。杯類

の主体はBoC類 である。全体量があまり変わらないため、須恵器 。土師器の量が

減じ、非内黒土器の割合が増加 したためと考えられる。

西川目・堰向Ⅱ遺跡 3期 内黒土器A・ BCC・ D・ E類、非内黒土器A・ B・ C・ D・ E類が伴う段階。

非内黒土器にも新 しい器形であるD・ E類が加わる。両者にも各器種が揃うが量的

にはB・ COD類 が多 く、A類がほとんどなくなる。須恵器が急激に減少 し、内黒

土器・非内黒土器で出土量の大半を占める用になる段階である。内黒土器と非内黒

土器にD・ E類が出現する時期に明確な差があるかは実際には不明であるが、便宜

的に区別 したものである。

上記のように、西川目。堰向Ⅱ遺跡においては、出土遺物の検討から上記の 3時期に区分することができ

る。なお、 1期のうち、非内黒土器を伴わない西川目S107・ 09な どは 1期のなかでもより古相をしめすか

もしれない。 しかし、完掘を行っていない住居跡 もあるため断言できない。また、 3期のうち、法量 3を も

つ遺構は 3期のなかでも新 しい段階に属すると考えられる。 したがって、さらに 4つ に細分される可能性も

あるが、個々での主眼は大まかな時期差の特定であるためあまり触れないことにする。

(2)他器種との組成

杯以外の土器がどのように組み合わさるであろうか。甕は各類とも全ての段階で組成に加わっており、今

回の両遺跡の時期においてはあまり組み合わせに変化はない。もっと広い期間でみれば差が出て来るであろ

う (羽柴2000)。 そのなかで、甕D類をみると、 1期 において、 D類はC類とあまり違わない日縁部断面を

しているが、後者については、わずかに下部が脹 らんでいる (351・ 352な ど)。 これが 3期になると、さら

に垂下するようになる (605・ 651な ど)。 この理解がただしければ、時期が降るにつれ、肥厚の度合いが徐々

に大きくなることが考えられる。また、上方のみ肥厚するC類についても同様に変化すると考えられる。 し
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第 1表 土器組成表

たがって、同じCや D類のなかでも変化は認められることになり、これに着目すれば変化の方向性も確認で

きることになる。また、非ロクロ甕についてはロクロ甕に比べあまり変化 しない可能性がある。詳細な分析

についてここでは行わないが今後の課題としたい。

高台杯やナベについては、時期的な傾向が顕著である。高台杯は須恵器については 1期 に認められるが、

内黒・非内黒土器については 2期にならないと出現しない。ナベは新 しい段階にのみ組合わさる。すべてが

3期になって出現する。これらは出土数が少なく、出土遺構にも偏 りがあるため判然としないが、いずれも

特徴的な指標となるかもしれない。

堰向Ⅱ遺跡の S103・ 26の ような規模が大きく、拡張も認められ、特殊な遺物を出土 した住居跡は出土す

る土器類の種類も豊富である。他の住居跡とは圧倒的に物量ともに差が認められる。銭具や硯といった一般

的でない遺物も出土することから、これらの住居跡 (建物跡)は この集落の中心となるものと考えられる。

4.年代

年代については両遺跡のみでは各時期ともに明確に決定することができないため、周辺の遺跡や研究の進

んでいる多賀城周辺と比較 しつつ付与 したい。なお、ここでは杯類に限定する。

1期の土器群は杯D・ E類が含まれず、杯A・ BoC類が主体となるもので、日径が13～14cm前後、器高

が 4～ 5 cmの ものがほとんどを占める。内黒と非内黒土器の比率では、前者の方が多い傾向にある。須恵器

もある程度出土している。これらの特徴と類似するものとして周辺の遺跡では上川岸Ⅱ遺跡ⅨE-1住居跡・

XE-2住 居跡など、藤沢遺跡 S1262竪穴住居跡などがある。
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2期の土器群はD・ E類が含まれるようになるが、A～ C類に比べて出土量は少ない。非内黒土器にD。

E類が登場する時期を便宜的に 3期 としたが、大まかには 2期 に合まれると考える。 D・ E類が登場するも

のの、主体とならない段階のものである。内黒と非内黒の出土比率は同じくらいである。須恵器も少ないが

出土 している。周辺の遺跡においては上川岸Ⅱ遺跡ⅨE-3住居跡、藤沢遺跡 S1262竪穴住居跡・ S1265竪

穴住居跡などがある。 3期 には藤沢遺跡 S1021竪穴住居跡、牡丹畑遺跡 。S1012竪穴住居跡、南部工業団地

内遺跡 D001竪穴住居跡、 D007竪穴住居跡などがある。

これら1期～ 2期 (3期)にかけての一群と類似する土器群は、年代がある程度判明している宮城県 。多

賀城周辺の編年と対比 してみると、多賀城では鴻ノ池10層出土土器群 (柳沢1992)、 村田編年 (村田1995)

では 1群と2群の一部も合まれると考えられる。年代は、10層出土土器群は 9世紀第 4四半期、村田編年 1

群～ 2群は 9世紀第 4四半期～10世紀前半と考えられている (柳沢1994・ 村田1995・ 2000)。

以前、同様の分類を行い多賀城周辺の土器群と比較 したことがある (西澤2002)。 その結果、杯にDoE

類が出現する時期は 9世紀後半になってからであり、これらが主体を占めるようになるのは10世紀初頭～前

葉と考えた。この仮説に従えば、D・ E類は杯類の中において主体を占めず、 BoC類 と同様の出土率であ

ることから、すくなくとも10世紀前半には降らないものと考えられる。

緑釉陶器との供伴関係をみると、緑釉陶器は 1個体分の破片が S126B竪穴住居跡から出土 している。床

面出土の遺物ではないが、 3期 に属する遺構である。緑釉陶器は黒笹90号窯併行期と判断でき、 9世紀後半

の年代が考えられている。これらと 1・ 2期 との時期差から9世紀末を前後する時期であり、10世紀初め頃

にも及んでいる可能性がある。なお、SK04土坑出土遺物は、さらに時期が降る可能性がある。器高が低い

法量 3のみで占められる杯類はこれらの土器群 (西川目・堰向Ⅱ遺跡 1～ 3期)の次の段階に位置づけられ、

10世紀中葉前後の年代が推定される。この遺構のみのためあえて分離 しないが、集落の最終段階はこの時期

に属するのかもしれない。

以上をまとめると、 1期～ 2期は 9世紀後半、 3期は 9世紀末～10世紀前葉の年代が考える。火山灰が堆

積土中に認められたのは西川目 S104、 堰向Ⅱ S118な どで 1期 に属するが、いずれも堆積土最上層付近に粒

～ブロック状に入る状況であった。竪穴の埋没期間の問題もあるが、少なくとも火山灰が流入 した時期には

ほぼ推積が完了していた時期でもあったと考えられる(2)。 したがって、上記で設定 した年代とも大きく皿

齢をきたさないものと考えられる。

大きくみると、本遺跡出土土器群は 9世紀後半を中心とする時期に相当すると考えられ、一部10世紀代ヘ

降る遺構も存在するということになる。また、SK04出土土器についてはその特徴から10世紀中葉まで降る

可能性があり、土器が出土 していないものの同時期の遺構もほかに存在 していたと思われる(3)。

5。 まとめ

以上、土器の分類およびその年代的な位置づけを中心に若子の検討を行ってきた。報告書の性格上、分類

や変遷について詳細に述べることができなかったが、本遺跡の限定された一時期のみではあるが、大まかな

変遷や所属時期が明らかになったと思われる。岩手県内においては、古代土器編年は相対的なものについて

はほぼ整備されているものの、個別土器の組成や細分、絶対年代など課題は多い。とくに個別器種の組列に

関しては不明といわざるを得ない。今後はこれらの点に留意しつつ、大局的な土器の変化の意味づけを行う

研究と合わせて進められることを望みたい。また、ここでは土器を年代決定のみに扱っているが、本来はほ

かにも使用状況や種別の差、配置状況など土器自体の性格を検討 しなければならない。これらの問題は別の
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機会 に論 じたい と思 う。

註

1 筆者は、伊藤の指摘のように (伊藤1998な ど)、 非内黒の上器 (須恵系土器)は別様式の上器と考えているため、本来は、

名称を区別すべきかもしれないが、ここでは、あえて触れないことにする。

2 火山灰の有無で時期差が考えられるが、最上部に入るため削平されていれば不明となる。黒色土中で検出できたものであ

れば検討できた可能性が、多くは削平されていたため、火山灰の有無で時期差を判断することは断念している。

3 土坑のみの存在は考えにくいため。
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第 2節 検出遺構について

1.は じめに

ここでは、西川目・堰向Ⅱ遺跡で調査されたおもな遺構について、若千の検討を行う。とくに前節で設定

した遺物の時期区分を援用して遺構の変遷を検討 していくことにする。

2.竪穴住居跡

竪穴住居跡は両遺跡で合計54軒 (建替えを含める)が検出されている。ここでは、このなかで規模、方位、

掘りかた、立地など特徴的な属性について簡単にまとめる。

大きさの類別

一辺でも規模が判明する住居跡について、計測を行ったのが第277図 である(1)。 これによれば、大きく次

の 3つ に分けることができる。大多数を占めるのが一辺4.5m以 下の住居跡群であり、 5m前後の住居群、

6m以上の群とつづく。それぞれ、小 。中 。大型とする。

図をみると、 6割以上がほぼ同一の規模をもつ小型の竪穴住居群ということになる。中型のものは一定数

確認できるものの、大型については極めて少ないという傾向が看取できる。このような傾向は、これまで繰

り返 し述べられたように(2)、 平安期になると住居跡の大きさには統一性が認められるようになることと矛

盾しない。

そういった状況の中で大型の竪穴住居跡は規模の点で際だったものである。遺物の出土量や種類も多 く他

とは規模やその内容をみれば歴然たる差

が認められる。この竪穴住居跡が仮に居

住用だとするなら階層的な差が認められ

るであろう。

主軸の方位

今回確認 した竪穴住居跡のうち軸方位

が判明するものをまとめたのが第278図

である。住居跡主軸は北方向を基準にし

て計測 している。この図をみると、大き

く2つのグループに分けられそうである。

1つは 0° ～10° 前後東 (あ るいは西)

に触れているグループであり、もう1つ

は20° ～30° 前後に触れているグループ

である。つまり、前者はほぼ】ヒを指向す

る 1群、後者は大きく東に触れる 1群で

あるといえる。このほか、少数ながらも

西に振れる住居跡や40° 以上東に触れる

住居跡などがあるが僅かである。大半の

住居跡が、このいずれかの群に含まれる
第277図  各遺跡の住居規模
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ことになる。計測時の誤差もありうるが、このような差が読み

とれる。この主軸の差は、重複関係がなく直接的に検証できな

いが、多 くは時期差と捉えられる。それは前節で設定した遺物

の時期区分と対応させると、ほば北方向を向く1群には西川日・

堰向Ⅱ遺跡 1期 に対応するものが多い傾向にあり、また、東に

大きく触れる 1群には同 2・ 3期 に対応するものが多い傾向に

あるからである(3)。 この点でみると、 この主軸の差は構築時

期による差と捉えることができよう。すなわち、本遺跡で 9世

紀後半の段階で構築される住居跡は北を指向するのに対 し、そ

の後10世紀前後に構築される住居跡は大きく東に触れた軸をも

つようになることである。

主軸の差がすべて時期差と考えるのは早計であろうが、少な

くとも西川目・堰向Ⅱ遺跡の場合は上記のように捉えられよう。

また、限定された主軸方位をもつことから、なんらかの規制が

伴っていることが予想される。竪穴住居跡の主軸方位と掘立柱

建物跡の方位が揃うこととも合わせて、ある一定の配置が意図

される。

掘りかたの構造

竪穴住居跡の掘 りかたの構造は今回の調査からは次の 3つ に      第278図 住居方位

分けることができる。

① S108・ 19・ 14・ 21な ど住居壁面に沿って床面の周囲を深 く掘るものである。

② S125な どのように、床面の中央部分のみ掘 り下げるもの。

③ S112な どのように、床面全体を掘 り下げるもので、底面に段差がつかないもの。

堰向Ⅱ遺跡では①がもっとも主体的な掘 りかたの構造となる。この掘 りかたの構造は竪穴住居跡の構築時

の設計に大きく関係していると考えられる。これに 3つの差が認められることは、年代差、系譜差、遺構の

機能差などが考えられるが、現時点では何を表しているのか明らかにできなかった。これは周辺の遺跡も合

めて検討すべき問題である。構築過程に差が認められる点は興味深い事実である。

立地・ 占地

竪穴住居跡については、両遺跡とも自然堤防上全体に立地 している。とくに集中している部分もない。た

だし、堰向Ⅱ遺跡のB区やC区は削平されている部分が多いことを考慮に入れても多少の空白があると考え

ている。縁辺に集中するのではなく、竪穴住居跡の重複はあまり認められないため、自然堤防上全体に同じ

ような密度で広がっていると考えられる。掘立柱建物跡はとくに竪穴住居跡群と位置を隔てている様子は看

取できないが、廂が付設される西川目遺跡 SB02周 辺では、竪穴住居跡の空白域がありそうである。いずれ

にせよ、調査区が非常に細長いため立地 している状況がすべて判明しているわけではない。

竪穴住居跡付属上坑について

本遺跡では竪穴住居跡の一辺に土坑が付設されるものが比較的多 く認められた。当初、近世など後世の遺

構との重複であると考えていたが、堆積土の区別が難 しいものが多 く、竪穴住居跡と一連の構造をしている

点を重視 して竪穴住居跡と同時期と判断したものがあった。例えば S103・ 18・ 26な どに付属する土坑であ
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る。これらは住居の一辺から張り出すように構築されるもので、床面より深 くなるものもあるが多 くは床面

とほぼ同一の深さをもつ。焼失住居跡と考えられるS118例 をみると、この張り出した土坑内にも大甕の破

片がおよんでおり床面と連続 していたことがわかる。甕の破片が多 く出土 したことから大甕を保管 した部分

であったと考えられる。少ない例であるが、これらの土坑は住居プランから張 り出しているものの床面に穿

たれて構築されるいわゆる貯蔵穴と同様に住居跡の諸施設の一つであると考えられる。

建築材について

焼失住居と考えられる住居跡には S118と S120が ある。この両遺構からは多数の炭化材が出土 した。前

者の方が良好に遺存 していたこともあり、点数 も多い。 これらの同定を行 った結果、 S118は クリ材が、

S120に はヒノキ、その他の材が多 く使用されていることが判明した。 2例のみの同定のため他の状況が不

明な点が残るが、あるいは中型の規模である S118と小型である S120で は材質を使い分けしていた可能性

がある。規模がある建物にはより強度の高い木材を使用 したのであろうか。竪穴住居跡の規模だけでなくこ

ういった内容も、資料が増えれば、その機能についても明らかとなるものは多いであろう。

3.廃棄土坑について

堰向Ⅱ遺跡のB区北端に位置するSK04土坑には非内黒土器の杯DoE類 がまとまって出土 している。堆

積土の状態などから一括 して廃棄されたと考えられる。これらの土器の組成から10世紀中葉の年代が付与で

きる。このような遺構はこの時期にみられるような廃棄土坑の可能性がある。多賀城周辺においては、多量

の一括廃棄土器が出土する土坑がある程度調査されている (た とえば山王遺跡 SX3443土坑など)。

本遺跡の土坑からの出土数は少ないものの、他の土坑と比べれば格段の差がある。 しかも完形に近い杯類 も

多いことからも何らかの廃棄行為が行われた可能性がある。この土坑の位置が集落の外れ、自然堤防の端部

に位置することも示唆的であろう。いずれにせよ、土器的にも、遺構的にも重要な資料となるであろう。

4.鍛冶炉について

堰向Ⅱ遺跡からは 2軒の竪穴住居跡から炉が検出されている。うち 1基の炉跡からは鍛造剥片が確認され

ていることから、本遺跡において鍛冶を行っていたと考えている。前章までに述べたように、 1軒は S121

竪穴住居跡、 もう 1軒は S107竪穴住居跡である。時期は S121が 1期に、後者は主軸方向から2期に所属

すると考えられる。前者では、土壌を採取 して洗浄を行った結果、粒状滓や鍛造剥片が確認できた。これら

の遺物と炉の状況から鍛冶炉の可能性が高いと考える。住居跡の約半分 しか調査を行っていないため、カマ

ドの有無は不明であるため、住居として使用 していたのか、工房として使用 していたのかは不明である。も

う 1軒はB区の北端に位置している。削平が及んでいるため床面までが浅 く遺存状態は悪かったが、焼上の

広がりが床面上に確認されている。この焼土は非常に浅 く、炉として認定するのは難かしいが、建物跡の床

面には鉄岸や鉄器、鉄素材と考えられる鉄製品などが出上 している。これらのことから、鉄床石や鍛冶工具

の出土・痕跡は認められないものの、この建物跡で何らかの鉄生産関連の行為が行われていたと考えている。

このほか S111住居跡からは鉄滓が堆積土中より出土 している。これらの鉄滓類は科学的な分析を行った結

果 (第Ⅳ章)、 鍛冶に伴うものと判断された。 したがって、堰向Ⅱ遺跡においては、集落の内部で鍛冶を行っ

ていたと考えることができる。
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5.水田跡について

西川目遺跡A区において検出された遺構である。検出された場所は自然堤防が終わり低地部分に相当する

部分である。偶然にも調査区に合まれていたため水田跡が検出された。先に述べたように、時期については

明確に判断できなかったが、To― a粒子を重視 して、集落に同時期かそれに近い年代を考えている。

本遺跡周辺において平安時代の水田跡が検出されている例としては、水沢市の常磐広町遺跡、中半入遺跡、

平泉町竜 ヶ坂遺跡などから見つかっているが非常に少ない。北東北に目を広げても秋田県横山遺跡のみであ

る。胆江地区を中心に今後増えていくと思われるが、水田跡の発見は古代における社会復元のためにな くて

はならない重要な遺構である。

今回検出の水田区画は約 3× 3mと非常に小さい。これまで県内で確認された水田区画より極めて小さい

ものとなっている。古代においてもこのような小区画の水田跡が使用されていた可能性がある。ただし発見

された例はなく、北東北通有の区画であったかは不明である。部分的な調査であったため、全体の様子が不

明のため、このような区画が一面に広がっているのか、限定された範囲のみであるのかはわからない。

また、調査範囲内のみでみる場合、これらの区画はほぼ方位に沿って整然と配置されているようである。

北東北地方で発見された古代水田跡例に比べれば非常に特異な平面形を有している。

6.小結

このように、西川目。堰向Ⅱ両遺跡からは竪穴住居跡を中心にいくつかの遺構から構成されている状況を

みた。最後にこれらを時期別に分けてまとめとしたい。時期は、遺構の主軸方位と前節で設定した遺物の時

期との組み合わせから大きく2つ の時期に分けた(4)。

平安時代 I期集落 遺物でみた 1。 2期に対応 し、住居跡の主軸方位が北を指向するもの。年代は 9世紀後

半が考えられる。西川目遺跡の大部分の遺構とJIE向 Ⅱ遺跡の S103な どが含まれる。西川目遺跡の廂付や総

柱も建物跡もこの時期に含まれると考えている。

こうしてみると、この時期の集落の中心は西川目遺跡であり、廂付きの建物を中心に集落が広がっている

と予想される。両遺跡を合めてもこの時期が最盛期であった可能性が高い。廂付建物を中心に若千の空間が

あり、その周 りに竪穴住居跡、倉庫跡が周囲に配置されている。

平安時代Ⅱ期集落 遺物 3期に対応 し、住居跡の主軸方位が東に大きく触れるもの。 9世紀末～10世紀前半

堰向Ⅱ遺跡 S126・ 30な どが含まれる。遺構数は 1期に比べて減少 している可能性がある。大型の竪穴住

居跡がこの時期の中心となろう。廃棄土坑であるSK04は この時期の最後に位置づけられる。

遺物の年代観や遺構の主軸方向にばらつきが少ないことから、これら両遺跡は極めて限られた時期に存続

した集落と考えられる。 したがって、遺跡全体では数百軒以上と考えられる竪穴住居跡はかなりの数が同時

期に存在していた可能性が高いと思われる。集落の規模、総柱や廂付掘立柱建物跡などの特徴的な遺構など、

遺構の面から考えると、一般的な集落とは考えにくく、地域の中心を担う樋点的な集落であると考えられよ

う。なお掘立柱建物跡については次節で詳 しく述べる。

註

(1) 本来は面積で分類 した方がより特徴を表すと考えるが、本遺跡では完掘 した遺構が少ないため、便宜的に 1辺で も規

模が判明する遺構を中心に扱った。 したがって、その一辺の規模を計測している。縦横で規模が異なる場合は、最大長

を採用 している。面積比でグループ分けした場合と必ずしも今回の結果とは対応しないであろう。

(2) 高橋信雄 (高橋1985)、 西野修 (西野1998)な どの研究がある。
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(Bう  北を指向する群の対応率は9/17で あり、東に大きく触れる1群の対応率は2/5で ある.。 ほぼ半数の確率で対応するが(

後者の場合例数が少なく判断が難しい。

(4) この対応はあくま
―
で大まかな部分であり、細かな点ではうまく対応 しない部分もある。とくに 2期の場合は例数が少

ないため、不確定な要素も含まれる.。
これは、遺物の時期と主軸の変化の時期が対応していないからであろう。少なく

とも、早い段階では北を指向する住居跡が多いということはいえる。また、違物と主軸の対応に矛盾が多い場合は主軸

方位を優先している。そのため誤謬をおかしている可能性もある。
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第 3節 掘立柱建物跡について

1 1ま じめに

西川目・堰向Ⅱ遺跡からは、平安期に属する総柱式と廂がついた (廂式の)付きの掘立柱建物跡が検出さ

れている。これらの掘立柱建物跡はどの集落跡からも必ず確認されるわけではない。近年、県内においては

古代集落の立地する低位段丘やその相当面の開発が多 く及び、該期の調査例が急激に増加 している。これま

であまり注目されなかったこれらの遺構(1)が 、集落全体の中でどのように位置づけられるのか現在のとこ

ろ全 く不明と言わざるを得ない。

そこで、 ここでは県内の総柱式、廂式の建物跡(2)を 抽出し、 これらが普遍的在 り方を示すのか否かを検

討 し、その性格について簡単な検討を行ってみたい。なお、対象とする地域は北上盆地周辺であり、県北

(盛岡以北)や沿岸地域については対象外とする。

2 県内の諸例

北上盆地周辺における平安期集落の調査例のうち対象となったのは193遺跡(3)で ぁる

これらのうち、総柱式及び廂式の掘立柱建物跡が確認された遺跡をまとめたものが第 2表である。集成 した

もののうち平安期の掘立柱建物跡が確認されたのは34遺跡となる。

側柱式 も含めて掘立柱建物跡が確認された遺跡の割合は17%であり、全集落に対 し2割に満たない。さら

に、総柱式の場合は 6%、 廂式においては 3%と極めて限定的になる。これは、調査面積や調査範囲の差、

また、掘立柱建物跡が所属時期の決定に際し困難が伴 うという事情も考えられることにもよるが、いずれこ

のような傾向が大きく変動するとは考えにくい。平安期集落において掘立柱建物跡の存在自体が極めて稀な

遺構であるといえる。また、ここでは検討を行っていないが同時期における竪穴住居跡数と比較するとその

差は極めて顕者となることは容易に想像できる。集落に対する掘立柱建物跡の数や竪穴住居に対する掘立柱

建物跡数の稀少さは今後もあまり変化しないと思われる。こうした歴然たる差からは、竪穴住居跡がおもに

居住用と考えられるのに対 し、掘立柱建物跡はそれ以外の機能を想像するに易いことであろう。

第 1表をみると、北上市が本遺跡を合めて 7例 ともっとも多 く、次いで、盛岡市が 6例、水沢市が 3例、

遠野市が 2例、花巻市 。矢巾町が各 1例 となる。旧郡単位で見た場合、斯波郡 6例、稗貫郡 1例、和賀郡 8

例、胆沢郡 3例、閉伊郡 1例 となり、紫波郡と和賀郡がそのほとんどを占めていることが分かる。比較的認

識率が高いと考えられる総柱式でさえ、旧郡単位に数基程度 しか存在 しないのである。これらの建物跡は城

柵が設置されない和賀郡に多いことは興味深い事実である。

面積では、総柱の平均が14.5雷、廂付きの平均が104雷 である。総柱式の方が面積にまとまりがあるが、

廂式の場合は多様である。また、当然平均面積は大きくなる。 したがって、廂式の場合は構造や規模、ひい

てはその性格について多様な在 り方を示 していることが予想される。

棟数は各集落の中において数棟であり、多 くは竪穴住居跡に伴って 1～ 2棟といった程度である。なかに

は妻根遺跡のように側柱式の掘立柱建物跡のみで構成される集落もあるが極めて少ない。

時期をみると、 9世紀後半～10世紀前半にかけての時期が付与される場合が圧倒的である。盛岡市 。小幅

遺跡のように 9世紀前半に位置づけられる建物跡 もあるが少数である。掘立柱建物跡自体の細かな時期を決

定することは困難であるが、おおよそこの時期に多い傾向があることはわかる。

そのほか、灰釉や緑釉といった施釉陶器や硯といった一般的な集落跡ではあまり出土しない遺物が伴う確
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第 2表 岩手県内陸地方における 9・ 10世紀の廂式・総柱式掘立柱建物跡

旧郡 血 遺跡名 市町村 遺構 規模 面積(言) 時期 特記遺物 備考

紫
波
郡

1 棺熊堂 B 盛岡市 総柱 2× 2 平安

/1ヽ 幅 盛岡市
総柱 2× 2 23.04 9世紀前 4次

総柱 2× 2 14,43 9世紀前

3 飯岡才川 盛岡市

総柱 2× 2 11.56 9世紀後

総柱 2× 2 11.56 9世紀後

総柱 2× 2 10.56 9世紀後

総柱 2× 2 10,89 9世紀後

4 飯岡林崎Ⅱ 盛岡市 総柱 2× 2 1224 平安 円面硯

5 台太郎 盛岡市

総柱 2× 2 平安 26Zk

総柱 2× 2 29.68 平安 44Zk

総柱 2× 2 平安 23次

6 一本松 矢巾町 総柱 2× 2 10世紀前

稗
貫
郡

7 万丁 目 花巻市
廂 南北棟 2× 3(一面廂) 平安

灰釉・緑釉
廂は東面の 1面

廂 ? 不 明 不 明 平安

和
賀
郡

8 西野 北上市 廂 東西棟 3× 4(一面廂) 7988 10世紀前 「寺」墨書 廂は西面の 1面

9 岩崎台地 北上市

総柱 2× 2 平安

硯・漆紙
・ 石帯

総柱 2× 2 平安

廂 南北棟 2× 2(四面廂) 124,9 平安 建て替え除く

廂 南北棟 2× 2(四面廂) 140.4 平安 身舎63× 66

廂 東西 2棟 × 3(四面廂) 169,05 平安 975× 575

上鬼柳Ⅲ 北上市 総柱 2× 2
灰釉・ 緑
釉 。二彩

他に側柱であるが

多数の建物跡

西川目 北上市
廂付 南北棟 2× 3(三面廂) 6741 9世紀後

総柱 2× 2 9世紀後

堰向Ⅱ 北上市
総柱 2× 2 9世紀後 緑釉・ 灰

釉・ 硯総柱 (2× 2) 9世紀後

横 町 北上市
総柱 2× 2 992 平安

総柱 2× 2 14.43 平安

胆

沢

郡

膳性 水沢市 総柱 2× 2 平安

石 田 水沢市 廂 南北棟 2× 3(一面廂) 67.6 平安

林前 コ 水沢市

廂 3× 2(一面廂) 平安 灰釉 廂は東

廂 3以上 × 2(一面廂) 平安 廂は東

総柱 2× 2 平安

総柱 2× 2 平 安

閉
伊
郡

17 高瀬 I 遠野市

廂 南北棟 2× 3(一面廂) 平安 廂は東面の 1面

総柱 2× 2 平安 「地子稲」
墨書総柱 2× 2 11.8(258) 平安 廂 (縁か)が付 く

高瀬Ⅱ 遠野市

総柱 2× 2 (平安)

総柱 (2× 2) ？

・ (平安)

総柱 2× 2 9世紀後半

総柱 3× 2 9世紀後半 4時期の建替

*( )は
推定

*廂の規模は身舎部分、面積は廂 も含む。盛岡市・林崎、矢巾町・ 館畑遺跡は除外する。
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率が高いことがあげられる。

3 各遺跡の内容

さて、第 2表にある遺跡のうち、おもな遺跡についてその概要をみてみよう (図279図 )。

総柱式が検出された主な遺跡には、盛岡市飯岡才川遺跡、盛岡市本宮熊堂 B遺跡、矢巾町一本松遺跡、水

沢市膳性遺跡などがある。

盛岡市飯岡才川遺跡は、雫石川南岸の自然堤防上に立地する。旧河道を挟んで南側には細谷地遺跡、東側

には向中野舘遺跡、北側には飯岡沢田遺跡がある。遺跡からは 2間 X2間規模の総柱建物が 4棟検出されて

いる。そのうち 3棟はやや軸を異にするもののほぼ等間隔で直線的に配置されている。これらの面積は平均

すると約11だ とほぼ同規模である。時期は 9世紀後半と考えられている。このほか竪穴住居跡 8軒が密集 し

て確認されている。旧河道を挟んで南側には細谷地遺跡があり、同規模の建物跡が検出されているが総柱で

はない。「屋」的な倉庫の可能性がある。このようにみるとこの付近には他に例をみないほどの「倉庫」跡

が集中している。

本宮熊堂 B遺跡は才川遺跡と同様に雫石川南岸の自然堤防上に立地 している。才川遺跡の北西約lkmに

位置する。総柱建物跡が 1棟、同規模の側柱建物跡 1棟検出されている。総柱は 2間 × 2間であり、面積は

12,92置 である。これらは同時期の竪穴住居跡に近接 して配置されている。近年の調査で大規模な集落跡で

あることが明らかになりつつあり、今後さらなる建物跡が検出される可能性がある。

水沢市膳性遺跡は、胆沢川南岸の低位段丘上に立地する。古墳時代～平安時代にかけての集落である。平

安期の集落からは総柱を含めた 2棟の建物跡が検出されている。いずれも9世紀末頃の年代が考えられてい

る。そのうち総柱式は 1棟であり、方形の掘 りかたをもつ。規模は 2間 ×2間、13.3♂ であり、他に比べて

やや大きい。そのほかは 2間 ×2間規模の側柱の建物跡であり、同様に方形の掘 りかたをもつ柱穴である。

面積的にはやや大きく20〆強である。時期は 9世紀後半である。他に竪穴住居跡 も20軒調査されている。

つぎに、廂付が検出されたおもな遺跡には水沢市・石田遺跡、北上市西野遺跡などがある。

水沢市・石田遺跡は胆沢扇状地上の低位段丘に立地する。膳性遺跡よりもさらに南に位置する。奈良～平

安時代にかけての竪穴住居跡が中心である。このうち平安時代に属する掘立柱建物跡は 6棟確認されている。

時期は 9世紀末から10世紀前半にかけてであり、同時期に竪穴住居跡は存在していないようである。したがっ

て、該期には掘立柱建物跡のみで構成される遺跡となる。廂式の建物跡はそのうち 1棟であり、身舎が 3間

× 2間の南北棟である。廂は西側 1面のみに付設される。面積は48.9雷 である。このほかは 3間 ×2間の側

柱の建物跡であり、南北棟のものが 4棟、東西棟が 1棟である。前者は廂付き建物と同一の方向軸をもって

直線的に配置されている。後者はこれに直交する形で配置されている。これらは一部を除きほば20だ強の面

積をもつ。厳密に建物跡の時期は不明であるが、竪穴住居跡との重複もあることから、これらとは時期を異

にしている可能性が高い。そうすると、廂付きを含む整然と配置された建物跡が析出されることになる。官

行的 (公的)な性格が非常に強いと思われる。

北上市西野遺跡は北上川西岸の低位段丘上に立地する。掘立柱建物跡は 1棟のみ検出されている。10世紀

前半の年代が考えられており、同時期に竪穴住居跡も存在する。身舎部分は 4間 ×3間の東西棟であり、西

側に 1面の廂が付設される。面積は51.26だである。「寺」と書かれた墨書土器が多 く出土する。

総柱式と廂式の両者が確認された遺跡には、遠野市・高瀬 I遺跡、北上市・岩崎台地遺跡などがある。高

瀬 I遺跡は、猿ヶ石川南岸の自然堤防上に立地する。 4棟の掘立柱建物跡が検出され、 2棟が総柱式、 1棟
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が廂式である。総柱式は 2間 ×2間の規模で北西―南東にほぼ軸をそろえて配置される。さらに南東側に 1

棟、 2間 × 1間の側柱式建物跡が同一軸に並んでいる。総柱式 2棟の面積はそれぞれH,39だ、6.58だであ

り、側柱式は約■.5雷である。中央の総柱式は規模が小さいものの、周囲の角に 4本の柱穴をもつ。廂ある

いは柵かは不明である。これらの建物群は竪穴住居跡群の間にあり、重複はない。時期は 9世紀後半と考え

られている。

廂式は大型の竪穴住居跡に近接して存在する。身舎部分は 2間 ×3間の南北棟である。東側に 1面廂が付

設される。身舎部分の柱穴掘 りかたは方形であり、大きい。面積は50.4ポ である。遺物には「天」、「 4申」、

「地子稲□」などの墨書土器がある。そのほか、近接する高瀬Ⅱ遺跡からは総柱式が 4基検出されている。

北上市岩崎台地遺跡群は、和賀川南岸の中位段丘上に立地 している。平安期の掘立柱建物跡は16棟確認

(建替 も含む)さ れている。そのうち総柱式が 2棟、廂式が 6棟である。総柱式は広域農道建設予定地分の

調査区から検出されている。竪穴住居跡群の中に 2棟が存在する。これは方位に沿う建物跡とは軸線を同じ

くしていることから同時期に存在すると考えられる。規模は 2棟 とも2間 × 2間であり、面積は10.5∬ 前後

である。

廂式の建物跡は秋田道予定地分の調査区から検出されている。重複 (建て替え)を含めて 6棟であるため、

実質は 3棟分の建物跡と考えられる。これらのうち 2棟は隣接 して配置される。両者とも四面に廂が付設さ

れる四面廂建物跡である。身舎部分が 3間 × 2間、廂部分 5間 ×4間のものと身舎部分が 2間 × 2間、廂部

分 4間 ×4間 の 2棟である。面積は前者が身舎のみで55.78だ、廂を入れると169.05だ 、後者は同様に35.64

だ、130,68ド になる。前者は 2回 の、後者は 3回の建て替えがあり、後者には 3方が溝・土坑で囲まれてい

る時期のものがある。竪穴住居跡群とは離れて立地 している。さらに一面のみ廂が附く建物跡も存在する。

4(5)間 × 3間の東西棟であり、北側に廂が付 く。面積は33.5ぽ である。身舎内部には焼土が広がってお

り、居住用とも考えられている。場所も離れていることから、他の建物跡とは時期が異なっている可能性が

高い。

これらのほかに通有の側柱式建物跡も確認されており、竪穴住居跡が集中する区域にまとまって存在する。

遺物は転用硯、漆蓋紙、墨書土器などが出土 している。

総柱・廂付建物跡を中心に概略を述べてきたが、側柱式であるが特徴的な掘立柱建物跡が確認された遺跡

として北上市上鬼柳Ⅱ・ Ⅲ遣跡について触れておきたい。

北上市上鬼柳Ⅲ遺跡は和賀川南岸の中位段丘の縁辺に立地する。岩崎台地遺跡群よりは東方になる。

掘立柱建物跡は12棟 (建てかえ含む)確認されている。いずれも10世紀前半の年代が考えられている。特徴

的な点はこれらのうち 2棟が三方を溝や土坑によって囲まれていることである。雨落ち溝にしては規模が大

きく性格は不明ながら特徴的な遺構である、柱穴掘りかたも方形のものである。建物跡は重複を合めて12棟、

集中して存在 し、方位に沿って配置されている。この遺跡からは竪穴住居跡も確認されているが建物跡群よ

りはやや距離がある。「寺」、「寿」、「佛」などの墨書土器や二彩などが出土 している。

以上のように、総柱式や廂式が確認されたおもな遺跡を中心にその特徴をみてきたが、いずれもその位置

(分布)力式重ならず地域 (小地域)を分けており、それぞれが各地域の拠点的な集落跡である場合が多い傾

向が分かった(4)。 廂式が検出された遺跡からは「寺」「佛」と墨書された土器の出土も多い。総柱式は 2間

× 2間の規模のものが多 く、面積もあまり異ならないことがわかる。
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4 小結

以上簡単に、総柱式掘立柱建物跡と廂式掘立柱建物跡について触れてみた。平安期における掘立柱建物跡

は岩手県内においては極めて稀な存在であるなかでさらにこの両者は稀少であることが分かった。

総柱式は一般的には倉庫跡であると考えられている。とくに穀物 (コ メ)を貯蔵するための高床式倉庫で

あると考える場合が多い (奈良国立文化財研究所1998)。 本県においても、積極的に肯定できる証例はない

ものの、その構造から倉庫跡と考えてもよいと思われる。多 くは 2間 × 2間の刈ヽ型の建物跡であることから

居住用とは考えにくく、竪穴住居跡に近接 して構築されることが多いことからもそれが窺える。正倉などの

ように官行に伴う総柱式建物と比較すると圧倒的に規模が小さい。 したがって、各集落に付属 している一般

的な倉庫跡と考えられる。 しかし、特定の家族に伴うものか、集落全体に伴うものかは不明と言わざるを得

ない。また、仮に倉庫と考える場合にしても総柱の倉庫跡が限定された集落跡のみから確認されることから、

これらは周辺の集落分 も保管されていた可能性がある。同規模の側柱式の建物跡の場合も同様に倉庫の機能

が想定できる。おそらくは保管する中身が異なっていると思われる (奈良国立文化財研究所1998)。

複数の総柱式建物跡が確認された遺跡は少ないが、単体で存在する場合と複数棟からなる場合がある。多

くは複数棟から構成されると思われるが良好な調査例は少ないのが残念である。群構成の理解が今後の課題

となる。

廂式の掘立柱建物跡は総柱式以上に限定されている。掘立住建物跡は地域の拠点的な遺弥に多 く、廂式は

さらにその中でも遺構 。遺物ともに際立った遺跡にあると考えられるが、総柱式建物跡に比べてその性格は

不明である。多 くの場合、廂の数や位置が一定ではなく、側柱建物跡を伴うものや単体で存在するものなど

遺構の在り方としても多様である。 したがって、廂式建物跡については様々な性格が想定できる。とくに、

「寺」 。「佛」が書かれた墨書土器が供伴する例が多 く、その構造は単体から構成される建物跡については

「村落内寺院」と考える場合がある。また、硯や施釉陶器などと供伴する例が多 く、識字層の存在と重複す

る。 したがって、寺院と考えるほかに、「官人」層が存在する可能性 も大いに指摘できるのである。

通常、廂が付設される構造は官衛や寺院といった一般的でない遺跡に多 く見出せるもので、他の建物跡と

比較 して構造の複雑さなど「格Jが異なると考えられている。そういった建物跡が集落内から確認されるこ

との意味を考えると非常に興味深い問題である。これらを「公的」な建物とするにはなお大きな隔たりがあ

るが、今後はこういった視点も必要になるのではないであろうか(5)。

このように、廂式の建物跡の性格については各遺構、各集落によって異なると思われる。 しかし、これら

が限定的に存在することは重視すべきであろう。

いずれにせよ、具体的な構造や内容については今後の課題となるが、総柱式と廂式建物跡というものは決

して一般的な存在ではなく、該期の集落構造ひいては社会構造を解明するために新 しい視点となるべきもの

であることは間違いない。

ここでは、紙幅の都合もありさらなる検討はできず、残された問題は多々ある。とくに総柱式や廂式建物

と施釉陶器との相関関係など遺物との問題、建物跡の構造など興味深い点が多い。今後は以上のような点を

踏まえてあらためて検討 していきたい。

註

(1)伊藤博幸の研究 (伊藤1980・ 1981)や相原康二の指摘 (相原1992)な どがあるが少ない。

(2)「総柱式」、「廂式」は適当な名称がないためここでは便宜的に使用する。
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(3)西野 (1998)と 伊藤 (1998)作成の資料に1999年度以降の当センター 。各市町村発刊の報告書を中心に集計している。

したがって、すべてのデーターを集成しているのではないが、全体的な傾向は求められると思う。なお、個別データー

の提示は省略する。

(4)例外的に盛岡市の雫石川南岸では、総柱式建物跡を含む集落が近接して存在する。

(5)郷、郷長、末端官衛、豪族居宅といった問題にまで言及する研究が今後岩手県内においても発展できる可能性をもって

いるということである。また、こうした視点は相原によってすでに指摘されている (相原1992)。

(6)総柱、廂式に限らず掘立柱建物跡自体がどの集落からも検出されるわけではないということを再度強調しておきたい。

集落における掘立柱建物跡の割合は地域によって大きく異なる。生活様式などのより大きなレベルでの違いが関わって

くる問題である。掘立柱建物跡が畿内に比べ少ないとされる関東地方などでも掘立柱建物跡は割合が少ないもののどの

集落から確認されているのである。
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第V章 総括

西川目遺跡・堰向‖遺跡の概要

西川目・堰向Ⅱ遺跡は、それぞれが向かいあう自然堤防上に立地する。調査の結果、 2遺跡の合計で52軒

の竪穴住居跡を中心とする遺構が発見され、周辺では類をみない規模の平安期集落であることが判明 した。

両遺跡は、時期的にも重複する密接な関わり合いが認められ、この地域はもとより、周辺を広 く合めた搬点

的な集落群であることが今回の調査で明らかになりつつある。この平安時代に属する集落が遺跡の主体であっ

たが、それ以外の時代にも人類の痕跡が残されている。

もっとも古 くさかのばる痕跡は縄文時代である。発見された遺構は陥し穴のみであることから、狩猟の場

として使用されたと考えられる。時期は不明であるが、出土 している縄文土器の細片から後晩期に属すると

考えている。その後、 9世紀になるまでは、人類の痕跡は確認できていない。

遺跡から北東へ l kmと 近 くに二子城が存在するため、中世遺構の発見が期待されたが、今回の調全からは

明確な遺構は発見されなかった (土坑 1基のみ)。 しかし、龍泉窯産の青磁片や永楽銭の出土から中世にお

いても何 らかの痕跡が確認できる。重複 して多数発見された柱穴群のいずれかが中世に属するかもしれない。

近世 (18世紀を中心とする江戸時代)になると、建物跡や井戸跡、墓などが発見され、集落を形成 してい

たことが判明した。それらのなかで、とくに近世墓の調査は棺材が良好に遺存するなど貴重な発見となって

いる。本書ではこれに関する論究は行うことができなかったが、いずれ岩手県内の近世墓研究には欠かせな

い資料となると思われる。

このように、いくつかの時代の痕跡が重なっていることが判明した。現在もこの両自然堤防上には住宅が

建ち並び古代や近世とあまり変わることのない立地をあらわしている。

最後に、今回の調査における主体である平安時代のおもな遺構 。遺物について、その成果を取 り上げつつ

まとめとしたい。

竪穴住居跡

今回の調査における中心的な遺構である。時期的には 9世紀後半～末と10世紀初頭の 2時期に大別できる

ことがわかった。大半の竪穴住居跡は4m× 4m以下の規模であるが、 5m以上の規模も一定の割合で存在

した。ここから豊富な遺物が出土 し、とくに鉄製品や土器の種類が多様であることが特徴である。なかには

7mを超える規模 も存在 している。硯や緑釉陶器といった貴重かつ稀少な遺物が出土することから、これを

見る限り階層的な差が認められるのかもしれない。このような差は建築材からも窺える。焼失住居である 5

m以上の規模の S118か らは、クリを中心とする部材が確認 されているのに対 し、 4m以下の規模である

S121か らはスギ材を中心とする部材が確認された。これらの材質の差がただちに階層的なものとは結びつ

きにくいが、規模の異なる住居跡から材質の異なる部材が使用されていることは興味深い点である。焼失住

居跡はまた、遺物の配置状況をよく知ることができる。S118か らは須恵器大甕の完形品が 2個体分出土 し、

住居跡南東隅に配置されていたと考えている。ここには住居壁よりも張り出すように土坑が付設されている。

また、大甕付近の土を洗浄 したところアワの種子が検出された (第Ⅳ章)。 これら周辺はあるいは食料の保

管施設であったかもしれない。竪穴住居跡にはカマ ドが付設される場合が多 くみられたが、その内部の土壌

をいくつか採取 し、水洗選別を行った。鑑定の結果、イネ、オオムギなどのムギ類、アワ。ヒエなどの雑穀

類、マメなどが存在することが判明した。平安期の食生活の一端が想像できるであろう。このように、竪穴
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住居跡の調査からは様々な事実が明らかとなった。

掘立柱建物跡

古代における掘立柱建物跡は非常に数少ない遺構である (第Ⅳ章第 3節 )。 西川目遺跡からは、廂付と総

柱式が、堰向Ⅱ遺跡からは総柱式が検出されている。廂付や総柱式などの形式の建物跡は官衛やその関連施

設にみられるのと同形式である。これらはその構造からは一般的な居住施設とは考えにくく、何 らかの特別

な施設であると想定できる。前者では「寺」や「佛Jと墨書された土器と供伴する例 もあり、村落内寺院と

考える場合もある。後者では一般的に倉庫と考えられている。その他の可能性もあるが、ここでは倉庫と捉

えている。

その他の遺構

その他の遺構として、水田跡がある。西川目遺跡で確認された。今回の調査では擬似畦畔での検出である

ため水田の明確な情報は少ないが、一区画が 2m～ 3m程度の小区画な水田跡であることが判明した。時期

的にはやや不明確なものの混入 していた十和田 aテ フラの存在を積極的に生かせば平安時代に属すると考え

られる。

遺物

総遺物量は203kg出 土 している。そのほとんどが古代の土師器類である。これらは竪穴住居跡を中心に出

土 しており、規模の大きな住居跡はその出土量 も多い。とくに、S126か らは50kgの 遺物が出土 している。

これは総遺物量の 4分の 1に もなる。調査 した竪穴住居跡が46軒を考えてみれば桁違いの出土量を誇る。遺

物量の比較からみても他とは圧倒的な差があるのである。この住居跡は下層にもう 1軒住居跡が重複してお

り拡張と考えている。この住居跡からは緑釉陶器片や硯が出土 した。この両者とも出土遺跡が非常に限定さ

れる。また、この両者と掘立柱建物跡とはある程度対応関係がありそうである。これらのほか、歯形がつい

た土製品や鍛造剥片、鉄滓、種子などが出土 している。とくに歯型の付いた土製品はその歯型から子供用と

考えられるがその詳細は不明である。

集落の性格

以上のようにおもな古代の遺構について判明した事実をまとめてみた。西川目・堰向Ⅱ遺跡は遺構 。遺物

とともに質・量の点で他とは異なることが明らかとなった。このような遺跡はどのような性格をもつもので

あろうか。

集落構成として、竪穴住居群に掘立柱建物跡が付属することは、建物群のみで構成される郡衡などの一般

的な官行とは異なり、集落のなかにある公的な機関である可能性がある。岩手県内では古代掘立柱建物跡の

検出例が少ないことを考えるとその蓋然性は高いと言える。これらの問題はさらなる検討が必要となるが、

このような建物跡の発見と研究は、これまで竪穴住居跡を中心に検討されてきた古代集落の研究に新たな視

点を加えることができると思われる。

以上、西川目。堰向Ⅱ遺跡の調査成果をまとめた。このように、両遺跡は古代における諸研究に貴重な資

料を提供 した。今後はこれらを生かした研究を続けていかねばならない。
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第 3表 西川目遺跡土器観察表
来()内は飯

1 杯  非内黒 SЮlカマド南袖 刊o にヽ い 良
黄棲|

2 杯 非内黒(|)Sml ヵマト袖 詢 淡後  良

3 杯  上師器  S101 .カ マト  20 にぶい 良
桂

4 杯  非内黒  SЮl  床面  50 にさい 良
黄桂

う 率  非内黒 SЮlカマト南袖 70     良好

6 杯  察恵器  SよCt  2層   70 灰白 やや
甘い

7 甕  ■師器 S101  上F  40 明赤梧 良
色

97D ■7 7“  口嶺ナデ、下位:        糸切り後ケズリ密       スノコ痕あり
ケズリ

o22)6.0 年5)回転ナデ(マメツ)マメツ    糸切り(マメツ)密

●3わ h200号
安す
デヽ卍:ミ方キ舎メ

"響′幻押藝   夕匿禦理(マ

17.4 06(76)回転ナデ、下位: マメツ(ミ オキ)糸鉤り後ケズリ密、未色スコリヤ
ケポツ                    含む

12→  駐3 62 回転ナデ、下位 :回転ナデ(マ メ 糸切り    殿密      「日判 ヘラ措き
ケズリ     ツ)

13.9 4.8 05 回転ナデ    回転ナデ   糸切り    嵐 ―砂粒少量含む

1,12    0.4 口幡部 :ヨ コナス マメン(ヘ ラナ ヘラチデ   れ、砂粒多量含む
体部 :横位ヘラナ デ)

デ・マメツ

B 甕  土師器  S101貯藤ビット 30  優  良好 (13.の  11.0(6つ 日報部 :ヨ コナデ、日縁部:ヨ ヨナデ、        やや組、砂粒多く外面のヘラナデが
9晒〉埋土                   櫛 哺軸本ラナデ 体部:横″ ケヽメ        含む      ハケメに近い

0奎 土節器 S101貯蔵ピットm 橙 良●■め
“
4  日

轟芦塀ナス屋鳥課静    絡慾患
2～ 3

埋土                    体罰

10 襲  土師器  S101 カマ ト袖  ω  機
―
  良  (20.0 31.9 88 H縁 部 :ヨ コナス ロ繰部 :ヨ ヨナデ、ハケメ(格子状)やや祖、砂粒多 く

体部 :縦位ハケメ 体部 :模 Wヽケメ         含む

11 壷  主師器 '191貯蔵ビット 10 にヽ い 鼻好 k23ゃ)7お    日響部 :ヨ コナふ F器部|ヨ ヨナス        密、やや砂粒多い
追上     黄捜             体部:曹瞳ヘラナデ 体部:喜mいケメ

15 杯  土師器  Sll13  床面  30 にぶい 良  (15う 160)   回転ナデ    横位ミガキ          撤密      内面黒色処理
黄控

16 杯  土師器  S103 ビット内 40 にぷい 泉     3お  50 回転ナス 下位,回転 ミガキ(マ メツ)回転ヘラケズリ密
責機             ヘラケズリ(マメツ)        再調整(マ メツ)

1' 林  須恵恙 S103  中層  211  灰  良好 て1310 4.4 6う 回転ナデ    回転ナデ   糸切り    級密、赤色スコリ
ヤ含む

1, 杯  須恵器 S103 ピット, 75  灰  良好 1&8 4.4 50 回転ナデ    回転ナデ   糸切り    糠密

19 嘉  須恵器 S103  申層     灰  良 (13つ  0お    回転ナデ    回転ナデ           やや組     歪オあり

?0 婆  土師器 S103 賄床中  20 浅費僣 良 (130 75    回転ナデ
1    

回転ナデ          祇 砂粒妊 含み赤
色スヨリ皓 む

21 養  土節奉  SЮ3      50 恭福色 良好 (16.9)12.9 16う 回転―ナデ    マメツ(回転ナ 糸切り    やや担
デ)

22 豊  土師器  S103 賄床中  20 にふい 良好 Ql.91 7.0    直線部 :ヨ コ
'デ

、日騨G:ヨ ヨナデ、        やや粗、φ tmmの
種
―
              榔 :報位ヘラナデ

1体
部}割立ィヽケメ         砂粒含む

23 甕  ■師器  S100  麻面  10 淡橙 良好 Qゆ  6.9    マメツ     F織 部:マ メリ、         やや粗
体部:翻

"ヽ

ケメ

24 羹  土師器 S103 ピット7 45  種  良 01の  80    回橘チデ    ロ犠ナデ           ゃや鳳 砂粒多く含
み赤色スコリヤ含む

25 林  土師器  S104  床面  50  控  良 (13o)48 0.め 囀 ナデ、下位:マメマメツ(ミガキ?)糸切り    緻密      内面黒色処理?
ツ(へ ,ケズリ?)

26 杯  上師器 Sn4  床面  50  橙  長好 (14.の  3‐ 3(5の 回転ナデ、下位: ミガキ(守メン)再編整(マ メツ)密
ケズリ

27 杯  上師器  SЮ4  床面  30 にぷい 良 (130 41    回転ナデ(マ メッ)マメツ(ミ オキ)       密、自色砂粒含む 内面黒色処理
褐

28 杯  非内黒  SЮ4中未ビット 20 に本い 良  134 5,0 52 回転ナデ    回転ナデ          撤凄
橙

29 標  非内黒  S104  床面  3o 波撞  良  (13の  47 615)回転ナデ    El転ナデ   糸切り    撤密

30 杯  非内黒. S104  床面  40  桂  良 (13め  55 ●Ⅲ61回転ナデ    マメツ    糸切り    級密

31 鉢  土師器  SЮ4  案面  10 桂 やや良 (110 38   縦位ケズリ(マメ 指頭E痕 (マ メ       組
ツ)        ツ)

32 林  須事器 S104  床面  40 にぷい 良好だ (140)42 ●め 回転ナデ    回転ナデ   糸切り    撤密、自色砂流含
赤褐 が赤い                                 む

33 杯  須恵手 SЮ4 1咬ビット内   にぷい良好だ (14か ■7 Cめ 回転ナデ    回転ナデ          撤密      生焼け気味
赤褥 が未い

34 杯  須惑器  S194  床面  70  灰  良好  7.0 3,8 5,2 !回 転ナデ    回転ナデ   糸切り    撤密

35 聾  須惑番 S,04  床面  10 灰  良好    19.3 1α 2雛位ヘラケズリ回転ナデ   ナデ     撤密
くマメツ)

36 聾  土節器  S104 東床下  10 灰褐 良好 (230 ,7    回転ナデ    回転ナデ           やや組、砂粒多二
ビット7                                         含む

37 喜  須喜器 Si04  床面  19  灰  良好 1200 0.9    回転ナデ    回転ナデ           級密
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38 菫  土師器  SЮ 4  床面   40 1こ ふい  良  (238)272    日縁部 :回転ナデ、日鰯 :回転ナス         やや粗、砂粒多量

責橙              体部 :縦位ケズリ 体部 :マ メツ(―        含む

部横位′ヽケメ)

261 杯  土師器  SЮ5  床面   50 にぶい  良  (146)58 58 回転ナデ    ミガキ (マ メツ)マ メツ    密

黄橙

262 杯  土師器  S l15下 層～床面 10 にぶい  良  (158)46    回転ナデ     マメツ            密、赤色 スコリヤ 内面黒色処理

黄橙                                      少量含む

263 杯  土師器  S105 貼床中  30 :こぶい 良好  (142)51    回転ナデ    ミガキ            密       内面黒色処理

費橙

264 杯  非内黒  S105  床面   60 浅黄  良   133 55 52 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り     やや密、赤色スコリ

ヤ・白色砂粒含む

265 杯  非内黒  SЮ5繭 ・隊 中 50 淡黄  良  (135)57(00)回 転ナデ     回転ナデ    マメツ    密、砂粒含む

266 杯  非内黒  SЮ 5  床面   20 にぶ い  良  (142)42    回転ナデ     回転 ナデ (マ メ        密、 φ 2～ 3 mm砂

黄橙                      ツ)             粒含む

267 杯  非内黒  SЮ 5  床面   50 淡黄  良      38 60 回転ナデ    回転ナデ    糸切 り     緻密

268 杯  非内黒  SЮ 5  下層   10 浅黄橙 良好  (144)46    回転ナデ    回転ナデ           密

269 杯  非内黒  SЮ 5  床面   30 淡黄  良      43 66 回転ナデ    回転ナデ    糸切 り    緻密

270 襲  土師器  SЮ 5  中層   10  橙  良好      23 66 回転ナデ    マメツ    糸切 り

271 杯  須恵器  S l15  上層   10 にふい 良好だ     21 70 回転ナデ    回転ナデ    糸切 り     緻密       墨痕あ り

褐  が赤い

272 蓑  須恵器  SЮ5  中層   10 暗灰  良好  (138)57    回転ナデ    回転ナデ           緻密

堅緻

274 杯  土師器  S l17  上層   45 にぶい  良  (144)44 66 マメツ (回転ナデ)マメツ (ミ ガキ)再調整だ力ヽマメ lgl密       内面黒色処理

黄橙                              ツ

275 杯  土師器  S107  床面   70  橙   良  (142)41 56 マメツ (回転ナデ)マメツ (ミ ガキ)マ メツ (ヘ ラ切 密        内面黒色処理

り?)

276 杯  土師器  S107  床面   40 1こ ぷい 良好  130 47 52 回転ナデ    上位 :横位ミガキ、糸切 り     緻密      内面黒色処理、外

黄橙                       刊工 鰯 状ミガキ                 面黒斑あ り

277 杯  土師器  S107  床面   40  橙  良好  (146)50(60)回 転ナデ    マメツ (ミ ガキ)糸切 り     緻密      内面黒色処理、外

面黒斑あ り

273 杯  須恵器  Sll17  床面   20  灰  良好  (148)42    回転ナデ     回転ナデ           緻密、砂粒微量含

279 甕  土師器  SЮ 7床面・ カマ 20 浅黄橙  良  (258)49    日緑部 :ヨ コナデ、日縁部 :ヨ コナデ、        粗、砂粒含む

ド3層                       体部 :横位ハケメ 体部 :縦位ハケメ

280 甕  土師器  SЮ 7  床面   40 淡黄  良  (218)154   回転ナデ (マ メツ)回転 ナデ (マ メ        密、砂粒少量含む

ツ)

281 甕  土師器  Sll17  床面   20  橙   やや  (230)37    ヨコナデ (マ メツ)日綿 :ヨ コナス         やや粗

不良                    体部 :マ メツ(横

位ヘラナカ

282 甕  土師器  SЮア  床面   80  橙   良   184 143 80 回転ナデ (マ メツ)回転 ナデ (マ メ マメツ    やや粗      やや歪む

ツ)

283 養  土師器  SЮ 7カマ ド袖中 20 灰 自  良  (223)233    口縁部 :～上位 1 日縁部 1回転ナデ        やや粗、砂粒含む

回転ナデ、下位 :(マメツ)、 体部 :

縦位ケズ リ   馳 ヘラナデ

284 菫  土師器  SЮ 7  床面   80  橙   良   193 207 112 口緑都 :～上位 : 日緑郡 :営J立 :砂底      やや粗、砂粒含む

回転ナデ、下位 : 回鍛オス 下位 :

縦位ケズリ   横位ヘラナデ

285 甕  須恵器  SЮ 7  床面   10 暗灰  良好  (347)233    日縁部 :回転ナス ロ縁部 :回転ナデ、        緻密、砂粒少量含

堅lgl           体部 :平行タタキ 体部 :1誨波当て具         む

287 杯  土師器  SЮ 9  床面   75 1こ ぷい  良  (122)47 61 回転ナデ/下位 :回転 マメツ (ミ ガキ)ヘラ切 り?  良        内面黒色処理

黄橙                  ヘラケズリ(ミ ガキ)

288 杯  土師器  SЮ 9カマ ド埋± 60 橙～黄  良  (136)65 72 回転ナデ、下位 : マメツ (ミ ガキ)糸切 り(周縁部へ 緻密      内面黒色処理

褐               回転ヘラケズリ         ラケズリ再調整)

289 甕  土師器  SЮ 9  床面   10 にぶい  良      74 80 縦位ハケメ   横位ヘラナデ、 マメツ (ハ ケメ)やや粗、 ?2～ 3

橙                       底面ハケメ          mm砂 粒含む

290 翼  土師器  SЮ 9  床面   10 にぶい  良   176 65    口縁部 :ヨ ヨナデ ロ翻 :ヨ コナス         やや粗、砂粒多量

橙               /体 部 :横位・ 斜 体部 :横位ヘラナ        含む

位ハケメ    デ(―紛 ハケメ

291 襲  土師器  SЮ 9  床面   10 浅責橙  良  (221)79    口縁部 :～上位 : 日翻 :E聴ナス         やや粗、砂粒多量

回転ナデ/体部 : 体部 :マ メツ(横        含む

横位ヘラナデ   位ヘラナ⊃

292 鉢  土師器  SЮ 9  床面   30 にぶ い  良  (256)135    日縁部 :～上位 : 横位 ミガキ          緻密      内面黒色処理

黄橙              回転ナデ/下位 :

縦位ケズリ
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345 杯  土師器  S110 埋土上層  85 にぷい  良   146 47 56 回転ナデ     上位 :横位ミガキ、糸切 り    密        内面黒色処理、底

黄橙                        下位:糎搬 ミガキ                  部黒斑あ り

346 杯  土師器  Sl10薦 5^槻かた 25 にふい  良  (130)53(60)回 転ナデ     上位 :横位・ 斜 糸切 り     密、 自色砂粒少量 内面黒色処理

黄橙                        位ミガキ、下位 :         含む

放射状 ミガキ

347 甕  土師器  S110 埋土上層  10 外瞭   良  (137)59    回転ナデ     マメツ            やや粗、砂粒含む 口縁部 :オ 3ゲ付
内面黄橙                                             着

348 甕  土師器  Sl10 埋土上層  10 にぶい  良      69 69 回転ナデ     横位ヘラナデ  糸切 り     やや粗、砂粒含む

橙

349 甕  土師器  S110貯 蔵 ビッ ト 20 にぶい  良  944)4フ     マメツ     マメツ (ヘ ラナ        やや粗      口縁部 :オ コゲ付
埋土     赤褐                      デ ?)                    潜

350 甕  土師器  Sl10貯 蔵 ビッ ト 20 淡黄  良  (212)114   回転ナデ     マメツ (回 転 ナ        粗、砂粒少量含む

下層                              デ)

351 甕  土師器  S110赳 しピット 30 淡黄  良  225 164    口縁部 :～上位 1回 転 横位ヘラナデ、         やや粗、砂粒含む

ナデ、下位 :斜位ナデ 底面ハケメ

352 菫  土師器  Sl10  埋±   10  橙   良  (242)45    回転ナデ     マメツ (横 位 へ        やや粗、 ?l mm砂
ラナデ)           粒含む

353 甕  土師器  Sl10夷 咄 しビット 60 浅黄橙  良  (204)314 96 口縁部 :～上位 : 日綴耶:E臨ナス ヘラナデ    やや粗、砂粒含む

回転ナデ・ 縦位へ 体部 :マ メツ(縦

フナデ、下位 :縦 位ヘラナデ)、 底

位ヘラケズリ  離 頭脱

355 鉢  土師器  Pに 1 埋土上層  10 淡桂  良  274 163    日縁部 :～上位 : マメツ            やや粗、砂粒含む 内面黒色処理、遺

回転ナデ、体部 :                        構 は煙出 しビッ ト

縦位ヘラケズ リ                         の可能性

356 整  土師器  Pに45 埋土上層  10 浅黄  良  (249)フ フ    ロ緑部 :～上位 : 日縁部 1回転ナデ、        粗

回転ナデ、体部 :僻審 桜位ヘラナデ

マメツ・ 指頭圧痕

357 杯  土師器  Pに  埋土下層  30 浅黄  良      24 64 回転ヘラケズ リ  ミガキ    糸切り(周縁部へ 密、赤色スコリヤ
142                                           ラケズリ開 整)少 量含む

第 4表 西川目遺跡陶磁器観察表

1 随 | ―■| 
―恭種名 | 1    出土1点  1占 1俸て。ゅ|―

恙薦Kcぃ).磨警(→I)1 総付1文誉―   産申1   年代 ―     |  ■  候考 ■ || || |

358     陶器碗       P■ 143         21  (49)      大堀相馬 (美濃 ?)

483    呉器手碗      水日付近    (110)  325                備前

484     陶器皿        T10          225  (60)         大堀相馬               内面鉄絵あ り

485    呉器手碗      遺構外         20  (51)          備前

486     小甕       遺構外         23  (48)         在地産    19C

487  筒形鉢か箱型湯香   試掘 トレンチ        38

488      碗        遺構外         23               大堀相馬   19C

489    呉器手碗      遺構外    破片                    備前

490    陶器筒形鉢      S109     破片                    在地産

491   陶器飴釉茶碗     遺構外    ●16)  30                             瀬戸 ?(尾 呂茶碗登窯 3～ 4小期 )

492     陶器碗       遺構外         31  (44)         大堀相馬   19C

493     す り鉢       遺構外    (288)  123

494    磁器香炉      遺構外    (61)  21                不明

495     不明       遺構外                                                青磁

497     磁器碗       T10          14  (44)          備前   大橋 lV期

498     筒形碗       検出時    (106)  18                在地産    19C

499   蛇 ノロ釉剥ぎ皿     検出時         14  (42)                          陶器質、 備前青磁か ?
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1第 5表 西川目遺跡木製品観察表
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第 6表 西川目遺跡金属製品観察表
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第 ,表 西川目遺跡石器観察表
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第3表 西川目遺跡土製品観察表
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1.9   にぷい黄笹   17“
1お    にヽ ぃ黄橙   ,S.43
1.d  に燕 進   16.37
1.85    にぶい機    14,9

18   はStい葺褐   11.46

1.5   にヽ い資控   1,132

17     褐灰     t69
2    にぷい機    lc.24

(185D   にヽ い獲   1年ψ

l,9   に示し進    15,42
1や    にぷい責橙   ↑168.

●9    にぶt」機   1■
“18    にぷい機    1201

1.6    によい資橙1   1■48

119    にヽ い機    li“
1,む    にぷい桂    10.08

1.7    にふい棄樫   1よ破

蜘     にぷI端    228
,1,    

「
挙い橙    1484

1.55    福灰    12れ
119     黒褐    10.49
1こ    にぶtヽ資構   15!薔

「
7      1=心 tt｀桂     10郁

,お    にふい極    11.61

1■    にぶい黄棲   17.04

1,30    桐え    3.97
1お     掲灰     124

1.0   にぷい黄控    9,9,

1お      黒褐     8■ 1

1■    にヽ 1碑    ,.60
lS     熱翔     儀こ8

2     黒褐     19.8
1,7     禍医    13.09
19    にぷh壁    12.75
1お    にぷい糧

-   11,8

17    にぷい機F    l■ 6

lF    に本い橙    9.83

1お     禍区    7188
1“     

―
禍琢     C77

1.4     褐灰     7:餡

0・の     黒掲     3.98
15   にぷぃ黄極   807
18     .黒褐     ■17

118     福灰     7.30
1.ξ     購     0.29
(114)     福尿       5,77

1,C     黒褐     71
110    にぶい賞笹   る.“

1.6    にぶい黄控   6.94

1.0     挿区     7.15
105    級     5.32
1,35     灰禍     337
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Ne'|

258

259

260

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

500

501

器穏 |

土錘

土錘

土錘

土錘

土鍾

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土鍾

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土鍾

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土鍾

土錘

土鐘

1層位

中層

―括

下層

P17

上層

南東区

P10

上層

P9

上層

P8

上層

上層

上層

上層

P17

上層

P17

P17

下層

上層

上層

上層

上層

上層

上層

上層

上層

上層

上層

上層

上層

上層

上層

上層

上層

P20

上層

上層

P17

P17

P17

P20

上層

上層

P16

上層

上層

上層

上層

上層

上層

―括

上層

上層

|― 1離 |―

――――

S104

S104

S104

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S100

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S,09

S100

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

S109

遺構外 (A2区 )

遺構外 (A2区 )

黛―

=(Ⅲ
)|■

―
擦(")1 毒

=〈
"〉(21)     17      19

1 65        1 65         1 5

(26)         (1 4)         (1 4)

58          (1 9)         (06)

525         22        (09)

45           1 6           1 7

45          (1 7)         (08)

(44)       (19)       (065)

44          (20)         (07)

(47)         (1 5)         (07)

(41)         (22)         (06)

(46)         (1 9)         (06)

(47)         (1 9)         (09)

(27)         (1 9)         (07)

(36)         (2 1)         (06)

(34)         (1 9)         (08)

(32)         (20)         (07)

(29)         (20)         (06)

(36)         (20)         (07)

(3 1)         (1 6)         (07)

(28)         (20)         (06)

(33)         (1 7)         (06)

(28)       (205)      (095)

(30)         (1 9)         (07)

(30)         (1 8)         (06)

(31)         (1 9)         (07)

(35)         (1 3)         (06)

(36)         (1 49)        (07)

(30)         (1 6)         (06)

(29)         (1 8)         (05)

(30)       (1 55)       (07)

(25)       (1 75)       (04)

(30)         (1 7)         (1 0)

(28)         (1 5)         (05)

(27)         (1 4)         (04)

(285)       (20)       (07)

(29)         (2 1)         (07)

(29)         (1 7)         (07)

(285)      (185)      (065)

(24)         (1 8)         (06)

(20)         (20)         (07)

(29)         (1 9)         (08)

(1 7)         (1 7)         (05)

(20)         (2 1)         (07)

(1 7)         (20)         (06)

(24)         (1 8)         (06)

(27)         (2 1)         (06)

(2 1)         (1 7)         (07)

(25)        (1 65)       (075)

(21)       (205)       (08)

(24)         (1 0)         (05)

(44)         (1 5)         (05)

(145)       (20)       (06)

(20)         (1 2)        (045)

(1 2)         (1 0)         (04)

55          (1 7)         (07)

(41)       (205)      (075)

1 色調|||■ 1盤
心.(ど )

黒褐     422

にぷい黄獲    373

灰褐     405

にぷい黄橙    840

にぶい黄橙    122

にぶい黄橙    1175

にふい黄橙    725

にぷい橙    684

にぷい黄橙    832

1こ ぶ tヽ橙      549

にぶい黄橙    807

にぷい黄橙    601

にぷい黄橙    874

にぶい黄橙    7

にぶい黄橙    575

にぷい黄橙    597

にぶい黄橙    527

にぶい黄橙    470

にぶい黄橙    658

にぶい責控    483

にぶい黄橙    453

にぷい橙    432

1こぷ tヽ橙      447

にふい黄橙    433

にぷい黄橙    403

にぶい橙    441

1こふ tヽ橙      361

にふい橙    375

にぶい黄橙    304

にぶい黄橙    367

にぶい黄橙    327

にぷい黄橙    253

にぶい橙    427

にぷい橙      288

にぷい黄橙    178

にぷい黄橙    573

にふい黄橙    596

1こぶい桂      372

にぶい橙    353

にぷい黄橙    365

にぶい黄橙    399

にぶい黄橙    432

にぶい黄橙    250

1こ ぷ tヽ橙      308

にぶい黄橙    281

にぷい黄橙    282

にぶ tヽ橙      453

にぶい黄橙    255

にぶ tヽ経      379

にぶい橙    379

にふい黄橙    18

にぷい黄橙    217

1こ ぶ tヽ橙      118

にぶい黄橙    097

にぶい黄橙    043

にぶい黄橙    アフア

にぷ tヽ橙      702

鶴 考
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No l

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

1番標

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

土錘

送構
―

遺構外 (A2区 )

遺構外 (A2区 )

遺構外 (A2区 )

遺構外 (A2区)

遺構外 (A2区 )

遺構外 (A2区 )

遺構外 (A2区 )

遺構外 (A2区)

遺構外 (A2区 )

遺構外 (A2区 )

遺構外 (A2区 )

遺構外 (A2区 )

遺構外 (A2区 )

遺構外 (A2区)

遺構外 (A2区 )

長さ(cm)  懐 (cm)

(49)    (215)

(465)       (1 9)

(31)        (21)

(385)       (20)

(315)       (20)

(27)       (185)

(27)       (1 85)

(25)        (1 7)

(23)  (15)

(18)     (12)

(35)         (23)

(36)       (275)

(32)  (18)

(245)      (23)

(23)         (1 6)

摩さ (cnD    
―
色観

(095)  にぶい黄橙

(065)  にふい黄橙

(08)    にぷ tヽ橙

(065)  にぷい黄橙

(08)    にぶ tヽ橙

(08)  にぶ い黄橙

(055)    にぷ tヽ橙

(06)  にぶい黄橙

(04)  にぷい黄橙

(05)  にぶい黄橙

(08)  にぶい黄橙

(06)  にぶい黄橙

(07)  にぶい黄橙

(03)  にぶい黄橙

(055)  にぷい黄橙

層 位 重量 (憲 )

1059

724

582

460

555

4フ3

409

360

247

126

645

478

420

587

239

備 考

第 9表 西川目遺跡 P比 観察表

地区1  番号   ― ―色鶴

A区   1  10YR2/2黒 褐

A区   2  10YR2/2黒 褐

A区   3  10YR2/2黒 褐

A区   4  10YR2/2黒 褐

A区   5  10YR2/2黒 褐

A区   6  10YR2/2黒 褐

A区   7  10YR2/2黒 褐

A区   8  10YR2/2黒 褐

A区   9  10YR2/2黒 褐

A区   10  10YR3/1黒 褐

A区   11  10YR3/1黒 褐

A区   12  10YR3/1黒 褐

A区   13  10YR3/3黒 褐

A区   14  1:10YR3/1黒 褐

2:10YR3/1黒 褐

A区   15  10YR3/1黒 褐

A区   16  10YR3/3暗 褐

A区   17  10YR3/2黒 褐

A区   18  10YR3/1黒 掲

A区   19  10YR3/1黒 褐

A区   20  10YR3/1黒 褐

A区   21  10YR3/1黒 褐

A区   22  10YR3/3暗 褐

A区   23  10YR3/1黒 褐

A区   24  10YR3/3暗 褐

A区   25  10YR3/1黒 褐

A区   26  1:10YR3/1黒 褐

A区   26  2:10YR3/1黒 褐

3:10YR74褐

A区   27  1:10YR3/1黒 掲

2:10YR4/4褐

A区   28  10YR3/1黒 褐

A区   29  10YR3/1黒 褐

A区   30  10YR3/1黒 褐

A区   31  1:10YR3/1黒 褐

2:10YR4/4褐

しま リ      
ー
     混入勃

やや強

中  責褐色土プロック少量含む

中

中  黄褐色土プロック少量含む

中

黄褐色土プロック多量含む

中

中

中

やや弱

やや強

やや強

中

やや強

やや強

やや強

中

中

やや強

やや強

やや強

中

やや強

やや強

やや弱 褐色土ブロック多塁含む

やや強

やや弱 責褐色土プロック少量含む

やや弱 褐色土ブロック多量含む

やや弱 黄褐色土プ ロック少量含む

やや強

やや強

やや強

やや弱 褐色土プ ロック多量含む

やや弱 黄褐色土ブ ロック少量含む

黄褐色土プロック少量含む

黄褐色土プロック少量含む

褐色土プロック多量、黄褐色土プ ロック極少量含む

黄褐色土プロックをやや多 く含む

黄褐色土プロックをやや多 く含む

黄褐色土プロック少量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土ブロックをやや多 く含む

黄褐色土ブ ロック少量含む

黄褐色土プ ロック少豊含む

長鞘 (cn)短機 (れ )潔 さ(cm)   1 候者  |

20      14     255

32      30     351

28      28     355

28      26     316

30      26      40

22   20      平面観察のみ、柱痕あ り

36  (18) 328

33      28     51 3

28      26     522

54      52     393

54     44     388

40      24     184

44      36     325

34      28     41 2

40      36     558

38   35      平面観察のみ

34      34      47

36      30      44

28     (22)    262

28      20     298

70      42     158

28      26     309

50      44     392

38   34      平面観察のみ

32      30     343

54     48     942

30      28

46      40

37      34

115     82

52      50

土質 1粘 性
―

粘質土 やや弱

粘質土  中

粘質土 やや強

粘質土  中

粘質土  中

粘質土

粘質土 やや強

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土 やや強

粘質土  中

粘質土 やや強

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土  中

粘質土 やや強

291

3フ 6

307

431

423
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整野|1警■■|||1争警||

A区   32  10YR3/1黒 褐

A区   33  1:10YR3/1黒 褐

2:10YR3/1黒 褐

A区   34  10YR3/1黒 褐

A区   35  10YR3/3暗 褐

A区   36  10YR3/3暗 褐

A区   37  10YR3/1黒 褐

A区   38  10YR3/1黒 褐

10YR3/1黒褐

A区   39  10YR3/3暗 褐

A区   40  10YR3/3暗 褐

A区   41  10YR3/3暗 褐

A区   42  10YR3/3暗 褐

A区   43  10YR3/3暗 褐

A区   44  10YR3/3暗 褐

A区   45  10YR3/3暗 褐

A区   46  10YR3/3暗 褐

A区   47  10YR3/3暗 掲

A区   48  10YR3/1黒 褐

A区   49  10YR3/3暗 褐

A区   50  10YR2/2黒 褐

A区   51  10YR3/3暗 褐

A区   52  10YR2/2黒 褐

A区   53  10YR3/3暗 褐

A区   54  1:10YR4/4褐

A区   55  10YR2/2黒 褐

A区   56  1:10YR3/3暗 褐

2:10YR3/3暗褐

3:10YR3/3暗褐

4:10YR3/3暗褐

A区   57  1:10YR3/3暗 褐

2110YR3/3暗褐

A区   58  1:10YR2/2黒 褐

2:10YR2/2黒褐

3:10YR2/2黒褐

4:10YR2/2黒褐

A区   59  10YR3/3暗 褐

A区   60  10YR3/3暗 褐

A区   61  10YR2/2黒 褐

A区   62  10YR3/3暗 褐

A区   63  10YR3/3暗 褐

A区   64  10YR3/3暗 褐

A区   65  10YR3/3暗 褐

A区   66  10YR3/3暗 褐

A区   67  10YR3/3暗 褐

A区   68  10YR3/3暗 褐

A区   69  10YR3/3暗 褐

A区   70  10YR2/2黒 褐

A区   71  10YR3/3暗 褐

A区   72  10YR3/1黒 褐

A区   73  10YR2/2黒 褐

A区   74  10YR2/2黒 褐

A区   75  10YR3/3暗 褐

A区   76  10YR3/3暗 褐

A区   77  10YR2/2黒 褐

A区   78  10YR2/2黒 褐

A区   フ9  10YR3/3暗掲

1土質 ■ |― 粕控● しま り

粘質土   中  やや強

粘質土   中  やや強

粘質土   中  やや強

粘質土   中  やや強

粘質土  中   中

粘質土  中   中

粘質土   中  やや強

粘質土   中  やや強

粘質土  中  やや強

粘質土

粘質土   中   中

粘質土   中   中

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土  中  やや強

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土   中   中

粘質土  やや強 やや強

粘質土  やや弱  弱

粘質土  やや弱  弱

粘質土 やや弱  強

粘質土 やや弱 やや強

粘質土 やや強 やや強

粘質土 やや弱  中

粘質土 やや弱 やや強

粘質土 やや弱 やや強

粘質土 やや弱  強

粘質土 やや弱 やや強

粘質土 やや弱 やや弱

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土   中   中

粘質土

粘質土

粘質土  中   中

粘質土

粘質土  中   中

粘質土  中   中

粘質土

粘質土

粘質土  中  やや強

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

■■ ||■ ■■  1蕩入物|

黄褐色上プロックをやや多く含む

黄褐色土プ ロックをやや多 く含む

黄褐色土プロックをやや多 く含む

黄褐色土プロック・ 黒褐色土プロック少量含む

炭化物含み、焼土粒少量含む

黄褐色土プ ロック少量含む

炭化物少畳含む

黄褐色土プロック少量含む

黄褐色土プロック多量含む

黄褐色土プロック少量含む

黄褐色土プロック少量含む

黄褐色土プロック含む

黄褐色土プロック多量含む

黄褐色土プロック少量含む

黄褐色土プロック多量含む

黄褐色土プロック多量含む

黄褐色土ブロック多量含む

黄褐色土プロック多量含む

黄褐色土プロック少量含む

責褐色土プロック含む

黄褐色土プロック多量含む

黄褐色土プロック少量含む

黄褐色土ブロック少最含む

黄褐色土ブロック少量含む

炭化物・ 焼土粒少量含む

炭化物・ 焼土粒少量含む

黄褐色土プロック多量含む

黄褐色土プロック少量含む

黄褐色土プロック・ 炭化物少量含む

黄褐色土プロック少量含む

長斡(Ⅲ)療紺 (oい)深

=て

oれ)

60      54     556

28      24     344

22      20     237

36      28     468

22      22     41 7

28      20     266

28      26     385

72      50     543

42      37

24      22     273

22      20     377

32      30

34      32

30      30

32      28

32      32

46     (32)

78      72     639

30      28

44     (20)

36      36

34      28

44      40      66

60      50     445

(48)     42      18

78      52      61

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

柱痕あり

柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

備寿

70      52

54      52

32      30

26      26

85      52     693

60      58

46      36

36      28     302

38      34

40      32     305

48      46     162

26      22

40      36

38      36     577

42      42

38      36

50      40

58      30

50     (50)

56      36

40      36

―-342-一



1増燃■ 1番号■■||■豊講■|
A区   80  10YR2/2黒 褐

A区   81  10YR3/3暗 褐

A区   82  10YR2/2黒 褐

A区   83  1:10YR2/3黒 褐

2:10YR3/4暗褐

3:10YR2/2黒褐

A区   84  10YR3/3暗 褐

A区   85  10YR3/3暗 褐

A区   86  1:10YR2/2黒 褐

2:10YR2/2黒褐

A区   87  10YR2/2黒 褐

A区   88  10YR2/2黒 褐

A区   89  10YR2/2黒 掲

A区   90  1¬ OYR2/2黒 褐

2:10YR2/2黒褐

A区   91  1:10YR3/3暗 褐

2:10YR3/3暗褐

3:10YR3/3暗褐

A区   92  10YR3/3暗 褐

A区   93  1 110YR3/3暗 褐

2:10YR3/3暗褐

A区   94  10YR3/3暗 褐

A区   95  10YR2/2黒 褐

A区   96  10YR2/3黒 褐

A区   97  1:10YR2/3黒 褐

2,10YR2/3黒褐

A区   98  10YR2/2黒 褐

A区   99  10YR2/2黒 掲

A区   100  10YR2/2黒 褐

A区  101  10YR2/2黒 褐

A区   102 10YR2/2黒 褐

A区   103 1:10YR2/2黒 褐

2:10YR2/2黒褐

A区   104 10YR2/2黒 褐

A区   105 10YR2/2黒 褐

A区   106 10YR2/2黒 褐

A区   107 1:10YR2/2黒 褐

2:10YR2/2黒褐

A区   108 10YR2/2黒 褐

A区   100 1:10YR2/2黒 褐

2:10YR2/2黒褐

A区   110 10YR3/3暗 褐

A区  111  10YR2/2黒 褐

A区  112 1:10YR2/2黒 褐

2:10YR2/2黒褐

3:10YR2/2黒褐

A区   113 10YR3/3暗 褐

A区   114 10YR3/3暗 褐

A区  115 10YR2/2黒 褐

A区  116 1:10YR2/2黒 褐

2:10YR2/2黒褐

3:10YR2/2黒褐

A区   117 10YR2/2黒 掲

A区  118 1:10YR2/2黒 褐

2:10YR2/2黒褐

A区   119 10YR2/2黒 褐

A区   120 10YR2/2黒 褐

|キ41■ 1絡善

粘質土

粘質土

粘質土

しま,サ ■■| ■ |― ■■―■|1混入物 長軸(lφ短顆やゆ41(れ

'54  (42)

46     (40)

40      37

43     (24)    602

■■
―
■■備考

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   弱

粘質上 やや弱  強

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   弱

砂質土 やや弱 やや弱

黄褐色土ブ ロック多量含む

黄褐色土プ ロック少量含む

黄褐色土ブ ロック多量含む

焼土粒少量含む

粘質土  弱   弱  炭化物少曇含む

粘質土  弱  やや強 黄褐色プロック多量含む

粘質土  弱  やや弱

粘質土 やや強  強  黄褐色土プ ロック多量含む

粘質土  やや弱 やや強 黄褐色土プ ロック多量含む

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   弱  炭化物・ 焼土粒少量含む

粘質土  弱  やや強 責褐色土プ ロック少量含む

粘質土  弱   弱

粘質土  やや弱 やや強 黄褐色土ブロック多量含む

粘質土  弱   強  焼土プロック・ 炭化物含む

粘質土  弱   弱  炭化惨・焼土粒少量含む

粘質土 やや弱  強  黄褐色土ブ ロック多量、焼土粒少量含む

粘質土 やや弱 やや強

粘質土 やや弱 やや強 黄褐色土プロック多量含む、炭化物少量含む

粘質土 やや弱 やや強 黄褐色土プ ロック多量含む、炭化物少量含む

粘質土

粘質土 黄褐色土プロック含む

粘質土  弱   弱  黄褐色土プロック・ 炭化物少量含む

粘質土  弱  やや強 黄褐色土プロック含む

粘質土  やや弱 やや強 黄褐色土プ ロック多量含む

粘質土 やや弱 やや強 責褐色土プ ロック少量含む

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   強  黄褐色土プ ロック多量含む

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   強  黄褐色土プロック多量含む

粘質土  弱   弱

粘質土 やや弱 やや強 責褐色土プ ロック多量含む

粘質土  弱   強  黄褐色土プロック多量含む

粘質土  弱   弱

粘質土  弱  やや弱 黄褐色土プ ロック少量含む

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   弱

粘質土 やや弱 やや強 黄褐色土プロック少量含む

粘質土  弱   弱  炭化物少量含む

粘質土  弱   強  黄褐色土プ ロック多重含む

粘質土  弱  やや強 黄褐色土プロック含む

粘質土 やや弱 やや強 黄褐色土プロック多量含む

粘質土  弱  やや弱 黄褐色土プ ロック・ 炭化物少量含む

粘質土  弱   強  黄褐色土プロック多量含む

粘質土 やや弱 やや弱

粘質土  弱   弱  黄褐色土プロック・ 炭化物少量含む

炭化物多量含む

黄褐色土プロック多量含む

32      20      18

26      24     235

22   18   39  柱痕あり

20      20     421

28      32     343

34      32     305

24      20     319

32   20   48  柱痕あり

20      18     387

32   26  281 柱痕あり

26      24     114

24     18     31

28     (12)    249

38   28  335 柱痕あり

30

38

(48)

,3

24

30

26     224

38     555

24     275

14     平面観察のみ

22     平面観察のみ

20  385 柱痕あり

26      21

26      25

40      34

(38)     30

28

222

238

35  柱痕あり

24      20     305

25   23   61  柱痕あり

22      22      18

28      26     375

(36)     34     465

26      22     625

21       16     201

30     (16)    472

30   32  663 柱痕あり

24      22     494

34   30  557 柱痕あり

46      30      43

22      18     265

―-343-―



地区  番号     色調

A区   121  10YR2/2黒 褐

A区   122 10YR2/2黒 褐

A区   123 10YR3/3暗 褐

A区   124 1:10YR2/2黒 褐

2:10YR2/2黒 褐

A区   125 10YR3/3暗 掲

A区   126 10YR2/2黒 褐

A区   127 10YR2/2黒 褐

A区   128 10YR2/2黒 褐

A区   129 10YR2/2黒 褐

A区   130 10YR3/3暗 褐

A区   131  1:10YR2/2黒褐

2:10YR2/2黒 褐

A区   132 10YR3/3暗 褐

A区   133 10YR3/3暗 褐

A区   134 10YR3/3暗 褐

A区   135 10YR3/3暗 褐

A区   136 10YR3/3暗 褐

A区   13フ  10YR2/2黒褐

A区   138 10YR3/3暗 褐

A区  139 10YR3/3暗 褐

A区   141  10YR3/3暗 褐

A区   142 10YR2/2黒 掲

A区   143 10YR2/2黒 褐

A区   144 10YR3/3暗 褐

A区   145 10YR3/3暗 褐

A区   146 10YR3/3暗 褐

A区   147 10YR3/3暗 褐

A区  148 10YR2/2黒 褐

A区  149 10YR3/3暗 褐

A区   150 10YR2/2黒 褐

A区  151  10YR3/3暗 褐

A区   152 10YR3/3暗 褐

A区   153 10YR3/3暗 褐

A区   154 10YR2/2黒 掲

A区   155 10YR3/3暗 褐

A区   156 10YR3/3暗 褐

A区   157 10YR2/2黒 褐

A区   153 10YR3/3暗 褐

A区   159 10YR3/3暗 褐

A区   160 10YR3/3暗 褐

A区   161  10YR2/2黒 褐

A区   162 10YR2/2黒 褐

A区  163 10YR2/2黒 褐

A区   164 10YR2/2黒 褐

A区   165 10YR2/2黒 褐

A区   166 10YR3/3暗 褐

A区   167 10YR3/3暗 褐

A区   168 1:10YR2/2黒 掲

2:10YR2/2黒 褐

3Ⅲ 10YR2/2黒 掲

A区   169 10YR3/3暗 褐

A区   170 10YR2/2黒 褐

A区   1 71  10YR3/3暗 褐

A区   172 10YR2/2黒 褐

A区  173 10YR2/2黒 掲

A区  174 10YR2/2黒 褐

混入物

黄褐色土ブロック多量含む

弱  黄褐色土ブロック・ 炭化物少量含む

弱  黄褐色土プロック少量含む

やや強 黄褐色土ブロック多量含む

弱  黄褐色土ブ ロック少量含む

やや強 黄褐色土プロック少最含む

やや強 黄褐色土プ ロック多量含む

弱  黄褐色土ブロック少量含む

弱

やや弱

強  黄掲色土フ ロック多量含む

炭化物少量含む

弱

黄掲色土ヴ ロック多量含む

黄褐色上ブロック少量含む

黄褐色土ブロック少量含む

炭化物多量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土プロック多量含む

黄褐色土ブロック多量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土プロック少量含む

黄褐色上プロック多量含む

黄褐色土プロック多量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土ブロック多量含む

黄褐色土ブロック多量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土ブロック・ 炭化物少量含む

黄褐色土ブロック・ 炭化物少量含む

黄褐色土ブロック・ 炭化物少量含む

黄褐色土プロック少量含む

弱  黄褐色土ブロック少量含む

弱  黄褐色土ブロック多量含む

やや強

黄褐色土ブロック少屋含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土ブロック多量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土プロック多量含む

黄褐色土ブロック少量含む

長熱(cm)短 軸 (cn)深 さ(c命 )

26      22     236

33      31

24      18     391

23      21     466

20      16

22      20      18

20      20     21 5

33      26     41 3

26      24     168

24      20     281

36      34     51 8

20      14

30     22    30/6

32      28

30      26

56      56

28      28

36      28

24      22

20      18

24      24     21 4

34      28

21      20

24      24

26      22

18      16

30      28

18     16

28      24

22      18

38      38

23      26

24      22

28      28

24      24

31      24

22      20

40      30

16     16

24      20

18     14

(34)    24

34      30

26      22

28      18

24      22

23      28      35

38      29

30      26

34      34

28      24

(38)    26

28     (24)

備考

平面観察のみ

柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

土質  粘性

粘質土  弱

粘質土

粘質土  弱

粘質土  弱

粘質土  弱

粘質土

粘質土 やや弱

粘質土 やや弱

粘質土 やや弱

粘質土  弱

粘質土  弱

砂質土 やや弱

砂質土  中

粘質土

粘質土  弱

粘質上

粘質上

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質上

粘質上

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土  弱

粘質土  弱

粘質土  弱

粘質土

粘質上

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

しまり

弱

―-344-―



地区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

A区

B区

A区

B区

B区

B区

8区

B区

B区

番号     色調

175 10YR3/3暗褐

176 10YR2/2黒褐

177 10YR3/3暗褐

178 10YR2/2黒褐

179 10YR3/3暗褐

180 10YR2/2黒褐

181  10YR2/2黒褐

132 10YR3/3暗褐

183 10YR2/2黒褐

184 10YR2/2黒褐

185 10YR2/2黒褐

186 10YR2/2黒褐

187 10YR2/2黒褐

188 10YR2/2黒褐

189 10YR2/2黒褐

190 10YR2/2黒褐

191 10YR2/2黒褐

192 10YR3/3暗褐

193 10YR2/2黒褐

194 10YR2/2黒褐

195 10YR2/2黒褐

196 10YR2/2黒褐

197 10YR2/2黒褐

198 10YR2/2黒褐

199 10YR2/2黒褐

200 10YR2/2黒褐

201 10YR2/2黒褐

202 10YR3/3暗褐

203 10YR2/2黒掲

204 10YR3/3暗褐

205 10YR2/2黒褐

206 10YR2/2黒褐

207 10YR2/2黒褐

208 10YR2/2黒褐

209 10YR2/2黒褐

210 10YR2/2黒褐

211  10YR2/2黒褐

212 10YR3/3暗褐

213 10YR2/2黒褐

214 10YR2/2黒掲

215 1:10YR2/2黒 褐

2110YR2/2黒褐

216 10YR3/3暗褐

217 1:10YR2/2黒 褐

2:10YR2/2黒褐

21 8 10YR2/2黒褐

21 9 10YR2/2黒褐

220 10YR2/2黒褐

221  10YR2/2黒褐

222 10YR3/3暗褐

223 10YR3/3暗褐

224 10YR2/2黒褐

225 10YR2/2黒褐

226 10YR2/2黒褐

227 10YR3/3暗褐

223  10YR3/3暗褐

229  10YR3/3階褐

土質  粘性  しまり

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土  弱   弱

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土

粘質上  弱   弱

粘質土  弱   弱

粘質土  弱  やや強

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   弱

粘質土  弱   強

粘質土

粘質土

粘質土

粘質土 やや強  中

粘質土

粘質土

粘質土  中   中

粘質土 やや弱 やや弱

粘質土 やや強  中

粘質土 やや弱  中

粘質土 やや弱 やや弱

粘質土   中  やや弱

混入物

黄褐色土プロック多量含む

黄褐色土プ ロック多量含む、焼土粒少量含む

黄褐色土プ ロック少量含む

黄褐色土プ ロック少量含む

黄褐色土プ ロック多量含む

黄褐色上ブ ロック少量含む

黄褐色土ブ ロック少量含む

黄褐色土ブ ロック多量含む、炭化物少量含む

黄褐色土プ ロック多量含む、炭 1と物少最含む

黄掲色土ブ ロック・炭化物少量含む

黄褐色上ブ ロック多量含む

黄褐色土ヴ ロック多量含む

黄褐色土フ ロック・炭化物少量含む

黄褐色土ブロック・炭化物・ 焼土粒少量含む

黄褐色土プロック少塁含む

黄褐色土ブ ロック・炭化物少量含む

黄褐色土ブロック・炭化物少量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土プロック少量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土ブロック・焼土粒少量含む

黄褐色土プロック少量含む

黄褐色土ブロック多量含む

黄褐色上ブロック多量含む

黄褐色土プロック少量含む

黄褐色土プロック多量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土ブロック少量含む

責褐色土ブ ロック多量含む

責褐色土ブ ロック多量含む

黄褐色土プ ロック多量含む

黄褐色土ブ ロック多量含む

炭化物少量含む

黄褐色土ブロック少量含む

黄褐色土プロック多量含む

黄褐色土ブ ロック少量含む

炭化物・ 黄褐色土プロック少量含む

黄褐色土ブ ロック少量含む

黄褐色土プ ロック少量含む

黄褐色土ブ ロック少量含む

長軸 (cm)短 軸(em)深 さ(om)

26      26

21      18

30      30

30      28

18      18

32      30

24      22

42      40

26      26

30      30

29      26

27      23

28      22

21      18

27      24

20      18

28      24

18      18

27      24

36      32

22      16

26      24      12

18      18

18      16

34      30

26      20

30      30

46      32

24      20

36      30

24      22

24      19

26      22

30      28

26      24

41      36

21      19

27      24

21      20

20      18     193

26      24      40

傭考

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、桂痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面短察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

平面観察のみ、柱痕あ り

平面観察のみ

柱痕あ り

16

22

19

22

20

16

53

42

36

32

34

88

34

36

14    202

21     209

11

162

49

5

193

663

15

228

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ

平面観察のみ
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地薦1 番号 ■ | 1色調|

B区   230  10YR3/3暗 褐

B区   231  10YR3/3暗 褐

B区   232  10YR3/3暗 褐

B区   233 10YR3/3暗 褐

B区  234 10YR3/3暗 褐

B区  235 10YR3/3暗 褐

B区   236 10YR3/3暗 褐

B区   237 10YR3/3暗 褐

B区   238 10YR3/3暗 褐

B区   239 10YR3/3暗 褐

B区   240 10YR3/3暗 掲

1土質 ||― 1粕性  しまり

粘質土  中  やや弱

粘質土 やや弱 やや弱

粘質土  中   中

混入物

粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プロック少量含む

粘質土 やや弱 やや弱 黄褐色土プロック少量含む

粘質土 やや弱 やや弱 黄褐色土プロック少量含む

粘質土  中  やや弱 責褐色土プロック多量含む

粘質土  中  やや弱 黄褐色土プロック少量含む

粘質土 やや弱 やや弱 黄褐色土プロック少量含む

粘質土 やや弱  中  黄褐色土ブロック少量含む

長軸 (cIB法 磯由(cm)深 さ(昴)

36      32      62

36      28     11 3

100      72     273

30      20     189

42      34     143

40      30     203

34      32     31 6

54      35     259

34      32     223

38      32     396

38      23     279

備考

第10表 堰向Ⅱ遺跡土器観察表

No器種 |1種,I

517 杯  非内黒

518 羹  土師器

521 杯  土師器

522 杯  土師器

523 杯  土師器

524鉢 ? 土師器

525 杯  土師器

526 杯  土師器

527 杯  土師器

528高台  土師器

杯

529 杯  非内黒

530 杯  非内黒

531 杯  土師器

532 杯  土師器

533 杯  須恵器

534 杯  須恵器

535 杯  須恵器

536 杯  須恵器

537 杯  須恵器

538 杯  須恵器

539 杯  須恵器

540 杯  須恵器

541 甕  土師器

542 甕  土師器

床面   70 浅黄

鰯

糸切 り

む

糸切 り    緻密

緻密

糸切 り     緻密

糸切 り    緻密

1胎土      |そ の他 ―
|

緻密      外面下位 ヘラケ ズ

リの可能性あ り

粗、砂粒少量含む

密、赤色スコリヤ 内面黒色処理

密、赤色スコリヤ 内面黒色処理

含む

やや粗、砂粒含む 内面黒色処理、 丸

底

緻密      内面黒色処理

内面黒色処理

内面黒色処理

密       内面黒色処理、 墨

痕

緻密、赤色スコリ

ヤ含む

緻密

緻密

緻密、砂粒微量含

位

　

面

層

　

床

雄・麟
　
Ｓ‐０‐

箭11歳―
1蘇

―
蘇・密

―
1外と■■監

25 淡橙 やや軟 (168)73 60 マメツ (回転ナデ)マ メツ

S103  床面   30  橙  良好  (152)62

S103下層～床面 75 にぷい  良   138 56
橙

S103中層～床面 60 浅責

口縁部 :ヨ ヨナデ/口 縁部 :ヨ コナ

上位 :縦位ハケメ/デ /体部 :横位

下位 :縦位ヘラナデ ヘラナデ

(60)回 転ナデ マメツ (横 位 ミ 糸切 り

ガキ)

56 回転ナデ     ミガキ

マメツ(ミ ガキ)

マメツ

回転ナデ

回転ナデ

回転ナデ

回転ナデ

回転ナデ

回転ナデ

回転ナデ

回転ナデ

回転ナデ

糸切 り

糸切 り

糸切 り

糸切 り

含む

糸切 り    緻密      内面黒色処理

173 210

り?) 状 ミガキ

SЮ3下層・床面 60  桂   良  (129)52 57 マメツ(回転ナデ)マ メツ マメツ (糸切 り)密、微細白色砂粒 内面黒色処理

含む

緻密

糸切 り    緻密

糸切 り 密、 φ 2～ 3 mm砂

粒含む

緻密

ヘラケズ リ再調 緻密      内面黒色処理

整

SЮ3上 層～中層   にぷい  良      34
黄橙

SЮ3下 層・ 貼床 40 浅黄橙  良  (146)56
中

S103  床面   25 にふい やや軟 (146)56
黄橙

SЮ3  床面   30  橙   良      18

S109  床面   100に ぶい  良  143 52
橙

S103上層～中層 25 にふい やや軟 (152)50
黄橙

S103  上層   10 淡黄  良      15

S103カ マ ド上層 20 にぷい  良      36
黄橙

S103上層～中層 20  灰  良好  (146)37
堅緻

S103  床面   50 灰白 やや軟 (138)48

S103  中層     灰  良好  (150)55

SЮ3  床面   80  灰  良好  144 45
堅緻

S103中層～床面 90  灰  良好  147 47
堅緻

S103下層～床面 30  灰  良好  (151)44

S103下層～床面 100 灰  良好  150 47
堅緻

S103下層～床面 50 暗灰  良  (141)46

SЮ 3  床面   20 明黄褐  良  (210)109

良  (144)48 58 回転ナデ

回転ナデ

79 回転ナデ

57 回転ナデ

(47)回 転ナデ

53 回転ナデ

(50)回 転ナデ

56 回転ナデ

60 回転ナデ

回転ナデ

60 回転ナデ

55 回転ナデ

マメツ (ミ ガキ)糸切 り

(60)マ メッ (ケ ズ リ) 放射状 ミガキ  ケズ リ

59 回転ナデ/下位 : 上位 :横位 ミガ 糸切 り

マメツ (ヘ ラケ ズ キ/下位 :放射

マメツ (回転ナデ)マ メツ (回 転 ナ

デ )

(67)ヘラケズリ    放射状 ミガキ

回転ナデ

口縁部 :ヨ ヨナデ/口緑部 :ヨ コナデ/
体部 :縦位ハケメ  体部 :樹生ハケメ

ロ縁部 :ヨ コナデ/横 位ハケメ

体部 :縦位ハケメ

粗、砂粒少通含む

粗、砂粒少量・赤色

スコリヤ微量含む

SЮ 3  埋±   20 浅黄橙  良  (222)101
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543 菫  土師器  SЮ3  床面   30 明責褐  良  (206)138    口縁部 :ヨ コナデ/口緑部 :ヨ コナデ/        粗

体部 :縦位ハケメ  体部:倒立ハケメ

544 襲  土師器  S l13 煙出し  60「こぷい  軟  (215)170    口縁部 |ヨ コナデ/口緑部 :ヨ コナデ/        粗、砂粒多量含む

黄橙               体部 :縦位ヘラナデ 体部:倒立ヘラナデ

545 甕  土師器  SЮ3  床面   20 1こぷい  良  (180)138    日縁部 :ヨ コナデ ロ縁部 :ヨ コナ売/        密、砂粒少量含む

黄橙               /体 部 :Flt位 ヘラ 体部 :帝粒ヘラナデ

ナデ(マ メツ)

546 甕  土師器  SЮ3 貼床中・  80 浅黄橙  良  128 98    回転ナデ    回転ナデ           糧、砂粒少量・赤色
その他                                             スコリ朧 含む

547 甕  土師器  SЮ3  中層   10 浅黄  良  (138)64    回転ナデ    マメツ (回 転ナ        粗、砂粒少最含む

デ)

548 甕  土師器  S l13  上層   10 浅黄橙  良  (164)60    回転ナデ(マ メツ)マ メツ (回 転ナ        粗、砂粒少量含む
デ)

549 甕  須恵器  SЮ 3  上層   10  灰  良好  (203)19    回転ナデ    回転ナデ 緻密、自色砂粒含
む

550 甍  須恵器  SЮ 3  床面   30  灰  良好     155 108縦 位 :ヘラケズリ 上位 :回転ナデ        緻密、砂粒少量含

/下位 :ナ デ         む

554 杯  土師器  SЮ 4  上層  20 浅黄  良  (140)47(58)回 転ナデ    マメツ(ミ ガキ)糸切 り    緻密      内面黒色処理

555 杯  非内黒  SЮ4  埋±   10  橙   良     16(51)回 転ナデ    回転ナデ   糸切 り    緻密、φ2～ 3 mm

砂粒多量含む

556 杯  土師器  SЮ5中層～床面 80 にぶい 良  140 47 55 回転ナデ    上位 :頼粒 ミガキ/        密       内面黒色処理

橙                     ¬イ 朋獣 ミガキ

557 甕  土師器  Sll15  床面   90 にぶい  良  138 133 60 回転ナデ    回転ナデ (マ メ 糸切 り    粗

558 杯  非内黒  S105  中層   10 褐灰  良           回転ナデ                    密        墨痕あ り

559 甕  土師器  SЮ5旧 カマ ド煙 25  橙   良  (196)122    上位 1回転ナデ/下 回転 ナデ (一 部        密、砂粒少量含む

出 しビッ ト                     位 t縦位ヘラケズリ ヘラナデ)

560 甕  土師器  SЮ5  床面   10 浅黄  良  (210)69    回転ナデ     マメ ツ (回 転 ナ        粗、砂粒多量含む

デ )

561 襲  土師器  SЮ5上 層～床面  25 :こ ぶい  良  (251)290    上位・ 下位 :縦位 上位 :嶺粒ヘラナデ        粗

橙               ヘラナデ/中位 : /中位 :縦位ヘラナ

ミガキ ?    デ/年位 :指繭

563 襲  土師器  SЮ8  床面   10 明黄褐  良  (238)90    回転ナデ     回転ナデ           密

564 甕  須恵器  SЮ8  床面   10  灰  良好     37(122)横 位・ 斜位ケズ リ 横位ヘラナデ         緻密、砂粒少量含

む

565    土師器  SЮ9  上層  20 1こぶい やや軟 (130)55(48)マ メツ     マメツ    マメツ    やや粗、砂粒多量
黄橙                                     含む

566 杯  須恵器  S109  床面   70 にぷい  良  151 53 50 回転ナデ    回転ナデ   糸切 り、指頭圧 緻密、砂粒少量含 墨書
黄橙                             痕      む

56フ  壷  土師器  Sll19カ マ ド付近 20 浅黄橙  良     112    顕部 :ヨ コナデ/顕部 :横位ハケメ/        粗、砂粒少量含む

体部 :縦位ハケメ 体部 :や粒ヘラナデ

571 杯  土師器  Sll l・  床面   40 1こ ぷい 良  956)44(62)回 転ナデ    ミガキ (マ メツ)糸切り    密、φ lmm砂粒多 内面黒色処理

(SK39)        黄橙                                     量含む

572 杯  非内黒  Sll l  床面   50  橙  やや軟 (138)43 60 回転ナデ    回転ナデ   糸切り    密

573 鉢       Sll l  床面   50 褐灰  良  (120)61 64 口緑部 :ヨ コナデ/体 ヘラナデ   木葉痕    やや粗、砂粒多量

部:ヘ ラナデ端瑚 荼               含む

574 甕  土師器  Sll l埋 土カマ ド 80 黄灰  良  1205 95 60 口縁部 :ヨ コナデ/口 縁部 :ヨ ヨナ ヘラケズリ  粗、φ2～ 3 mm砂

体部 :ナデ/下部 : デ/体部 :ナデ        粒含む

横位ヘラケズリ

575 鉢  土師器  SI,1 ビッ ト1  50 にぶい  良  (249)134    日縁部 :ヨ コナデ/日縁部:ヨ コナデ/上        密、砂粒少量含む

(SK39) 床面     黄橙               上部 :縦位ハケメ/部導位サメ

'鴻下部 :縦位ヘラナデ 弔4マメツ(ヘラナ〕

576 褒  土師器  Sll l  床面   70「 こぷい 良  (280)196(115)日 縁部 :ヨ コナデ マメツ            やや粗、砂粒含む

黄橙             /体 部 :マ メツ

577 鉢   縄文  Sll l  ―括   10                                                   縄文

578 甕  須恵器  Sl12  上層   10  橙  やや軟    153    タタキロ    当て具痕           密       赤い

579 杯  土師器  Sl14  上層  30 浅黄橙  良  (117)58(60)マ メツ(回転ナデ)/下 ミガキ    糸切り    密、砂粒少量含む 内面黒色処理

位:マメツ(ヘラケズリ)

580 甕  土師器  Sl14  上層  20 にぷい  良  986)97    口縁部 :マ メ ツ ロ縁部 :マ メツ        密、砂粒多量含む

黄橙                (ヨ コナ79/体部 :(ヨ コナデ)/体部
了メツ (ヘラナデ):横位ヘラナデ

581 菫  土師器  S114  中層     橙  やや軟 210 52    マメツ     マメツ            やや粗

582 甕  土師器  S114  中層   20  橙  やや軟 (198)147    日縁部 :ヨ コナデ ロ縁部 :マ メツ        密、砂粒含む  輪積み痕

/体部 :縦位・斜 /体部 :マ メツ

位ハケメ    (斜 位ヘラナデ)

黄 褐
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583 襲  土師器  Sl14  上層   40 にぶい  良  (182)236    日縁部 :ヨ ヨナデ マメツ            密、砂粒含む

黄橙              /体 部 :マ メツ(斜

位・ 縦位ミガキ)

584 甕  須恵器  Sl14 中～下層  40  灰  良好     292    上部 :酎サヂメ■予彰 回転ナデ           緻密、砂粒含む

欄 1制立ヘラケズリ

585 甕  須恵器  S114  上層   10 暗灰  良好     314 148 タタキ     上部 :青海波/ナ デ ?    密、砂粒少量   平行あて具

堅緻                   下部 :タ タキ

586 鉢   縄文   Sl14      10                                                 縄文

587 甕  土師器  Sl16  埋±   20 にぶい  良  (179)39    口縁部 :ヨ コナデ/口縁部 :ヨ ]ナデ/        粗、 φ 2～ 3 mm砂

責橙                体部 :縦位ヘラナデ 体部 :横位ヘラナデ         粒含む

588 甕  土師器  Sl16  埋±   25 にぶい  良  (226)113   回転ナデ     回転 ナデ (マ メ        密、砂粒多量含む

橙                         ツ)

500 杯  土師器  SIIフ  上層   50 にぶい  良  (153)39 59 回転 ナデ     ミガキ    糸切 り    緻密      内面黒色処理

橙

591 杯  土師器  Sl17  上層   25 明黄褐  良  (178)48    回転 ナデ     マメツ (縦位 ミ        密、砂粒やや多 く 内面黒色処理

ガキ)            含む

592 杯  須恵器 ? Sl17  床面   10 灰自  良      31 61 回転 ナデ     回転ナデ    糸切 り    密

593 甕  土師器  Sl17  上層   45  橙   良  (134)116 77 日縁 部 :マ メ ツ ロ縁部 :マ メツ (ヨ         やや粗、砂粒多量

(ヨ ヨナデ)/柄部 : コナデ)/体部 :マ          含む

マメツ (縦位ハケ メツ (横位ハケメ)

メ)       /¶ 立:粘出紐痕

594 杯  土師器  Sl18下 層～床面 60 にぶい  良  (150)57(50)回 転ナデ/下位 : ミガキ (マ メツ)糸切 り    緻密      内面黒色処理

橙              (手 持ち)ヘラケズリ

595 杯  上師器  S118上 層～下層 20 にふい  良  (141)49(56)回 転ナデ     上位 :横位ミガキ/糸 切 り    密、 φ lmm砂粒含 内面黒色処理

黄橙                         下位:脚献 ミガキ         む

596 杯  土師器  Sl18  上層  100に ぶい  良  136 49 62 回転ナデ (マ メツ)斜位 ミガキ   マメツ    徹密、砂粒含む  内面黒色処理

黄橙

597 杯  土師器  S118  下層   30 にぶい  良  (136)46 62 回転ナデ/下位 :上位 :横 位ミガキ ヘラケズリ再調 密       内面黒色処理

黄褐               ヘラケズ リ   (マ メツ)/下位 :放 整

射状ミガキ(マメツ)

598 杯  土師器  Sl18  床面   40 浅黄権  良  (140)53    マメツ (回転ナデ)マメツ (上部 :        密、 φ lmm砂粒少 内面黒色処理

横位 ミガキ・ 体        量含む

部 :縦位ミガキ)

599 杯  土師器  S118  中層   80  橙   良  132 48 62 回転ナデ/下位 : ミガキ (マ メツ)回転ヘラケズ リ 密、 φ lmm砂粒含 内面黒色処理

回転ヘラケズリ                む

600高台  土師器  Sl18  床面   10 にぷい  良      23 62 回転 ナデ     マメツ (ミ ガキ)糸切 り    密       内面黒色処理、貼

杯                 黄糧                                             付高台

601 杯  非内黒  Sl18  上層   25 にぷい やや軟 (136)47(60)マ メツ (回転ナデ)マメツ    マメツ (糸切 り)やや粗、砂粒多量

黄橙                                     含む

602 壺  土師器  S118  中層   20  橙   良  (115)66    マメツ     マメツ (ヘ ラナ        密、砂粒多量含む

デ )

603 甕  土師器  Sl18  床面   20 浅黄橙  良  (250)95    口縁部 :ヨ ヨナデ ロ縁部 :ヨ コナ        やや粗、砂粒多量

/体 部 :マ メ ツ デ/体 部 :横 位       含む

(縦位ハケメ)  ヘラナデ(ハ ケメ)

604 蓑  土師器  Sl18  床面   30 明黄褐  良  (266)251    マメツ (縦位ヘラ マメツ            やや密、砂粒多 く

ナデ)                    含む

605 甕  土師器  Sl18  上層   70 淡橙  良  (269)269    日縁部～上部:回転ナデ、回転ナデ           やや粗、砂粒多量

/下部 :縦位ヘラケズリ               含む

606 甕  土師器  Sl18  上層   30 にぶい    (129)49    マメツ     マメツ            粗、 φ 2～ 3 mm砂

黄橙                                      粒多量含む

607 甕  土師器  Sl1 8  中層   20 淡黄 やや良 (149)60    マメツ (回転ナデ)マ メツ (横 位 へ        粗、砂粒含む

ラナデ )

608 甕  土師器  S118  埋±   20 にぶい  良  (233)181    日縁部 :ヨ コナデ/口 縁部 :ヨ コナデ        やや粗、砂粒多量

黄掲                体部 :マメツ (縦位 /体部 :横位ハケ         含む

ハケメ?ケズリ)  メ様ヘラナデ

609 甕  土師器  Sl18  埋±   20 にぷい  良  (248)75    ヨコチデ (マ メツ)日縁部 :ヨ コナ7~/        密、砂粒含む

黄糧                      体部 :椰Vサメ

610鉢 ? 土師器  Sl18  中層   20 淡責  軟  (309)99    口縁部 :ヨ ]ナデ ロ縁部 :ヨ コナデ        粗、砂粒多量・ 赤

/体部 :マ メツ  /体 部 :横位ヘラ        色 スコリヤ少量含

ナデ(マメツ)          む

611 甕  土師器  S118  床面   30 にぶい  良      96    マメツ     マメツ            密、砂粒含む

黄橙

612 賓  土師器  Sl18  上層   20 浅黄桂  良  (238)104    回転チデ     回転ナデ           窓 砂秘 渥含む・

赤色 スコリヤ含む

613 杯  須恵器  Sl18上 層～中層 40  灰   良  (136)50(56)回 転ナデ     回転ナデ    糸切 り    緻密、 φ lmm砂粒

含む
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614 杯  須恵器  Sl18  中層   20 灰自  良  (154)42    回転ナデ     回転ナデ           緻密

615高台  須恵器  Sl18  床面   50 灰黄  良好  (158)60(71)回 転ナデ     回転ナデ    糸切 り    緻密、自色砂粒含 貝占付高台

む杯

616 杯  須恵器  S118上 層～床面 85 灰自  良好  147 52 48 回転ナデ    回転ナデ    糸切 り    緻密

617 杯  須恵器  Sl18下 層～床面 80 黄灰 やや軟  150 45 52 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り    密、 φ 2～ 3 mm砂

粒含む

618高台 須恵器 ? S118下 層～床面 60 灰黄  良好  (160)83 70 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り    緻密      貼付高台、 中位 に

杯                                                                 2次 焼成 ?

619 杯  須恵器  S118。 中層～床面 40  灰  良好  144 48 52 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り    緻密、自色砂粒含
SK14                                                む

620 杯  須恵器  S118中 層～下層 95 灰黄 やや軟 139 46 53 回転ナデ    回転ナデ   糸切 り    密、自色砂粒含む

621高台  須恵器  Sl18  床面   45 灰黄  良     29 フ2 回転ナデ    回転ナデ   糸切 り    密       貼付高合
杯

622 甕  須恵器  Sl1 8  下層  40 褐灰  良好 018)156(68)回 転ナデ    回転ナデ   回転糸切 り  緻密

623大甕  須恵器  Sl13  床面  100         412 614    口縁部 :回転ナデ/口縁部 1回転ナデ カケ               丸底

体部 :平板タタキ  /体部 :指ナデ

624長顕  須恵器  Sl18  床面   90 暗灰  良好     216 81 顕部～上部 :回転ナ        ロ縁部 :ナデ、 緻密      削 り出し高台
瓶                      堅緻          デ (灰被り)中位 :縦        中心部 :未調整

位ヘラケズリ～回転
ナデ¬立:回転ナデ

625長頸  須恵器  Sl18  床面   80 暗灰  良好  112 99    回転ナデ    回転ナデ           密       626と 同一個体か

瓶                     堅緻

626長顕  須恵器  Sl18  床面   70 灰白 良好     144(80)回 転ナデ    回転ナデ           緻密、砂粒少量含 肖Jり 出 し高台
瓶                                                           む

62フ 甕  須恵器  Sl18  床面   フ0 暗灰  良好 986)254    日縁部～上部 :回 回転ナデ           緻密      剥離痕残る
堅緻          転ナデ/下部 :縦

位ヘラケズリ

628大甕  須恵器  Sl18  床面  100 暗灰  良  456 637    日絵部 :回転ナデ ロ緑部 :回転ナ        緻密      丸底

/体部 :タ タキ デ/上部 :青海

(平行目)    波/下部 :指ナ

デチデ消 し

629 甕  土師器  Sl19  上層   70 浅黄橙  良  142 122    回転ナデ    回転ナデ   回転糸切り  やや租、φ imm砂 粒倉
む・亦色スコリヤ含む

630 杯  土師器  Sレ0  床面   60  橙  良  143 47 54 回転ナデ    上位:増粒ミガキ/糸切 り    密       内面黒色処理

刊と 淀崎獣ミガキ

631 杯  土師器  S120  上層  10 にぶい 良  044)45    回転ナデ    上位:棚立ミガキ/        1gl密       内面黒色処理
橙                           下位 :械筋妹ミガキ

632 杯  土師器  S120 煙道下層   にぶい 良     28 48 回転ナデ    放射状ミガキ  糸切 り    密、砂粒微量含む 内面黒色処理

責褐

633 杯  非内黒  S120  床面   70 浅黄橙 やや軟 150 50 65 回転ナデ    回転ナデ   糸切 り    緻密

634 杯  非内黒  Sワ0カ マ ド付近 30 浅黄橙  良  (144)42(56)回 転ナデ(マ メツ)マ メツ(回 転ナ 糸切 り    やや密、砂粒・赤色
デ)               スコリヤ少量含む

635 甕  土師器  Sレ0  中層  20 浅黄橙  良  (221)65    日縁部～体部 :回転ナ 回転ナデ           やや粗、砂粒多量
デ/体部 :縦位ヘラナ                  含む
デ・ハケメ(7メ ツ)

636 甕  土師器  S姥0  床面   20 にぷい 良  (220)63    口縁部 :ヨ ヨナデ ロ縁部 :ヨ コナ        やや粗、砂粒多量

黄橙             /体 部 :マ メ ツ カ /鐸耶:輸徹・       含む

(縦位ハケメ)  斜位ハケメ

637 甕  土師器  S120  床面   10 にぷい 良     53(118)体 部 :縦位ヘラケズ 横位ヘラナデ         緻密、砂粒多量含
責橙              り/年位 i横位ナデ                む

638 整  須恵器  S120  床面   30 暗灰  良好  132 65    回転ナデ    回転ナデ           緻密、黒色砂粒少

639 甕  須恵器  S鬱0  下層   10 暗灰  良好  314 83    回転ナデ    回転ナデ

堅緻

量含む

織密

641 杯   内黒   S鬱 1  埋±   30 にぶい  良  (179)67(72)回 転ナデ     ロ緑部 :横位 ミ 糸切 り    やや密      黒色処理

黄橙                       ガキ/体部 :放

射状 ミガキ

642 杯  非内黒 ? S修1上層～中層 45 にぶい 良だが (153)52 66 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り    密、自色砂粒含む

責褐  赤い

643 杯  土師器  S121下 層～床面 85  橙   良  (128)48 54 マメツ (回転ナデ)マメツ (ミ ガキ)糸切 り    緻密      内面黒色処理

644 杯  土師器  S121上 層～下層 60 浅黄  良  958)44(50)回 転ナデ     マメツ (ミ ガキ)糸切 り    密        内面黒色処理

645 杯  非内黒  Spl  床面   100 橙   良  127 42 56 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り    密、 φ 2～ 3 mm砂

粒含む

646高台  非内黒  S確1  床面   50  橙   良  (174)70(100)回 転ナデ     回転ナデ    糸切 り    密、金雲母・ 砂粒 貝占付高台

杯                                                        含む
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647 甕  土師器  S鬱1  下層   30 にぶい  良  (158)51    回転ナデ     回転ナデ           密、砂粒含む

褐

648 甕  土師器  S¢1  上層   20 明褐  良  (326)52    回転ナデ     回転ナデ           密、 φ lmm砂粒多

量含む

049 甕  土師器  S121 焼土内  30 にぶい  良  (194)115    回転ナデ     回転ナデ           密、砂粒少量含む

黄掲

650 甕  土師器  Sレ1  上層   10  橙   良  (200)74    回転ナデ     回転ナデ           やや粗

651 甕  土師器  S厖1  床面   10 浅黄橙  良  (260)110    回転ナデ    回転ナデ           やや粗、砂粒多量

含む

662    縄文  Sレ 1                                                         縄文

653 杯  土師器  S確2 ピッ ト1  25 にぷい やや軟 (150)41    回転ナデ    マメツ (ミ ガキ)       密        内面黒色処理

埋土     黄桂

654 杯  土師器  S122  床面   40  橙   良      49 54 回転ナデ    ミガキ (マ メツ)糸切 り    密、砂粒少量含む 内面黒色処理

655 甕  土師器  S盟2  ビッ ト  25 にぷい 良好  (162)102    回転ナデ     回転ナデ           密、砂粒多 く含む

1埋土     橙

656 杯  須恵器  S鬱2  床面   60  灰  良好  (136)45(50)回 転ナデ     回転ナデ    糸切 り    緻密、自色砂粒含

む

657 杯  非内黒  S鬱3カ マ ド付近 70  橙   良  124 40 50 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り    緻密、 φ 2～ 3 mm

砂粒少量含む

658 甕  土師器  S鬱3      20  橙   良  134 71    回転ナデ     回転ナデ           密、砂粒含む

659 甕  土師器  S123 ビッ ト  30 赤褐  良  953)45    回転ナデ     回転ナデ           密、砂粒多量含む

1埋土

660 甕  土師器  Sレ3埋土タヌキ 20 にぶい  良  (213)103    口縁部～上部 :回 転ナ 回転ナデ           密、小砂粒含む

橙              手/恥 :著破 ′サ メ

661 甕  土師器  S鬱 3  埋±   10  橙   良  (166)79    回転ナデ     回転ナデ           やや粗

662 甕  土師器  S聡3埋土タヌキ 20  橙   良  (218)127    日縁部～上部 :回 転ナ 回転ナデ           密、φl～ 2 mm砂粒・

デ/下部 1回転ナデ→                   赤色スコリヤ少量含む

縦位ヘラケズリ

663 甕  土師器  S鬱3埋土 タヌキ 20  橙   良  (197)101    回転ナデ     回転ナデ           緻密、砂粒少量含

む

664 甕  土師器  S123埋 土タヌキ 40 にぶい  良     111 114 ナデ 鶴 く凹凸め 体部 1横位ヘラナデ 網代痕 (周縁部 密、砂粒少量含む

橙                       (→ 朧 ナ7~4り )縄 代な し)

665 甕  土師器  S123カ マ ド付近 30  橙   良  (230)109    回転ナデ     回転ナデ           密、 φ 2～ 3 mm砂

粒多量含む

666 杯  土師器  Sレ 4  上層   20  橙   良  (140)47    回転ナデ/下位 : ミガキ (マ メツ)       緻密       内面黒色処理

ヘラケズリ?

66フ 杯  土師器  Sレ4  上層   45 1こぷい  良  (142)54(50)回 転ナデ    上位 :横位ミガキ/糸 切 り    緻密       内面黒色処理

橙                    刊よ 腿鰍 ミガキ

668 杯  須恵器  S¢4  上層   15  灰  良好  (132)40(62)回 転ナデ     回転ナデ   糸切 り    緻密

660 杯  須恵器  S¢4  上層   50 灰褐  良だが (139)44(56)回 転ナデ    回転ナデ    糸切 り    緻密、自色砂粒含

670高台  土師器  S124  上層   70 にぶい  良  955)59 40 回転ナデ    マメツ (ミ ガキ)マメツ    密、 φ lmm砂粒多 内面黒色処理、貼

杯                  黄橙                                      量含む      付高台

671 鉢  土師器  S124  上層   40  橙   良      109 120上 位 :ヨ コナデ/ミ ガキ            緻密       内面黒色処理

中位 :回転ナデ、

下位 :ヘ ラケズ リ

672 杯  非内黒  S125  埋±   100 橙  やや軟  130 43 50 回転ナデ     回転ナデ   糸切 り    密、 φ lmm砂粒含

む

673 杯  非内黒  S25  埋±   50 灰白  良  923)42(48)口 縁部 :回転ナデ、回転ナデ    糸切 り    密、赤色 スコ リヤ 内面スス付着

:下部 :マ メツ                含む

674 甕  土師器  S鬱 5 ビッ ト1  10 黄橙 やや軟 (220)104   回転ナデ (マ メツ)マ メツ (回 転 ナ        粗、 φ 2～ 3 mm砂

埋土                             デ)            粒含む

675 杯  土師器  S鬱6埋土～床面 80 黒褐  良好  179 59 60 日縁部 :ヨ コナデ/体 上位 :頼粒 ミガキ/ミ ガキ    緻密       内外面黒色処理

部 :横位 ,斜位ミガキ 刊ユ 放身はミガキ

676 杯  土師器  S¢6 貼床中  50        (134)51  60 マメツ (回転ナデ)ミ ガキ    糸切 り             内面黒色処理

677 杯  土師器  Sレ6  埋±   60 にぶい  良  (138)52(46)回 転ナデ    ミガキ    糸切 り     密        内面黒色処理

黄橙

678 杯  土師器  S鬱6  埋±   20 浅黄橙  良  (142)50    回転ナデ (マ メツ)上位 !様粒 ミガキ/        密、砂粒・ 赤色 ス 内面黒色処理

刊ユ 枚靴犬ミガキ        コ リヤ少量含む

679 杯  土師器  S確6  埋上   60  橙   良  (146)47 60 回転ナデ    マメツ (ミ ガキ)糸切 り     密、赤色 スコ リヤ 内面黒色処理

含む

680 杯  土師器  S126      60 にぶい  良  (144)50 56 日

'酎
財 ス 刊立: ミガキ (マ メツ)糸切 り    緻密       内面黒色処理

黄橙              マメツ(ヘラケズリ)
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681 杯  土師器  S確6 貼床中  60 にぶい  良  (138)48 50 上位 :回転ナデ、下 ミガキ    糸切 り    緻密      内面黒色処理

橙                位 :斜位ヘラケズリ

682 杯  土師器  S確6 貼床中  80  橙   良  142 48 56 回転ナデ     マメツ (ミ ガキ)マメツ (糸切 り)緻密      内面黒色処理

683 杯  土師器  S確6ビ ッ ト9埋  50 にぷい  良  (142)47 54 回転ナデ     ミガキ    糸切 り    やや密      内面黒色処理

土     黄橙

684 杯  土師器  Sレ6  埋±   30 浅黄橙  良  (166)45    回転 ナデ     マメツ (ミ ガキ)       密        内面黒色処理

685 杯  土師器  S鬱6  埋±   45 にぶい  良  (133)49(50)口 縁部 :回転ナデ ロ縁部 1回転ナデ/マ メツ (ヘ ラケ 緻密、砂粒少量含 内面黒色処理

黄橙               /下 部 :手持ちケ 体部 :樹生ミガキ/ズ リ)     む

ズ リ        Ⅶ I縦位ミガキ

686 杯  土師器  S魃6  埋±   90  橙   良  140 42 73 回転ナデ、下位 : マメツ    マメツ (ヘ ラケ やや粗、砂粒少量 内面黒色処理

マメツ(ヘ ラケズリ)       ズ リ)    含む

687 杯  土師器  Sレ6  床面   25 にぶい  良  (140)45(60)回 転ナデ     ミガキ    糸切 り    緻密      内面黒色処理

黄橙

688 杯  土師器  S鬱6  埋±   50 にぶい  良  (176)48    回転ナデ     横位 ミガキ

黄橙

689 杯  土師器  S厖6 貼床中    にぶい  良      33(48)回 転ナデ     ミガキ

黄橙

緻密、砂粒少量含
む

緻密      墨書「
'II」

、内面黒

色処理

690椀 ? 土師器  St26  埋土     黒褐  良     29(50)横 位 ミガキ   マメツ(ミ ガキ)砂底様剥離   緻密、砂粒含む  内外面黒色処理

691 杯  非内黒  S126  埋土    にぷい 良           回転ナデ    回転ナデ          緻密      墨痕あり
橙

853 杯  土師器  S乾6B下層～床面 100 橙   良  143 51 64 回転ナデ    マメツ    糸切り    密、砂粒含む  内面黒色処理

692高台  土師器  S126  埋±   95  橙   良  138 43 62 マメツ(回転ナデ)マメツ(ミ ガキ)マメツ    密、砂粒含む  内面黒色処理、貼

付高台

693高台  土師器  S126 貼床中  85 にぶい  良  139 35(59)回 転 ナデ     ミガキ    糸切 り    緻密、 φ lmm砂粒 貼付高合 ?
杯                 黄橙                                     含む

694皿 ? 土師器  S確6 貼床中  10 浅黄橙 良好  (135)19    回転ナデ     ミガキ            緻密       内面黒色処理

695 杯  非内黒  S確6  床面   90 淡黄 やや良  142 46  5 マメツ (回 転ナデ)マメツ (回転ナ マメツ    やや密、 φl～3mm

デ)             砂粒含む

696 杯  非内黒  S柁6 ビッ ト10 60 浅黄橙  良  (144)51 58 上位 :回 転ナデ (マ マメツ (回 転 ナ 糸切 り    密、砂粒少量含む

埋土                     メツ)/下 位 :マ メ デ )

ツ(ヘ ラケズリ?)

697 杯  非内黒  S確6 貼床中  30 黄橙  良  941)50(62)回 転ナデ    回転ナデ   糸切り(マ メツ)密、砂粒・赤色ス
コリヤ含む

698 杯  非内黒  S鬱6 貼床中  25 浅黄橙 やや軟 (139)52(47)回 転ナデ    マメツ    糸切り    緻密

699 杯  非内黒  S126  埋±   50 浅黄橙  良  (139)48 68 回転ナデ    回転ナ手/蕊 : 糸切り    緻密
チデ

700 杯  非内黒  S126 貼床中  50 浅黄橙 やや軟 (135)50(51)回 転ナデ    マメツ (回 転ナ マメツ    密、砂粒含む   内外面煤付着
デ)

701 杯  非内黒  S惚6  埋±   50 浅黄橙  良  (156)43(57)回 転ナデ    回転ナデ   糸切り    緻密、砂粒少量含
む

702 杯  非内黒  S¢6  埋±   30 浅黄橙 やや軟 (135)42(60)回 転ナデ (マ メツ)マ メツ(回 転ナ        密
デ)

703 杯  非内黒  S魃6  埋±   60 浅責橙 やや不 (135)52(56)マ メツ :回転ナデ マメツ :回転ナ マメツ :糸切り 密、φ lmm砂 粒含む・ 糸切 り僚 再調整?
良                       デ                赤色スコリヤ少量含む

704 杯  非内黒  S鬱6 貼床 or  75 褐灰 やや軟 (156)54(54)回 転ナデ    回転ナデ   糸切り    密
上層

705 杯  須恵器  Si26 貼床中  30 灰白 良好 (138)45    回転ナデ    回転ナデ           緻密

706 杯  須恵器  S126 ピット4 30 灰白 良好 042)37(54)回 転ナデ    回転ナデ   糸切 り    緻密、砂粒少量含

707 杯  須意器  S126 貼床中  20 灰自  良  (140)42    回転ナデ     回転ナデ           緻密

708 杯  須恵器  S126  埋±   70 灰自  軟  156 51 52 マメツ (回転ナデ)マ メツ (回転 ナ マメツ    緻密

デ )

709耳皿  土師器  S惚6  埋±   10  橙   良      24(48)上 部 :指 オサエ、         回転糸切 り  密、 φ 2～ 3 mT砂 回転力弱
?                                 下部 :縦位 ミガキ               粒含む

710 甕  土師器  S姥6 貼床中  15 にぶい  良  (144)90    日縁部 :ヨ コナデ ロ縁部 :ヨ コナ        粗、砂粒多量・ 赤

橙               /体 部 :マ メツ(縦 デ/体部 :横位        色スコリヤ少量含

位・斜位ハケメ) ハケメ             む

711 聾  土師器  Sレ6  埋±   20  橙   良  (160)63    日縁部 :ヨ コナデ/体 口縁顎 ヨコナデ(部        密、砂粒多量含む

部 :マ メツ(縦位ヘラ 分的に斜位ハケメ)

ナデ・ケズリ?)  ■螺 :欄笠ナデ

712 甕  土師器  S126 貼床中  40 明黄褐  良  (150)70    口縁部 :ヨ ヨナデ ロ縁部 :ヨ コナ        密、砂粒多量含む

/体部 :マ メツ デ/体部 :マ メ
(縦位ハケメ)  ツ(横位ハケメ)

杯
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713 甕  土師器

714 襲  土師器

715 甕  土師器

716 甕  土師器

フ17 襲  土師器

718 甕  土師器

719 菫  土師器

雌・酪一
Ｓ‐２６

S126  貼床  30 灰自にぶ 良好     87
t齢

S126  床面   40 浅黄橙 やや不     50
良

褐   良  (114)30

浅黄  良  (80)31

―|■ 騨華 || ■ ・ | 
・

界麓  |― |1筑蓋||| ■送蘇
日緑部 :ヨ コナデ ロ縁部 :こ コナ

/体部 :マ メツ(縦 デ/体部 :横位

位・斜位ハケメ) ヘラナデ

ロ緑部 :ヨ コナデ ロ縁部:ヨ コナデ/
/体部 :マメツ 体部:釧r嶺改ヘ

ラナデ後ヨコナテ

回転ナデ    糸切 り

デ)

口縁部 :ヨ ヨナデ マメツ

/体部 :マメツ

ロ縁部 :ヨ コナデ マメツ

/体部 :マ メツ

(縦位ハケメ)

口縁部 :ヨ ヨナデ ロ縁部 :ヨ コナデ

/体部 :マ メツ /体部 :横位ハケ

(縦位ケズリ) メ/下位 :マ メツ

粒多 く含む、赤色

スコ リヤ含む

緻密、 自色砂粒含

む

粗、 φl～ 2mm砂 粒

含む

やや組、ゅ2～ 3 mm

砂粒多量含む、赤色

スコリヤ少量含む

む

密、砂粒少量含む 内面黒色処理、貼

付高台

マメツ (菊 花状 密、砂粒多量含む 内面黒色処理

のオサエ)

ミガキ 密、砂粒少量含む 内外面黒色処理、

貼付高台

やや粗、砂粒含む

密、 φ l～ 2 mm砂

粒含む

密、 ゆ l mm砂 粒多

・ 1 綽■
――||―  ||?中

やや粗、砂粒多量

含む

粗、砂粒含む、赤

色スコ リヤ含む

やや密、砂粒やや

多 く含む

密、砂粒多量含む

密、 白色砂粒含む

密、 φ lmm砂 粒少

量含む

ⅢⅢ 套爾■|― |卜荘
埋±   40 にぶい

褐

床面   40 淡黄  良

購
くｃｈチ‐一

鶴一ω
　
田

峰Ｏ　ｍ
(128) 80

(62)回 転ナデ

68 マメツ 値聴誹デ?)マ メツ (回転ナ 糸切 り (静止 ?)粗、 φ 2～ 3 mm砂

土
　
　
土

埋
　
　
埋

S確6  貼床   20 淡黄 やや良 (348)112

フ20 甕  土師器  S126  貼床   40  橙   良  (227)62    回転ナデ     回転ナデ           やや粗

721 甕  土師器  S126 ビッ ト1  20 1こ ぶい  良  (250)59    回転ナデ    回転ナデ           緻密、砂粒少量含

埋土     黄橙                                     む

722 鍋  土師器  Sレ6  埋±   15 灰黄褐  良  (328)56    回転ナデ    回転ナデ           密、砂粒含む

723 甕  土師器  S陀 6  埋±   40 1こ ぶい  良  ●97)198    口緑部 :ヨ ヨナデ ロ縁部 :ヨ ヨナ        やや粗、 φ l～ 2

黄橙              /体 部 :縦位ハケ チ/螺 :斜位・        mm砂 粒多量・赤色

メ       横位ハケメ          スコリヤ少量含む

724 甕  須恵器  S確6  床面   15  灰  良好  (230)98    口縁部 :回転ナデ ロ緑部 :回転ナデ        密、自色砂粒多量

堅緻           /下 部タタキ  /T部 当て歎          含む

725 甕  須恵器  S惚6  床百   60 暗灰  良好  (130)132(87)回 転ナデ    回転ナデ    ナデ :周縁部 : 緻密

砂底 ?

フ26 壺  須恵器  S126  貼床   40 暗灰  良好  (116)61    回転ナデ    回転ナデ           緻密、微細白砂粒 貼付

少量含む

フ27 甕  須恵器  S126  埋土     暗灰  良好     129(103)横 位・ 斜位ヘラケ 縦位ヘラナデ  ナデ or調 整 な

ズリ                  し

728 壺  須恵器  S126  埋土   フ0  灰  良好     112 63 回転ナデ    回転ナデ    糸切 り     緻密、砂粒少量含 自然釉 (膜状 )

む

729 襲  須恵器  S126  貼床   10  灰  良好     52(70)回 転ナデ/下部や 回転ナデ    糸切 り     緻密

や強

730 襲  須恵器  S126  埋±   70  灰  良好     132 57 回転ナデ     回転ナデ    ナデ orオ サエ、 緻密

周緑部 :回転ナデ

731 菱  須恵器  Sレ6 ピッ ト埋± 80 暗灰  良  209 345 10, 日縁部～体上部 :回 目的 : ナデ      密、微細自色砂粒

け チ/嶋 :紺工 区鞘サデ/か程騒:        含む

斜位ケズリ (ナデ様)縦位指ナデ

/下部 :横位ケズリ

(57)回 転ナデ/下位 : ミガキ    糸切り、周縁部 : 密、砂粒少量含む 内面黒色処理732 杯  土師器

733 杯  土師器

734高台  土師器

杯

735高台  土師器

杯

736高台  土師器

杯

737 杯  非内黒

738 杯  非内黒

739 杯  非内黒

740 杯  非内黒

741 杯  非内黒

742 杯  非内黒

743 杯  非内黒

S1268  下層   40 浅黄橙  良  (132)52

S1268  上層   60  橙   良  (140)42

S126B 床面   20 灰白  良      33

S確 68  中層   10 にふい  良      19
黄橙

S1268  床面   10 黒褐  良好     (26)

S126B上層～下層 60  橙  やや軟 (143)49

S26B  中層   25 浅黄橙  良  (148)46

S盟6B 床面   100 褐   良   134 57

S126B  中層   90 淡黄橙 やや軟  131 52

S鬱6B ―括   100 橙   良  133 52

S厖6B  中層   20  橙      (130)52

Sレ6B 上層   50  橙  やや軟 (136)45

ヘラケズリ 回転ヘラケズ リ

58 回転ナデ/下位 : マメツ (ミ ガキ)ヘ ラ切 り?  密、 φ lmm砂 粒含 内面黒色処理

回転ヘラケズリ

ア7 回転ナデ (マ メツ)マメツ (ミ ガキ)

(フ 2)ナデ

70 ミガキ

73 回転ナデ

回転ナデ

58 回転ナデ

52 回転ナデ

57 回転ナデ

マメツ

ミガキ

回転ナデ    糸切 り

回転ナデ

回転ナデ    糸切 り

量含む

回転ナデ    糸切 り     緻密

回転ナデ    糸切 り

(55)マ メツ(回転ナデ)マ メツ (回 転ナ マメツ

デ)

(58)回 転ナデ
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,44 杯  須恵器  Sレ68  中層   90 褐灰  良   13643～ 4 52 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り
～橙  (赤 い)    15

745 杯  須恵器  S126B中層～下層 10  灰  良好  (150)47    回転ナデ     回転ナデ           緻密

746 甕  土師器  S126B  中層   10 灰黄褐  良  (141)51    回転ナデ    回転ナデ           やや粗

747 甕  土師器  S126B  上層   40  橙   良      58(71)回 転ナデ     回転ナデ    糸切 り    粗、砂粒多量含む

748 甕  土師器  S126B  中層   50 浅黄橙  良   153 157(74)回 転ナデ     回転ナデ    糸切 り     やや粗、砂粒含む

749 甕  土師器  S確6B  中層   25 にぷい やや軟 (222)98    マメツ     マメツ            やや密、砂粒多量
黄橙                                     含む

750 甕  土師器  Sレ6B  下層   30  橙   良  (210)86    口縁部～体部 :回 日縁部 :回転ナ        密、砂粒多量含む

転ナデ/体部 :縦 ■/螺 :樹立・

位ヘラケズリ  斜位ヘラナデ

751 甕  土師器  S126B  中層   10 にぶい  良  (206)82    回転ナデ     回転ナデ           やや粗、砂粒多量
黄橙                                     含む

752 甕  土師器  S躍68 上層   40 にぶい  良  (220)70    回転ナデ     マメツ (回 転 ナ        密、 φ 2～ 3 mm砂
橙                       デ)            粒含む

753 甕  土師器  S確6B 上層   10 にぷい  良  240 54    回転ナデ     マメツ (回転 ナ        やや粗、砂粒含む
黄橙

754 蓑  土師器  Sレ6B 中～上層  30  橙   良  (220)120    回転ナデ     回転ナデ           粗、 φ l～ 2 mm砂

粒多量含む

755 椀   緑柚  S126B  ―括   20     良  (142)

756 襲  土師器  S126B 上層   20 にふい  良  (105)59    回転ナデ     回転ナデ           密、砂粒含む
褐

757 甕  土師器  S26B  上層   15 淡黄  良  (77) 42    回転ナデ     回転ナデ           密、 φ lmm砂粒少 内面黒色処理

量含む、赤色 スコ

リヤ少量含む

758 甕  須恵器  S厖6B  床面   10 灰白  良好      87 110 回転ナデ    横位ヘラナデ         緻密       タタキの痕跡残 る

759長頃  須恵器  S126B上 ～」中層  60 暗灰  良好  (139)333 120顕 部～上部 1回転 頸部 :回転ナデ 未翻監 周縁部 :緻密      貝占り付け突帯
瓶                      堅緻           ナデ/下部 :横位        ナデ

回転ヘラケズリ

760 鍋  土師器  S1268  床面   20 にぶい  良  (362)111    回転ナデ     ハケメ            やや粗      焦げあ り
橙

761 鍋  土師器  S確6B  中層   10 浅黄橙  良  (362)92    日縁部～体部 :回 口縁部 :回転ナ        密、砂粒含む

転ナデ/体部 :縦 デ/上位 :ナデ

位ヘラケズリ  /下 位 :ハ ケメ

762 鍋  土師器  S126B  床面   80  橙   良  411 138    口縁部～上部 :回転ナ ロ縁部～上部 1回         やや粗、砂粒多量 薄 くスス付着
デ/下部 :横位ヘラケ 転ナデ/下部 :横         含む

ズリフ聞立・釧立タタ■ 位・斜位タタキ

763 鉢  土師器  S鬱6B  一括   10 浅黄橙              回転ナデ    横位 ミガキ          密

764 甕  土師器  S修6B  一括   10 黄橙     (230)      回転ナデ    横位 ミガキ          やや粗

765耳皿  両黒  S126B  中層   50 黒褐      14  50    内外面黒色処理                 密

772 杯  非内黒  S鬱ア 貼床中  20 にぶい  良  (138)45    マメツ (回転ナデ)マ メツ (回転 ナ        緻密

773 杯  土師器  Sレ8 ビッ ト1 loo 橙  良好  139 52 57 回転ナデ     ミガキ    糸切 り    緻密       内面黒色処理
埋土

774 杯  土師器  S128 ビッ ト1  60 にぷい  良   138 53 50 回転ナデ     ミガキ/底面 : マメツ (糸切 り)緻密、 φ lmm砂粒 内面黒色処理
埋土     黄橙                       井桁状 ミガキ         含む

775 杯  土師器  S鬱8 ビッ ト1  25 にふい  良  (137)47(52)回 転ナデ     マメツ (ミ ガキ)糸切 り    緻密、砂粒多量含 内面黒色処理 ?
埋上     黄橙                                     む

776 杯  土師器  S躍8カ マ ド埋± 40 にふい  良  (140)45    回転ナデ     ミガキ            密、砂粒少量含む 内面黒色処理
黄橙

777 杯  土師器  S128  埋±   40 浅黄橙  良  (140)48 (46)回 転ナデ (マ メツ)ミ ガキ     糸切り、月縁部 :マ 密、φ2～ 3 mm砂粒・ 内面黒色処理

メツ(ヘラケズリ)? 赤色スコリヤ少量含む

778 杯  土師器  Sレ8 ビッ ト1  30 にぶい  良  (150)53(58)回 転ナデ/下位 : ミガキ (螺旋状)       緻密       内面黒色処理
埋土     黄橙              ヘラケズ リ

779 杯  土師器  S128カ マ ド埋± 40 にぷい  良  (150)55(60)回 転ナデ/下位 : ミガキ            密、 自色砂粒含む 内面黒色処理
黄橙               ヘラケズ リ

780 杯  土師器  S128  埋±   40 にぷい  良  (144)51(60)回 転ナデ/下位 : マメツ (ミ ガキ)ヘラケズリ再調 やや粗、砂粒多量 内面黒色処理
黄橙              マメツ             整 ?      含む

/81 杯  土師器  S鬱8  埋±   70 にぶい  良   144 44  65 回転ナデ    上位 :横位ミガキ/糸 切 り    やや粗、砂粒含む 内面黒色処理
黄橙                       刊ュ 胞献 ミガキ

ア82 杯  土師器  S128 ピッ ト1 loo浅 黄橙 やや軟  153 53 65 回転ナデ     マメツ    糸切 り    緻密、砂粒含む  内面黒色処理
埋土

783 杯  非内黒  S柁8カ マ ド埋± 10 にぶい  良  (138)45(62)回 転ナデ    回転ナデ    糸切 り    緻密
黄橙

デ )

黄橙
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784 杯  非内黒  S128  中層     にぶい  良  (140)30    回転ナデ    回転ナデ           緻密       刻書「上」

橙

785 杯  非内黒 ? S28 ピッ ト1  60  橙   良  (149)50 60 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り     緻密

埋土

786 杯  非内黒  S鬱8 ピット1 20  橙   良  (144)42    回転ナデ    回転ナデ

埋土

緻 密

787 杯  非内黒  S128 ビッ ト1 100 灰白  良好  155 51  61 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り     密、 φ l～ 2 mm砂 須恵器か ?

埋土                                            粒含む

788 杯  非内黒  S魃 8 ビッ ト1    にぶい  良      39 60 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り     緻密

埋土     黄橙

789 杯  須恵器  S盟8 ピッ ト2 15  灰  良好  (132)38(50)回 転ナデ     回転ナデ    糸切 り     緻密

埋土

790高台  土師器  S¢8 ビッ ト1  60 にぶい 良好  (152)66 91 回転ナデ    上位 :横位ミガキ/糸 切 り     lgl密、砂粒含む  内面黒色処理、貼

杯           埋土      褐                        刊ユ 坊跡獣 ミガキ                 付高台

791高台  土師器  S128 ビッ ト1 100に ぷい  良   152 60 30 回転ナデ     ミガキ (マ メツ)マメツ、周綴部 : 密、砂粒多量含む 内面黒色処理、貼

杯          埋土     黄橙                              菊花状のオサエ         付高台

792鉢 ? 土師器  S128  埋上     にぶい  良      20(59)ケ ズ リ     マメツ (ミ ガキ)砂底 ?    密、砂粒少量含む

黄橙

フ93 甕  土師器  S確8 ピッ ト1  20  桂   良  (140)81    日縁部 :ヨ コナデ/休 日緑部 :ヨ コナ7~/         粗、 φ 2～ 3 mm砂

埋上                      部:組い 斜ン ケヽメ 体部 :倒立ヘラナデ         粒多量含む

フ94 甕  土師器  S128  埋±   40  褐   良  (200) 81    口緑部 :ヨ ヨナデ ロ縁部 :ヨ コナデ        やや粗、砂粒多量

/体部 :マ メツ  /体 部 :マ メツ          含む

795 甕  土師器  S128  埋±   30  橙   良      56 72 マメツ/下部 :ケ 回転ナデ    糸切 り     密

ズリ?(ナ デ )

796 甕  土師器  S128  埋上   30 にぶい やや軟 (290)81    日縁部 :ヨ コナデ 体 部 :マ メ ツ        緻密、砂粒含む

黄種              /体 部 :マ メ ツ (横位ヘラチデ )

(横位ヘラケズリ)

797甑 ? 土師器  Sレ8 旧カマ ド 10 にふい  良      47(120)マ メツ (ヘ ラナデ)横位ヘラナデ  端部 :指頭圧痕 やや粗、砂粒少量 甑 ?

埋土      橙                                      含む

798 鉢  土師器  S鬱8  埋±   10  橙   良      104(98)上 位 :マ メツ(繊位 横位ヘラナデ  マメツ    やや粗、砂粒少量

ヘラケズリ)ノ年位 :               含む

横位ヘラケズリ

799 杯  非内黒  S129 ビッ ト1  90  橙   良   138 52 66 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り    密、砂粒含む

埋土

800 杯  須恵器  S129 ビッ ト2 60 灰黄  良   151 49 54 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り    lgl密 、砂粒含む

埋土

801 杯  土師器  SBO ビッ ト1  50  橙   良  (140)41 70 回転ナデ/下位 : ミガキ    マメツ    緻密、砂粒少最含 内面黒色処理

埋土                     回転ヘラケズリ                む

802 杯  土師器  SEO ピッ ト1  80 灰黄褐  良   142 52 65 回転ナデ     ミガキ    糸切 り    lgl密       内面黒色処理

埋土

803 杯  土師器  SEO ピッ ト1  90 にぶ い  良  (142)48 64 回転ナデ/下位 : マメツ (ミ ガキ)ヘラケズ リ再調 緻密       内面黒色処理

埋土      橙               ヘラケズ リ           整

804 杯  土師器  S130  埋±   70  橙   やや  144 49 63 回転ナデ     マメツ/(口 縁部 :回転糸切 り  密、 φ lmm砂粒少 内面黒色処理、 ロ

不良                    横位ミガキ/体部 :         量含む 。赤色 スコ クロ痕強い

縦位ヘラミガキ)         リヤ少量含む

805 杯  非内黒  S130 ビッ ト1  60 にぶい やや軟 936)48 68 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り    緻密

埋土     橙

806 杯  非内黒  S130  床面   100に ぷい  良   147 54 60 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り    密、砂粒多量含む

褐

807 甕  土師器  SЮ O ピッ ト1 25  橙  やや良 929)61    口縁部 :ヨ コナデ ロ縁部 :ヨ EIナ        粗、砂粒含む

埋土                     /体 部 :マ メ ツ デ/体部 :横位

(ハ ケメ)     ハケメ

808 甕  土師器  Sほ0 ピッ ト1  20 浅黄橙  良  908)73    日縁部 :]コ ナデ ロ縁部 :ヨ ヨナ        やや粗

埋土                     /体 部 :縦位ハケ デ/体部 :斜位

メ (マ メツ)   ハケメ

809 羹  土師器  SЮO ビッ ト1  80 にぶい  良   73  47 38 口縁部 :ヨ コナデ/日 縁部 :ヨ コナデ        やや粗、 φ l mm砂

埋土     黄橙               体部 :縦位ケズリ  /体部 :斜位ナデ         粒少量含む

810 襲  土師器  S130  埋±   10 にぶい  良  (66) 41    口縁部 :ヨ コナデ ロ縁部 :ヨ コナデ/        密、砂粒多量含む ミニチュア土器

黄褐               /体 部 :マ メツ  体部 :欄立ヘラナデ

811 甕  土師器  S130 ピッ ト1  20 浅黄橙  良  (96) 30    日縁部 :ヨ コナデ/体 日縁部 :ヨ コナデ/        やや粗、 ?l mm砂

埋上                     部 :マ メツ(ナカ   体部 :マ メツ(ナ デ)       粒少量含む

812 壺  須恵器  S130 ピッ ト1  40 暗灰  良好  (51)104    回転ナデ    上部 :ナデ、下        密、微少自色砂粒 自然釉

埋上                              部/回転ナデ         含む

813 鍋  土師器  S130 旧カマ ド 20 浅黄橙  良  (331)79    口縁部～体部 :回 回転ナデ           密、 φ lmm砂粒多 内外面コゲ付着

埋土                     転ナデ/体部 :縦                畳含む

位ヘラケズリ
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815 杯  土師器  S隠9 ピッ ト1  50 にぷい  良  (130)47 (70)回 転ナデ/下位 : マメツ (ミ ガキ)糸切 り     やや粗、砂粒多量 内面黒色処理

埋土     黄褐              回転ヘラケズ リ                含む

816 杯  非内黒  SЮ9 ビッ ト1  70 浅黄橙 やや軟 (144)50 58 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り     密
埋土

817 杯  非内黒  S139  下層   65 浅黄橙 やや軟 (149)53 (50)マ メツ (回転ナ71マ メツ (回転ナ マメツ    密、赤色スコリヤ

818高合  土師器  S139 ビッ ト1 50 黄橙 やや軟     21 76 回転ナデ    マメツ    糸切 り    密、自色砂粒・ 赤 内面黒色処理、貼

杯           埋土                                            色 スコリヤ含む  付高台

819 甕  土師器  S139 ビッ ト1  10 淡黄  良  (213)43    回転ナデ    回転ナデ           家 ¢1～ 3m祀荘・

埋土                                                  赤色スヨリヤ含む

820鉢・  土師器  S139 ビッ ト1  10 にぶい  良  (252)72    回転ナデ/一部縦 口縁部～体部 :        やや粗、砂粒含む 内面上位 :コ ゲ付

鍋 ?          埋土     黄褐              位ヘラケズ リ  叫 7~/8:                着

横位ハケメ

821 甕  土師器  SЮ9 ピッ ト1  20 にぶい  良  (249)208    口縁部 :回転ナデk日縁部 :回転ナデ/        粗、砂粒含む

埋土     橙               体部 :マ メツ (斜 体部 1卒瞳・横位A
位ヘラケズリ) ケメorヘ ラナデ?

822 甕  須恵蕃  S隠9 ピッ ト1  10  灰  良好      54    回転ナデ     回転ナデ           緻密、 ゅ l mm砂 粒 断面 :ス ス付着
埋土                                              少量含む

829 杯  非内黒  SK04  埋±   100 黄橙  良好  112 27 46 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り     緻密

830高台  非内黒  SK04  埋±   15 黄橙  良      47 (フ 8)回転ナデ     回転ナデ    糸切 り?    やや粗、砂粒含む 貝占付高台

杯

831 杯  非内黒  SK04  埋±   40  橙  やや不 (180)57 (74)回 転ナデ     回転ナデ    糸切 り     密

良

832 杯  非内黒  SK04  埋±   85  橙  やや軟  125 22 54 回転ナデ     回転ナデ    糸切 り     密、中砂粒含む

833高台  土師器  SK04 埋±   10 浅黄橙  良      20 (66)        ミガキ    マメツ    緻密       内面黒色処理・ 貼

杯                                                                    付高台

834 杯  非内黒  SK04  埋±   50 にぶい やや軟 (109)35 (53)回 転ナデ     マメツ    糸切 り     密、中砂粒多量含

黄橙                                     む

835高台  非内黒  SK04  埋±   10 浅黄橙  良      24 (86)マ メツ (ヨ コナデ)マメツ             密、粗砂少量含む、赤 貝占付高台

杯                                                         色スコリヤD理含む

836 杯   内黒  SK14 埋±   20  橙   良  (137)46 66 回転ナデ/下部 : マメツ    回転ヘラケズ リ 緻密       黒色処理

回転ヘラケズ リ        (再 調整 )

837 甕  土師器  SK06  埋±   80 黄橙 やや良  144 125 77 日縁部 :ヨ コナデ/体

部 :斜位・横位ハケメ

838 電  土師器  SK06  上層   10 明黄褐  良      50 (1121マ メツ (ケ ズリ)ヘ ラナデ            粗、粗砂含む、赤色

スコリヤリ蛤 む

839 杯  非内黒  SK21  埋±   80 灰黄褐 やや軟 (136)40 56 回転ナデ    回転ナデ   マメツ 餘 切り)緻密

340 杯  土師器  SK21  埋±   40 にふい 良好  (172)49 (72)回 転ナデ    マメツ (ミ ガキ)       緻密      内面黒色処理

黄橙

841 杯  土師器  SK22  埋±   30  褐   良  (192)46 54 回転ナデ    放射状ミガキ・        緻密、砂粒少量含 内面黒色処理
ヨコミガキ           む

842高台  非内黒  SK22  埋±  100 橙  良好  149 58 82 回転ナデ    回転ナデ   周縁部ナデ強  不明      貼付高台
杯

843 杯   内黒  SK22  埋±   35 にぶい  良  (132)47 (56)回 転ナデ    マメツ (ミ ガキ)糸切 り     lal密、砂粒大   黒色処理

黄橙

844高台   ?  SK22  埋±   10 浅黄橙  良      23 71 回転ナデ     回転ナデ

杯

緻 密

845 椀   両黒  SK22  埋±   20 黒褐  良  (116)39 (52)ヨ コミガキ   ヨコミガキ   ヘラケズリ (再 緻 密 、 極 少 砂 粒 内外面黒色処理

調整)    (赤 ・ 白)含む

846 甕  土師器  SK22  埋±   20 1こ ぷい  良  220 60    回転ナデ                    やや粗、砂粒多量

含 む

84フ 甕  土師器  SK22  埋±   30  橙   良  (215)169    口縁部～上部 (回        回転ナデ    密、 φ 2～ 3 mm砂

転 ナデ )、 下部 :               粒少量含む

縦位ヘラケズリ

848 甕  土師器  SK22  埋±   15 明黄褐  良  (150)196    回転ナデ後ナデ  回転ナデ後ナデ//下         密、 φ l～ 3 mm砂

部 :マ メツ (ナ7~l        粒少量含む

849 甕  土師器  SK23  埋±   30「 こぶい  良  (202)140    口縁部～上部 (回 回転ナデ           密

赤褐色              転ナデ)/下 部 :

縦位ケズ リ

850 杯  土師器  P■        70 にぷい  良   136 52 50 回転ナデ    放射状 ヨコミガ 糸切 り     密        内面黒色処理

236

861 杯  非内黒  P■       20 にふい  良  (140)48 (60)回 転ナデ    回転ナデ    糸切 り     密、砂粒含む

236         黄褐

852 甕  土師器  P止   埋±   20 黄橙  良  (210)123    回転ナデ     回転ナデ           やや密、砂粒少量
236 含む

貢 褐

橙
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855林  非内黒  ,■  鰹±   10 にぷい  良  (11,つ 1部  Gり 回転ナデ

361         橙

869員顕― 須慈器  ,D04  線主   10  区  良好
福

回転ナデ

回転ナデ

回転ナデ

/体部 :マ メツ
(縦位へ,ケ ズリ)

ケズげ     回転チデ

回転ナデ
ー
  糸切 リ

糸仰り

臥 白ヨ睡 む

やや糧 ひ粒含む

密、1赤色スコリヤ 内面黒色処理、外
含む1      面下位 :黒鷲あリ

雛密、砂韓少量 内画黒色処理

細鼠 粗砂少二昔
む

撤懲 微少砂粒含 画面暴色処理
む

密ヽ秒粒多二含む

やや種

撤密

やや坦

罐

罐

ハケ森リ

7.3 eO 器位 ●横位ヘラケ 横位回転ハケメ 嘉略献部さえ |

ズ リ 牡付けナデ

866.道 ? 土師器 類曲臆サブトレンチ lo にぶい 良  (11:めィ&4    「l縁部:ヨ コナア/巨練証|ヨ ヨナデ
lDEl        寝褐            岬子:紳Wヽケメ /騨騒:マ メツ

867毒  土師器 的0 検tB百  20 濃責様 良 (49)110   回転ナデ    回転ナテ          糠密
El髄

回転ナチ    マメラ (ミ オキ)

マメツ (回転ナデ)マメツ (ミガキ)

鎗

30 灰白 良好 (13.め 50 も14 回転ナデ 回転ナデ   糸胡 り

50 黒褐  良  K48の 7.4 01.Dマ メツ (ミ ガキ)/マ メツ (ミ ガキ)

10 資督  良.(11.2)

萬台部:雑位ミガキ

マメツ やや組

868 杯  土師器 醐 ―

8ω 率  土mF4 酪
―

870林
―
 須恵器 ―靭

871喬台 上師器
杯

872-4 土幡  醐

873 豊  ■師器 工掛

ど74盛  土師奉 酪

8751碧― 頻磨掛 浅採

876.理  票恵器 勇代
井戸

877 鉢  上師器 遺絣

878猫  ―医釉  .表揉
(C酌

179耳皿  土師器  翻   TS

880把手 土師器 帥
付

25 にぷい  良  (15.8)57
黄僣

20 にふ い 良好  ぐt5,0)

20 にヽ い 良  (1ユ 0)41    回転ナデ
綿

30 暗炭  良  (30b)

叩
理1鼻 争釦ウ盟や 舅移率翠嘴縄霧壌す回針

デ

20 にぶい 良  (226〉 55    回転ナデ
黄種

密

15 にぶい 良
. (3年

の 64    口搬部 :ヨ コナデ マメツ
糞樽

10 正白 良

10 灰責褐 泉

10 鶏
―

195 40

第11表 堰向工遺跡陶磁器観察表

０

妙

９

９

触

剛

Ｗ

瓢

一閣

田
・
餞
・
鴎

朗

前

蘭

贈

鶴
一
卿

嗣

・醐

醜

鯛
・
騨

駆

螂

勅

灰釉碑    Pit253
向器盤籍中llll   Sp01

駒器韓    Sp01
商器税.    SD06

向器血     SE01

塩―    現代井戸跡

鉢     H構 外

胸器丸碗  第代井戸跡

陶器盛   現代井戸跡

胸器穣
―   現代井戸跡

商器仏飾具   表採

艤     魏

蜘器鉢     S126
陶器鉢   ,代 井戸跡

1陶器碗    遺構外

現代井戸跡

向器中皿  現代井戸跡

す

'鉢

―    遺構外

すり鉢   造掛

すり鉢   鞘

すり鉢    翻

青繭躍    逸翻

4EL_LF       2.0
上層    く

'31の

  013

工層    (1“ め  ,3
埠±        2や

申層         2!9

響■    (2工 1,  ■0

斜面下灰褐色土嬌申 (1“め 915
1蝙監と             a‖

理土    Qの   ■7

南端落ち込み     1お
211

斜面下灰褐色土層―中 ●め  ■5

埋■    (1&0 32
碧土    1印 oお) ,,

42

埋土

阻       (leiっ   i3
斜画下    ●Bめ  0こ

(24!ω   710

医掲色士盛■  0“0) 1,■

斜面下瓜福豊土層中 Gとの  13n
a区北        20

靭 離

大規相馬産 やや発と不良

大蝉相馬産 7'瓜釉

大幅相馬産 ナマヨれ表現

騨 韓穎涜盤|ワラ螂 雑荘
左韓 麟熟族ナマコ方ワ,灰流し掛け

在地磨 19C    相馬 ? (少 し上粗 tl)

大幅相馬療   19C～
騨 箱馬?

大胴桐薦産 18C

在地産

在地産? 灰釉のちナマヨ釉流し欝け

大堀相馬産 19c    やや発色不良

在幾産

大堀相馬産 19CI

大涙相烏産

不明   19C.申期以降  土糧い

在地産 TCH翔『

在地産    19C?
不研   19C前～中期  在地薄か

線 15C

●.7)

01め

海浜風景文

得!9)

0●)

(7.つ

い

Oω

-356-

海浜風最文



901   盛器丸携    遺構外  斜口 Ⅲ灰禍色土層中

898  硼 蔀 狐    遺緋

890   雑器紅n   l遺 構外

1000 1機器蛇ノロ鶏劇血 1現代井戸跡

902   磁器皿   募代井戸跡

903  轄器丸臨  現代井戸雛

904   穣器llll     粛採

m5  機器端反小杯  現代井声跡

(4,の   114  (119
■5   ■3   1.3

去4   (■ 2)

5■         き騨臣掛絵
―

1'  Cの   海浜風景文

(&OD  l,9  0,ゆ    草花文
1.4 (10) 丸支。フラ東文?

Ql) 43  ●D   隷宰体文

(01め   4.3 (3!φ
(11.い  41        章花文

(14:4) 3■   (aめ  車雅文か海浜風景来

(13.の  21 (91つ  車花文か海秦風景菜

(141) 3.9  C31の     麿事文

1'世紀   大橋視年V雑

19C前幻 備磁? 大橋編年V卸

13.C密   大絡WIm

10C中期以降  瀬戸?

19C以降?

ltC後   本構編年Ⅵ期
1,C後1   人橋編年Ч期

ヨンニャク判

18C?

雛面下

斜面下

建土

雖

埋土

上層

4EL

備前

備前

不明

在地産

平清本

帥

在地産

不明

芋潜水

鰤

簾前

脚

000  色絵機器丸碗  遺構外   灰褐色土整上

907  平機器丸擁  境代井戸跡    理土

朗    機器中皿  勇代坪 拗     既

9119   騨器皿     表操      上層|

910   盛器ldl   .4ftJIF跡     理と

911

912  義器義花皿  現代井戸跡 埋 土

五弁文・ 唐車文

(130  ■1  00    車宅文     不明

造構外   灰偶色土肇土   (194) 4,9 (lo,81

第12表 堰向■遺跡金属製品観察表

519

553

502

868

509

767

768

769

770

771

824

825

828

827

828

830

921

(9お )

415

1&5

0.1)

(41め

150)

9`6)

(7.0

0.め

(12.0

Ct,お )

012)

径24

径22

径2.2

不明 |

径214

i!0

4.7

21

3=1

2

0`

1.2

00

1お

1■

115

融 7

013

0.6

0.7

0.3

住3

0i5

02

013

04

04

0,4

1刀子

1般具

鉄筵快

ヨJta熊 |

刀子

釘

刀子

7J子

刀子

刀子

刀子

キセル (本質罰

銅鏡

「銅銭

競  
―

銅銭

織

S101

S109

SIQ7

S109

S109

S126

S126

S126

S126B

S126B

Si30

SK02

SK02

SK02

SK02

SK02

S109代いこ

申履

申層

1繭

貼床中

晴床中

土層

JL』四

i播

釘

上履

ピット
「

優+

埋土

埋土

選土

埋上

埋土

I層 (検出中)

鉢 質)

聖宋死皇

不明

不明

利

永薬銭

第13表 堰向Ⅱ遺跡石器観察表

四

断

脱

的

帥

盟
一
四

朗

競

的

醐

疇

砥石

聴

有猛石製品

砥石

囁石

スクレイバエ

剥片

スクレイバi

Rフ レーク

石匙

Slllt

S103

S103

Sl10

S120

SB03

SK06.

SK"
SK09

SK00

S003

1310

て
'.め019D

I⊂め

,■9

12,4

44

ap

30

4.3

57

床面

北東区 上唐

朦 区 班

‐緒

―措

北東カ ド 下屋注

上層 ―措

上層

上層

朗

埋土中

往D     99
(■の     6.1

●212)   40
■0      1.4

912     ,,1
6.5      2.7

211      018

62         1.6

410         018

42     019
3.4         0.3
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第14表 堰向Ⅱ遺跡 Ph観察表

グチしド 1番号  | ■|1色弱■■

A区   1  10YR3/3暗褐

A区   2  10YR3/3暗 褐

A区   3  10YR2/2黒 褐

A区   4  10YR3/3暗 掲

A区   5  10YR2/2黒 褐

A区   6  10YR3/1黒 褐

A区   6  1:10YR2/2黒 褐

2:10YR3/1黒 褐

A区   7  10YR2/2黒 褐

A区   8  10YR3/3暗 褐

A区   9  10YR3/3暗 掲

A区   10  1:10YR2/2黒 褐

2:10YR3/1黒 褐

A区   11  1:10YR2/2黒 褐

2:10YR3/1黒 褐

A区   12  10YR2/2黒 褐

A区   13  10YR3/3暗 褐

A区   14  1:10YR3/1黒 掲

2:10YR3/3暗 褐

A区   15  10YR2/2黒 褐

A区   16  10YR2/2黒 褐

A区   17  10YR3/3暗 掲

A区   18  10YR2/2黒 褐

A区   19  1:10YR3/3暗 褐

2 1 10YR3/3暗 褐

A区   20  10YR2/2黒 褐

A区   21  10YR2/2黒 褐

A区   22  1:10YR3/1黒 褐

2110YR76褐

A区   23  1:10YR3/1黒 掲

2:10YR74褐

A区   24  10YR3/3暗 褐

10YR2/2黒掲

A区   26  10YR3/3暗 褐

A区   27  10YR3/3暗 掲

28  10YR2/2黒褐

29  10YR2/2黒 褐

30  10YR2/2黒褐

B区   31  10YR3/3暗 褐

B区   32  1:10YR71褐 灰

2:10YR4/1褐 灰

B区   33  1:10YR2/3黒 褐

2:10YR2/3黒 褐

3:10YR2/3黒 褐

B区   34  10YR3/3暗 褐

B区   35  10YR3/1黒 褐

B区   36  1:10YR2/3黒 褐

2:10YR2/3黒 褐

B区   37  10YR3/1黒 褐

B区   38  10YR3/3暗 褐

B区   39  10YR3/3暗 褐

B区   40  10YR3/3暗 褐

B区   41  10YR3/1黒 褐

B区   42  10YR3/3暗 褐

B区   43  10YR3/3暗 褐

B区   44  10YR3/3暗 褐

B区   45  10YR3/1黒 褐

主4■■準世 ||■本り | ■■ |■ ■||1撮入物■■ |■ ■■

粘質土  中   中  黄褐色土プロック含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロック含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

粘質土  中   中  責褐色土ブロック含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

粘質土  中  やや弱 黄褐色土プロック少量含む

粘質土 やや強 やや強 責褐色土プロック多量含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土粒・ 炭イと物少最含む

粘質土 やや強 やや弱 黄褐色土プロック多量含み、焼土粒少量含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロック多量含む

粘質土  中  やや弱 黄掲色土プロック少量含む

粘質土 やや強 やや強 責褐色土ブロック多畳含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロック多量含む

砂質土 やや弱  中  黄褐色土プロック少量含む

砂質土 やや弱 やや弱

粘質上  中   中  黄褐色土粒を含む

砂質土 やや弱 やや強 黄褐色土プロック多量含む

粘質上  中  やや強 黄褐色土プロック多量含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロック含む

砂質上 やや弱  中  黄褐色土プロック少量含む

粘質土  中  やや強 焼土ブロック多量含む

粘質土  中   中

粘質土  中  やや弱

粘質土  中   中

ンル ト やや弱  中  黄褐色土ブロック少量含む

砂質土 やや弱  中  暗褐色土プロック少量含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プロック少量含む

砂質土 やや弱  中  黄褐色土ブロック少量含む

粘質土  中   中

粘質土  中   中  黄褐色土ブロック少量含む

粘質土  中   中

粘質土  中   中

粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

粘質土  中   中  黄褐色土ブロック少曇含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

粘質上  中   中

砂質土 やや弱 やや弱

砂質土 やや弱  中  黄褐色土プロック含む

砂質土 やや弱 やや弱

砂質土 やや弱  中  責褐色砂質土プロック少量含む

砂質上  中  やや弱 責褐色砂質土多量含む

粘質土  中  やや強 責褐色土プロック少量含む

粘質土  中   中  黄褐色土プコックを多量含む

砂質土 やや弱 やや弱

砂質土 やや弱  中  黄褐色土プロック多量含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

粘質土  中  やや強 黄褐色土ブロック少量含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む

粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む

粘質土  中  やや強 黄褐色上プロック少量含む

砂質土  中  やや弱 黄掲色90%に黒褐色 10%の まざ り

翔強(ⅢⅢ〉療韓(lm)深
―
■(Ⅲ )

26      26      24

32      22      17

22      20     186

28      25      28

46      32     188

68      58     31 8

44      44     436

58      54     295

62      58      45

72      60      37

44      44     436

46      42     345

58      48     405

38      36     362

68      64     41 3

43      42     346

40      40     279

48      44     163

22      21     162

50      46     205

(62)     52      30

30      24     296

44      42     255

32      30      32

26      22     162

28      26     235

24    (14)    294

36      28     672

34      20     562

36      36     237

(22)     16     282

30      24     345

33      28      52

36      28     781

28      24      29

93      28     324

32      28     423

56      50     231

27      24     162

20      20     225

26      24      40

24      22     267

32      30     373

24      22     213

40      32

36      32      65

嫌考
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グリッド 番号

B区   46

B区   47

B区   47

B区   48

B区   49

B区   50

B区   51

B区   52

B区   53

B区   54

B区   55

B区   56

B区   57

B区   58

B区   59

B区   60

B区   61

B区   62

B区   63

B区   64

B区   65

8区   66

B区   67

B区   63

B区   69

8区   70

日区   71

B区   72

B区   73

B区   74

B区   75

8区   76

B区   7フ

B区   78

B区   79

8区   30

B区   81

B区   82

B区   83

8区   84

B区   85

B区   86

B区   87

B区   88

B匡   89

B区   90

B区   91

10YR3/1黒褐

10YR3/3暗褐

10YR3/3暗褐

10YR4/1褐灰

10YR4/1褐灰

10YR4/1褐灰

10YR3/1黒褐

10YR3/1黒褐

色調     土質  粘性 しまり           混入物

10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  責褐色土フロックを多量含む

10YR4/1掲灰 粘質土  やや強  中  黄褐色土ブ ロックを多量含む

1:10YR2/3黒褐   砂質土  やや弱  弱  黄褐色砂質土プロック少量含む

2:10YR2/3黒 褐   砂質土  やや弱  弱  黄褐色砂質土ブロック少量含む

3:10YR2/3黒 褐   砂質土  やや弱  中  黄褐色砂質土多量含む

10YR3/3暗褐    粘質土  中  やや強 黄掲色土プロック少量含む

1:10YR2/2黒褐   粘質土  中  やや弱

2:10YR2/2黒褐   粘質土  中   中  黄褐色砂質土プロック多量含む

1:10YR2/2黒褐   粘質土  中  やや弱

2:10YR2/2黒褐   粘質土  中   中  黄褐色砂質土プロック多量含む

10YR2/2黒褐    粘質土  中   中

10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄褐色土ブロックを多最含む

10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄褐色土ブロックを多量含む

1:10YR2/2黒褐   粘質土  中   中  黄掲色砂質土プロック少量含む、炭化物少

2:10YR2/2黒褐   粘質土  中  やや強 黄褐色砂質土ブロック含む、炭イと物少

3:10YR2/2黒褐   粘質土  中  やや弱 責褐色砂質土多量含む

長軸 (cm)短 軸 (om)深 さ(cm)

30      26     447

42      36     521

62      40     402

34      32     386

24      22     399

32      30     594

22      19      21

36      26     227

30      28     332

46      42     587

26      26     224

30      28     296

40      26     442

34      30     623

58      46      56

38     (20)    299

(80)    56     643

30      18     31 1

34      22     421

34      26     296

34      32     346

(68)    50     171

24      20     192

30      24     335

43      41     479

48      42     575

32      28     458

(50)    40     767

40      28     796

(50)    46     668

26      26     351

(22)     16     175

32      26     308

22      20     342

26      24      26

(32)  24   16

28      21     277

38      36     379

22      22     31 5

62      58      43

34      28     282

28      22     427

44      42     681

46      32     501

(68)    64     401

62      42     652

68      54     757

備考

10YR4/1褐灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土ブロックを多量含む

10YR3/1黒褐 粘質土  中   中  黄掲色土プロックを多量含む

10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄掲色土プ ロックを多量含む

10YR3/1黒褐    粘質土   中   中  黄褐色土プロックを多量含む

10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

10YR3/3暗褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土ブロック少量含む

10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

10YR3/3暗掲    粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む

10YR3/3暗掲    粘質土  中   中

10YR3/3暗褐    粘質土  中   中

10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多最含む

10YR3/3暗褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む

10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

10YR4/1褐灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土ブロック多量含む

10YR3/3暗褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土ブロック少量含む

1:10YR3/1黒褐   粘質土  中   中  黄褐色砂質土ブロック少量含曇 焼土粒少、炭化物少

2:10YR2/3黒褐   砂質土 やや弱  弱  黄褐色砂質土ブロック少量含む

3:10YR5/6暗褐   砂質土 やや弱  強  黒褐色砂質土プロック少最含む

10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

10YR3/1黒褐    砂質土  中  やや弱 黄褐色90%に黒褐色10%の まざり

10YR3/3暗褐    粘質土  中   中

10YR2/2黒褐    砂質土 やや弱 やや弱 黄褐色砂質土プロック少量含む

10YR3/3暗褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む

10YR2/3黒褐    砂質土 やや弱 やや強

10YR2/3黒褐    砂質土 やや弱 やや弱 黄褐色土ブロック・炭化物少量含む

粘質土   中   中  黄褐色土プロックを多最含む

粘質土   中  やや強 黄褐色土プロック少量含む

粘質土  中  やや強 黄褐色土フ ロック少量含む

粘質土  やや強  中  黄褐色土ブロック多量含む

粘質土  やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

粘質土  やや強  中  黄褐色土ブロックを多量含む

粘質土   中   中  黄褐色土プロックを多量含む

粘質土   中   中  黄褐色土ヴ ロックを多量含む

10YR4/3にぶい黄褐  シル ト  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

10YR2/2黒掲    砂質土 やや弱  中  黄褐色砂質土プロック含む

,OYR3/3暗褐    砂質土 やや弱 やや弱 黄褐色砂質土プロック含む

10YR4/1褐灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土ブロックを多量含む

1:10YR3/3暗褐   粘質土  中   中  責褐色砂質土ブロック含む、黒撮色猫質土ブロック少量含む

21 10YR3/3暗褐   粘質土  中   中  黄褐色砂質土ブロック少量含む

3:10YR3/3暗褐   粘質土  中   強  黄褐色砂質土プロック多最含む

-359-―



グリ,ド 1番号

B区   92

B区   93

B区   94

8区   95

8区   96

B区   97

B区   98

B区   99

B区   100

B区   101

日区   102

B区   103

104

B区   105

B区   106

B区   107

B区   108

B区   109

8区   110

B区   111

B区   112

8区   113

8区   114

8区   115

8区   116

B区   117

B区   118

B区   119

B区   120

B区   121

B区   122

B区   123

B区   124

B区   125

B区   126

B区   127

B区   128

B区   129

B区   130

B区   131

B区   132

B区   133

B区    134

|―  |■筆欝|■
―
|1主要■1格性 ||▼ キ,|||||■ ||||■拝入娑■

10YR4/1褐 灰    砂質土 やや強 やや強 黄褐色土ブロック含む

10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土ブロック少量含む

10YR3/3暗 褐    粘質土  中   中

10YR3/3暗 褐    粘質土  中   中

1:10YR3/3暗 褐   粘質土  中   中

2:10YR3/3暗 掲   粘質土  中  やや強

3:10YR5/6責 掲   砂質土 やや弱  強  暗褐色土プロック少量含む

10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土ブロックを多量含む

10YR3/2黒 褐    砂質土 やや弱 やや弱 黄褐色土プロック含む

10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土ブロックを多量含む

1:10YR2/2黒 褐  粘質土  中   中  黄褐色土ブロック少量含む

2:10YR2/2黒 褐  粘質土  中   強  黄褐色土ブロック多量含む

10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

t i10YR2/2黒 褐   粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

2:10YR2/2黒 褐   粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック含む

10YR4/3に ぶい黄褐 ンル ト  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

1:10YR3/1黒 褐   粘質土  中  やや弱 焼土粒少量含む

2:10YRγ 2灰黄褐  粘質土  中   中  黄褐色土プロック多量含む

3:10YR3/1黒 褐   粘質土  中   中  責褐色土粒少量含む

10YR2/2黒 掲    砂質土 やや弱  中  黄褐色砂質土プロック少量含む

10YR3/3暗 褐    砂質土 やや弱 やや弱 黄褐色砂質上プロック含む

1:10YR3/3暗 褐  粘質土  中   中

2:10YR3/3暗 掲   粘質土  中  やや強 黄褐色砂質土含む

10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む

10YR4/3にぷい黄褐  ンル ト  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや強 黄掲色土プロック少量含む

10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄掲色土プロックを多量含む

10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

1:10Y2/3黒褐   砂質土  弱  やや弱 黄褐色砂質土プロック少量含む

2:10YR2/3黒 褐  砂質土  弱   中  黄褐色砂質土プロック多量含む

1:10YR3/1黒 褐   粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック極少量含む

2:10YR4/2灰 黄褐  粘質土  中   中  黄褐色上プロック多量含む

10YR4/2灰 黄褐   粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック多量含む

10YR3/1黒 掲    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多畳含む

10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

1:10YR2/3黒 褐   粘質土  中   中

2:10YR2/3黒 褐   粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック含む

3:10YR2/3黒 褐   粘質土 やや弱  強  責褐色土プロック多量含む

10YR71褐灰    粘質土  中   中

1:10YR3/1黒褐   粘質土  中  やや弱

2:10YR3/1黒 掲   粘質土  中  やや強 黄褐色砂質土プロック含む

10YR3/3暗 掲    粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む

10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

1:10YR2/2黒 褐   砂質土 やや弱 やや弱

2 1 10YR2/2黒 褐   砂質土 やや弱  中  黄褐色砂質土プロック含む

10YR2/2黒 掲    砂質土 やや弱  中  黄褐色砂質土プロック多量含む

10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄掲色土プロックを多量含む

1:10YR4/1褐 灰   砂質土 やや弱 やや弱

2:10YR3/3暗 褐   砂質土 やや弱  中  黄褐色砂質土プロック少量含む

10YR2/2黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色砂質土プロック含む

10YR3/3暗 褐    砂質土 やや弱  中  黄褐色砂質土多量含む

10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多遺含む

10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

1:10YR3/1黒褐   粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

纂鑢 (oめ策訥(ln)深さ0お)

40      36     424

46      38     583

35      34     366

30      24     235

54      44     759

34     (28)    254

(58)     54     605

26      24     388

38      34     51 6

32      26     31 6

(58)    48     485

32      26     556

72      52      75

36      33     468

26      24      26

32      28     477

34      28     532

30      28     427

40      36     344

32      20     567

48      40     462

26     (20)    32

52      43     489

(40)    36     613

30      24     749

36      35      37

50      34      62

32      29     424

40      38     271

32      28     501

28      26     705

32      28     294

40      30      46

32      28     296

28      24     468

32      32     405

34      26     304

(22)     16     275

34      34     66

44      38     405

50      36     535

備考
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2:10YR3/1黒褐  砂質土  中  やや弱 黄褐色90%に黒褐色10%の まざり

,35 10YR3/3暗褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む

136 10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

137 10YR3/3暗褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土ブロック少量含む

138 10YR3/3暗褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土プロックを少量含む

139 1:10YR3/3暗 褐   粘質土  中  やや強 黄掲色土プロックを少量含む

2:10YR3/1黒褐   粘質土  中   中  黄褐色土ブロック・焼土粒少量含む

3:10YR3/1黒 褐  粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

140 10YR4/1褐灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土ブEッ クを多量含む

141  10YR2/2黒褐    粘質土  中   中

142 10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

143 10YR4/1褐灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

144 10YR4/1褐灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

145 10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

146 10YR3/3暗褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

147 10YR4/1褐灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

148 10YR4/1褐灰    粘質土 やや強  中  責褐色土プロックを多量含む

149 1:10YR3/3暗 褐   粘質土  中   中

2:10YR2/2黒褐   粘質土  中  やや弱

3:10YR2/2黒褐  粘質土  中  やや強 黄褐色土ブロック含む

B区   150 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  責褐色土プロック少量含む

B区   151  10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多畳含む

B区   152 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土ブロック少量含む

B区   153 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄掲色土プロックを多量含む

B区   154 10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

B区   155 1コ OYR3/1黒 褐  粘質土  中  やや弱 黄褐色土プロック極少量含む

2:10YR4/2灰黄褐  粘質土  中   中  黄掲色土プロック多量含む

B区   156 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土ブロックを多量含む

B区   157 1:10YR2/2黒 褐   粘質土  中   弱  黄褐色砂質土少量含む

2:10YR2/2黒褐   粘質土  中  やや弱 黄褐色砂質土含む

B区   158 10YR2/2黒 褐    粘質土  中  やや弱 黄褐色砂質土プロック少量含む

B区   159 10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む

B区   160 1:10YR3/1黒 褐   粘質土  中  やや弱 黄褐色砂質土プロック少量含む

2:10YR3/3暗掲   粘質土  中   弱

3:10YR3/3暗褐   粘質土  中   中  黄褐色砂質土プロック多量含む

B区   161  10YR3/2黒 褐    砂質土  中   中  黄褐色砂質土プロック少量含む

B区   162 10YR3/3暗 褐    砂質土 やや弱 やや強 黄褐色砂質土多量含む

B区   163 1:10YR3/3暗 褐   砂質土 やや弱 やや弱 責褐色砂質土少量含む

2:10YR3/3暗褐   砂質土 やや弱 やや強 黄褐色砂質土含む、炭化物少

B区   164 10YR4/3に ぶい黄褐  ンル ト  中   中  黄褐色上プロックを多量含む

B区   165 10YR4/3に ぶい黄褐  シル ト  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

B区   166 10YR4/1褐 灰    砂質土  中   中  黄褐色砂質土プロック少量含む

B区   167 10YR4/1褐 灰    砂質土  中   強  黄褐色砂質土プロック含む

B区   168 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

B区   169 10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

B区   170 10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

B区   171 10YR4/1褐 灰    粘質土  中  やや強 黄褐色砂質土多量含む

B区   172 10YR4/1褐 灰    粘質土  中   中  黄褐色砂質土少量含む

B区   173 10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

B区   174 10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや強 責褐色土プロック少量含む

B区   175 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土ブロックを多量含む

B区   176 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土ブロックを多量含む

B区   177 10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや強 黄掲色土プロック少量含む

B区   178 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄掲色土プロックを多量含む

B区   178 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  責褐色土ブロック少量含む

B区   179 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

B区   180 10YR3/1黒 褐    絡質土  中   中  責褐色土プロックを多量含む

長軸 (en)短 紬 (em〉深さ

“

議)

48      40     61 9

28      26     173

32      28     387

32      32     446

56      54     41 8

30      28     41 6

28      24      23

40      34      43

38      28     385

28      24     282

46      44     354

33      36     121

34      30      35

56      56     699

30      30     333

(24)     30     283

32      31     431

40      36     584

32      30     273

62      48     662

28      26     314

72      52     448

(36)    48     594

44      42      42

41      40     401

42      32     705

58      30

34      32

(43)    50

48      44

(36)    38

38      26

(43)    46

26      26

34      34

32      30

38      20

36      35

35      34

38      28

46      40

(34)    36

32      30

40      31

(50)    29

34      32

25      24

634

824

40

40

294

635

734

332

436

30

416

40

627

388

395

294

607

34

82

342

17

備考

B区

B区

B区

B区

B区

B区

B区

B区

B区

B区

B区

B区

B区

B区

B区
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グリット 番号

B区   181

B区   182

B区   183

B区   184

B区   185

B区   186

B区   187

B区   188

B区   189

B区   190

B区   191

B区   192

B区   193

B区   194

B区   195

B区   196

8区   197

8区   198

B区   199

8区   200

B区   201

B区   202

B区   203

B区  204

8区   205

B区  206

B区  207

B区  208

B区  209

B区  210

B区  211

B区  212

B区  213

B区  214

B区  215

B区  216

B区  217

B区  218

色調

10YR3/1黒 褐

10YR4/1褐 灰

10YR3/1黒 掲

1 1 10YR2/2黒 褐

2:10YR2/2黒 褐

1:10YR2/2黒 褐

2:10YR2/2黒 褐

1:10YR3/1黒褐

2:10YR3/1黒 褐

10YR4/1褐 灰

10YR3/1黒 褐

1:10YR4/1褐灰

2 1 10YR4/1褐 灰

3:10YR4/1掲 灰

1:10YR4/1褐 灰

2:10YR4/1褐 灰

10YR4/1褐 灰

1:10YR3/3暗 褐

2:10YR3/3暗 褐

10YR3/3暗 褐

10YR3/1黒 褐

10YR3/3暗 褐

10YR3/3暗 褐

10YR3/1黒 褐

10YR3/1黒 褐

10YR2/2黒 褐

10YR3/3暗 褐

1:10YR2/2黒褐

2:10YR2/2黒 褐

1 1 10YR3/1黒 褐

2:10YR3/1黒 褐

10YR4/1褐 灰

10YR4/1褐 灰

10YR3/1黒 褐

10YR4/1褐 灰

10YR4/1褐 灰

10YR4/1褐 灰

1:10YR3/2黒褐

2:10YR3/2黒 褐

10YR3/1黒 褐

1:10YR3/1黒褐

2:10YR4/2灰 黄褐

10YR4/1褐 灰

10YR4/1褐 灰

1:10YR2/2黒褐

2:10YR2/2黒 掲

1:10YR2/2黒褐

2:10YR2/2黒 褐

10YR4/1褐 灰

10YR3/1黒褐

1:OYR3/1黒 褐

2:10YR3/1黒 褐

3:10YR2/2黒 褐

1:10YR2/3黒褐

2:10YR2/3黒 褐

10YR4/1褐灰

10YR4/1褐 灰

長轍 (cm)短 軸(cm)深 さ(ca)

27      24     461

44      40     61 8

30      26     501

46      41     504

47      40     508

68      63     469

72      38     758

24      23     243

26      24     376

22      20      44

34      30     5,1

34      34     324

28      26

47      34

28      24

21     18

24      22

24      20

64      42

(32)    27

40      36

38      34

36      30

36      28

56      54

39      34

30      28

24      24

44      32

435

228

339

664

256

425

578

245

402

69

546

54

683

388

396

292

452

50      42     596

40      40     406

68      48     197

32      29     334

31      30      47

29      28     246

36      32     475

50      34     434

68      52      67

42      38     636

30      30     301

30      28      27

土質  粘性  しまり           混入物

粘質土  中   中  黄掲色土プロックを多量含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

砂質土 やや弱 やや強 黄褐色砂質土プロック多量含む

粘質土  中  やや弱

粘質土   中   強

粘質土  中   中

粘質土   中   強

砂質土 やや弱  中

砂質土 やや弱  強  黄褐色砂質土プロック多量含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

粘質土   中   中  黄褐色土プロックを多量含む

粘質土  中  やや弱

粘質土  中   中  黄掲色砂質土プロック含む

粘質土  中   中  黄褐色砂質土プロック少曇含む

粘質土  中  やや弱

粘質土  中   強  黄褐色砂質土プロック含む

粘質土  中   中  黄褐色砂質土プロック多量含む

砂質土  中   中  黄褐色砂質土プロック少曇含む

砂質土  中  やや強 黄褐色砂質土プロック多最含む

粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む

粘質上  中   中  黄褐色土プロック少量含む

粘質土  中  やや強 黄掲色土プロック少量含む

粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む

粘質土  中   中  黄褐色土ブロックを多量含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

砂質土 やや弱  強  黄掲色砂質土プ ロック含む

粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

砂質土 やや弱  弱

砂質土 やや弱  強  黄褐色砂質土ブ ロック多量含む

砂質土 やや弱  弱

砂質土 やや弱  中  黄褐色砂質土プ ロック多量含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土ブロックを多量含む

砂質土 やや弱  中  黄掲色砂質土プ ロック少量含む

砂質土 やや弱 やや強 黄掲色砂質土ブ ロック含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プ ロック多曇含む

粘質土 やや強 やや強 黄褐色土ブ ロック含む

粘質土 やや強 やや強 黄褐色土プ ロック含む

砂質土 やや弱  弱

砂質土  やや弱 やや強 黄褐色土プ ロック含む

粘質土  中   中  黄褐色土プ ロックを多量含む

砂質土 やや弱 やや強 黄褐色土プ ロック多量含む

粘質土 やや強 やや弱 黄褐色土ブ ロック含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

砂質土 やや弱  中

砂質土 やや弱  強  黄褐色土プロックを多最含む

砂質土 やや弱  弱

砂質土 やや弱 やや強 黄褐色土ブロック多量含む

粘質土 やや強 やや強 黄褐色土プロック含む

砂質土 やや弱  強  黄褐色土ブロック含む

砂質土 やや弱 やや強

砂質土 やや弱  強  黄褐色土プロックを多量含む

粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック含む

砂質土  中   中  黄掲色土少量含む

砂質土  中   強  黄褐色土フ ロック多量含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プ ロックを多量含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プ ロックを多量含む

備考

区
　
区
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グ,,ド 番号

B区  222

B区  223

B区  224

B区  225

B区   226

B区   227

B区   228

B区   229

B区   230

B区  231

8区   232

B区   233

B区   234

B区   235

B区   236

B区  23フ

B区  238

A区   239

B区  240

B区  241

B区  242

B区  243

B区  244

B区  245

B区  246

B区  24フ

B区  257

B区  258

B区   259

B区   260

B区   261

B区   262

B区  263

B区  264

|1色弱 |■ |■

10YR3/1黒 褐

10YR3/1黒 褐

10YR3/1黒 褐

1:10YR2/2黒褐

2:10YR2/2黒 褐

1:10YR2/2黒褐

2:10YR2/3黒 褐

1:10YR2/2黒褐

2:10YR2/3黒 褐

10YR3/3暗 褐

1:10YR2/3黒褐

2:10YR2/3黒 褐

10YR3/1黒 褐

1:10YR2/2黒褐

2:10YR2/3黒 褐

10YR4/3にぶい黄褐

10YR4/3にぷい黄褐

10YR3/3暗 褐

10YR4/1褐 灰

10YR4/1褐 灰

10YR4/1褐 灰

1:10YR2/3黒褐

2:10YR2/3黒 褐

10YR4/1褐 灰

1:10YR2/3黒褐

2:,OYR2/3黒 褐

10YR4/1褐 灰

10YR4/1褐 灰

10YR3/3暗 褐

10YR2/3黒 褐

10YR4/1褐 灰

1 110YR2/3黒褐

2:10YR2/3黒 褐

1:10YR2/3黒褐

2:10YR2/3黒 褐

3:10YR74褐

10YR4/1褐灰

10YR2/3黒褐

10YR4/1褐灰

1:10YR2/3黒褐

2:10YR2/3黒 褐

10YR4/1褐灰

10YR2/3黒 褐

10YR4/1褐 灰

10YR3/1黒 褐

1:10YR2/3黒褐

2:10YR2/3黒 褐

3:10YR2/3黒 褐

10YR71褐 灰

10YR4/1禍灰

10YR3/1黒褐

10YR3/1黒褐

10YR4/1褐灰

10YR3/3暗褐

10YR4/1褐灰

1:10YR2/3黒褐

2:10YR2/3黒 褐

長軸 (cIE'鶴 ( C m ) 深さ (oお )

30      26     222

30      28     96

32      30     298

26      24     297

30      28     338

26      26     31 7

52      38     254

32      23     623

32      30     364

35      24     283

34      26     397

22      22     199

32      28     193

24      22     289

38      38      55

(40)     34

34      30     382

28      26

50      42     322

38      30      71

42      28     281

(30)    (22)    234

36      34     392

28      25     266

50      46     354

34      30     481

36      30     171

32      25     347

32      22     267

33      28     746

30      26     315

48      36     358

32      24      17

27      22     671

48      44     468

30      28     293

32      30     265

32     (28)    45

34      34     591

48      40     522

28      26     548

38      30     687

43      33     381

土質― 1粘被 ||し表り 混入物

砂質土  中  やや強 黄褐色土プ ロック多量含む

砂質土 やや弱  中  黄褐色土プ ッロク含む

砂質土  中   中

粘質土  中   中

砂質土 やや弱  中  黄褐色土プ ロック含む

粘質土  中  やや弱

砂質土  弱   強

粘質土  中   中

砂質土 やや弱 やや強 黄褐色土ブロック多量含む

粘質土  中  やや強 黄褐色土ブロック少量含む

砂質土 やや弱  中

砂質土 やや弱 やや強 黄褐色土ブッロク多量含む

砂質土  中  やや強 黄褐色土ブッロク多量含む

粘質土  中   弱

砂質土 やや弱 やや強 黄褐色土プロック多量含む

シル ト  中   中  黄褐色土プ ロックを多量含む

シル ト  中   中  黄褐色土プ ロックを多量含む

粘質土  中  やや強 黄褐色土プ ロック少量含む

粘質土 やや強 やや強 黄褐色土ブ ロック含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

砂質土  中   中

砂質土  中   強  黄褐色土ブロック多量含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

砂質土 やや弱 やや弱

砂質土 やや弱 やや強 褐色土プロック多量含む

粘質土 やや強  中  責褐色土ブ ロックを多量含む

粘質土 やや強 やや強 黄褐色土プ ロック含む

砂質土  弱   弱

砂質土  弱   中  黄褐色土プ ロック含む

砂質土 やや強 やや強 黄褐色土プロック含む

砂質土 やや弱 やや弱

砂質土 やや弱 やや強 黄褐色土ブロック含む

砂質土  弱  やや弱

砂質土 やや弱  中  褐色土ブロック含む

砂質土 やや弱  中  黒褐色土プ ロック含む

粘質土 やや強 やや強 責褐色土プ ロック含む

砂質土  中  やや弱 黄褐色土プ ロック多量含む

粘質土 やや強 やや強 黄褐色土プロック含む

砂質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

砂質土  中   強  黄褐色土プロック多量含む

粘質土 やや強  中  黄掲色土プロックを多量含む

砂質土  やや弱  中  褐色土プロック少量含む

粘質土 やや強 やや強 黄褐色土プ ロック含む

粘質土  中   中  黄褐色土プ ロック少量含む

砂質土  中  やや弱 黄褐色土プ ロック多量含む

砂質土  中  やや弱

粘質土 やや強 やや強

粘質土 やや強 やや強 黄褐色土プロック含む

砂質土  中   中

砂質土 やや弱  中

粘質土  中   中  黄褐色土ブ ロック少量含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プ ロックを多量含む

粘質土  中  やや強 責褐色土プロック少量含む

粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

粘質土  中   中  褐色土プロック多量含む

粘質土  中   中

備考

区

区

区

区

区

区

区

区

区

―-363-―



″v,|1警 ,|||||■ ■鱒■ ||||■411114ttllし■ク■ |■ ||■ ■|■ ■■濠八物|   |■ |■ ■ ||1長軸(藝)短数(Ⅲ)雰さ tCn)

B区   265 10YR4/1褐 灰    粘質上 やや強  中  黄掲色土プロックを多量含む           45   41   56

B区   266 10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土ブロックを多量含む           86   34  507

8区   267 1:10YR3/2黒褐   粘質土  中   中                            48   46  391

2:10YR3/2黒 褐   粘質土  中   強  黄褐色土プロックを多量含む

B区   268 10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強 やや強 黄褐色土プロック含む              36   28   24

B区   269 1:10YR3/2黒褐  砂質土  中   弱                           32   32   47

2:10YR3/2黒 褐  砂質土 やや弱  中  責褐色土プロック含む

B区   270 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む             23   26  336

B区   271  10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強 やや強 黄褐色土プロック含む              30   26  194

B区   272 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄掲色土プロック少量含む            38   36  278

B区   273 10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強 やや強 黄褐色土ブロック含む              40   29  263

B区   274 10YR4/1掲 灰    粘質土 やや強 やや強 黄褐色土プロック含む              30   30  147

B区  275 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む             26   24  289

B区  276 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少豊含む            28   18  177

B区   277 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中                           26   20  315

B区   278 10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む            26   23  432

B区   279 1:10YR3/2黒褐   砂質土 やや弱  弱                            56   50  342

2:10YR3/2黒 褐  砂質土  中   強  黄褐色土プロック多量含む

B区  280 1:10YR3/2黒褐  砂質土  弱   弱                            41   38  366

2:10YR3/2黒 褐  砂質土  中  やや強 黄褐色土プロック含む

B区   281  1:10YR3/1黒褐  砂質土  中   中  黄褐色土プロック多量含む            42   38  437

2:10YR5/6黄 褐   砂   弱   中

3:10YR3/2黒 褐   砂質土 やや弱 やや弱

B区   282 1:10YR3/2黒 褐   砂質土 やや弱 やや弱                           51   40  332

2:10YR3/2黒褐   砂質土  中  やや強 黄褐色土プロックを多量含む

3:10YR3/2黒 褐   砂質土  中   強  責褐色土ブロックを多量含む、黒掲色プロック少量含む

B区   283 10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強 やや強 黄褐色土プロック含む              37   32

B区   284 10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中                            44   34  206

B区   285 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土ブロック少量含む            24   24   28

B区  286 1:10YR3/1黒 褐  粘質土 やや強 やや強 黄褐色粒を含む                  34   32  231

2:10YR3/4暗褐   粘質土 やや強 やや強 黒褐色土プロックを少量含有

B区  287 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック・焼土粒少最含む         26   24   38

8区  288 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む            43   42  206

日区  289 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む            34   26  183

B区   290 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む             38   27  187

B区   291  10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む             32   28  111

8区   292 10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少畳含む             52   42   69

B区  293 10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む             50   48  271

B区  294 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  責褐色土プロック少量含む             36   34  139

8区  295 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む            28   28  107

B区  296 10YR4/1褐 灰    砂質土 やや強  中  黄褐色上プロック少量含む             26   26   25

B区  297 10YR4/1褐 灰    砂質土 やや強  中  褐色プロック少量含む              36   30   20

B区   298 10YR4/1褐 灰    砂質土 やや強  中  責褐色土プロック少量含む            26   24  218

B区   299 10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強 やや強 黄褐色土プロック含む              40   38  244

B区   300 1:10YR2/3黒 掲  砂質土  弱   中                            34   26  495

2:10YR4/4褐     砂   弱  やや強 責褐色土ブロック少量含む、黒褐色ブロック含む

B区  301  1:10YR2/2黒掲  粘質土  中  やや弱 黄褐色土少量含む                 40   34   29

B区     2:10YR2/3黒 褐  粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

B区  302 1コ OYR2/2黒 禍  粘質土  中  やや弱 黄褐色土少量含む                 35   32  318

2:10YR2/3黒褐  粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

B区  303 1:10YR2/2黒 褐  粘質土  中  やや弱 黄掲色土少量含む                28   26  325

2:10YR2/3黒褐  粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

B区   304 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む             30   24  103

B区  305 10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック少量含む             35   34  166

B区  306 1:10YR3/1黒 褐   粘質土 やや強 やや強 黄褐色粒を含む                  32   31  229

2:10YR3/4暗掲   粘質土 やや強 やや強 黒褐色土ブロックを少量含有

B区  307 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む             36   32  366

備考
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B区   308 10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

B区   309 10YR3/3暗掲    粘質土  中  やや強 黄褐色土ブロック少量含む

B区   310 10YR3/1黒褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

C区  311  10YR3/3暗褐    粘質土  中   中  黄褐色土ブロック少量含む

C区  312 10YR3/3暗褐    粘質土  中   中  黄褐色土ブロック少量含む

C区  313 1:10YR3/3暗褐   粘質土  中  やや弱

2:10YR3/3暗 褐   粘質土  中   中  黄褐色土プロック含む

314 10YR4/1褐 灰    粘質土 やや強  中  黄褐色土プロックを多量含む

315 10YR3/1黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロックを多量含む

316 10YR2/2黒 褐    粘質土  中  やや強 黄掲色土プロック少量含む

317 10YR2/2黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック含む

318 1:10YR2/2黒 褐  粘質土  中   中

2:10YR2/2黒 褐   粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック含む

319 10YR5/4に ふい黄掲 粘質土  中   中  暗褐色土ブロック含む

320 1 1 10YR3/1黒褐   粘質土 やや強  中  黄褐色土ブロック多量含む

2:10YR3/1黒 褐   粘質土 やや強  中  黄褐色土プロック少量含む

321  10YR3/3暗 褐    粘質土 やや強 やや強 黄褐色土プロック多量含む

322 1:10YR3/3暗 褐  砂質土 やや弱  中

2:10YR3/3暗 褐  粘質土  中   中  黄褐色土プロック含む

323 1:10YR3/3暗 褐  粘質土  中  やや弱

2:10YR2/3黒 褐   粘質土  中  やや弱

3 1 10YR2/3黒 褐   粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

324 1:10YR2/2黒 褐   粘質土  中  やや弱 黄褐色土プロック少量含む

2:10YR2/2黒 褐   粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック含む

C区  325  1:10YR3/3暗褐   粘質土  中   中

2:10YR3/3暗 褐  粘質土  中   中  黄褐色土ブロック含む

C区   326 10YR3/3暗 褐    粘質土  中   中

C区   327 10YR2/2黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

C区  328 10YR2/2黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック含む

C区   329 10YR3/3暗 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

C区   330 1:10YR4/1褐灰  粘質土  中   中

2:10YR4/1褐 灰   粘質土  中   強  責褐色土プロック多量含む

C区   331  10YR2/2黒 褐    粘質土  中   中

C区  332  1:10YR2/2黒褐  粘質土  中   中

2:10YR2/2黒 褐  粘質土  中  やや強 黄褐色土プロック含む

333 10YR2/2黒 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック含む

334 1:10YR2/2黒 褐   粘質土  中   中

曇類KOn〉療機(cnl翠挙(韓 )

32      28     128

30      25     268

34     (24)    268

30      28      16

60      52     308

32      31     203

40      38     504

30      22     309

40      34     306

34      30      21

26      24     21 5

44     (18)    122

30      24     366

50      40     207

62      52      29

56      52     285

26      24      31

26      24     138

24      24     258

46     (32)    21 2

26      24     252

30      30      46

37     (26)    248

39      30      16

27      26     167

32      30     163

40      36     142

27      26     127

49      38     245

40      35      15

28      26     132

22      20     114

22      20     235

32      30     104

32      29     189

32      32      24

74      66      29

90      64      22

80     (70)    1131

74      70     1129

懐碁

B区

B区

C区

C区

C区

C区

C区

C区

C区

C区

C区

C区

2:10YR2/2黒 褐   粘質土  中  やや強 黄褐色土ブロック含む

C区  335 10YR2/2黒 褐    粘質土  中   中

C区  336 10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや弱

C区  337 1:10YR2/2黒褐  粘質土  中   中  責褐色土プロック少量含む

2:10YR3/3暗 褐  粘質土  中  やや強 黄掲色土ブロック含み、黒褐色土プロック少量含む

C区   338 10YR3/3暗 褐    粘質土  中   中

C区   339 10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや弱

C区   340 10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや弱

C区   341  10YR2/2黒 褐    粘質土  中   中

C区   342 10YR3/3暗 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

C区  343 10YR3/3暗 褐    粘質土  中  やや強 黄褐色土プロックを多量含む

C区  344 10YR3/3暗 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む

C区   345 1:10YR4/1褐 灰   粘質土  中   中

2:10YR2/2黒 褐  粘質土  中   中

C区   346 10YR2/2黒 褐    粘質土  中  やや強 黄褐色プロック少最含む

C区  347 1:10YR2/2黒褐  粘質土  中   中

2:10YR3/2黒 褐  粘質土  中   中

3:10YR3/4暗 褐   粘質土  中  やや弱 黄褐色土プロック含み、黒褐色土プロック・粗嘘 含む

C区   348 1:10YR2/2黒褐   粘質土  中   中

2:10YR3/2黒 褐  粘質土  中  やや弱

3 1 10YR3/4暗 褐  粘質土 やや弱 やや弱 黄褐色土プロック・粗砂含む

C区   349 10YR3/3暗 褐    粘質土  中   中  黄褐色土プロック少量含む
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写真図版 2
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西川目遺跡 A区 (南から)



写真図版 3
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西川目遺跡 B区



写真図版 4
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1.基本土層

2.作業風景



1.A区調査前状況

2.B区北調査前状況

3.B区南調査前状況

写真図版 5
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写真図版 6

1,S101完掘状況

2.S101南 北上層断面

3.S101東 西土層断面
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写真図版 7

1,S103完掘状況

2.S103東 西土層断面

3.S103南 北上層断面
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写真図版 8
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1,S103カ マ ド完掘状況

2.S103カ マ ド上層断面

3,S103掘 りかた



1.S104完掘状況

2,S104東 西土層断面

3.S104南 北上層断面

断面左側は、 トレンチによ

り削平

|1辞|
Ⅲ ェ■ |

す持|

写真図版 9
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写真図版 10
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1.S104カ マ ド検出状況

2.S104旧 カマ ド完掘

状況

3.S104遺 物出土状況



1.S105完掘状況

2,S105東 西上層断面

3,S105南 北上層断面

・ギ 子1笠

写真図版 11
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写真図版 12
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1.S107完掘状況

2,S107南 北上層断面

■
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とい林utⅢF聯
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TIVi… 「サ“4や  3.S107東西土層断面



1,S107ビ ッ ト 1

2.S107ピ ッ ト2

3.S107カ マ ド周辺遺物

出土状況

写真図版 13
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写真図版14
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1.S107カ マ ド完掘状況

2.S107カ マ ド土層断面

3.S107カ マ ド袖断ち

割 り



1,S109完掘状況

2.S109土 層断面

3.S109遺 物出土状況
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写真図版16
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1,S110完掘状況

黎 2.S110土層断面

3.S110カ マ ド完掘状況



1,S110カ マ ド上層断面

(南北 )

2.S110カ マ ド土層断面

(東西)

3.S110カ マ ド袖断ち割 り

状況
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写真図版 17
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写真図版 18
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1,S110旧 カマ ド

2.S110旧 カマ ド土層

断面

3,S110カ マ ド遺物出土

状況



写真図版 19
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写真図版20
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1.SB02完掘状況

2.SB02柱配置状況

3.SB02整地層断面



1,SB02柱穴断面 (1)

2。 SB02柱 穴断面 (2)

3.SB02柱穴断面 (3)
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写真図版21
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写真図版22
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1.SB01完掘状況

2.SB03完掘状況

3.SB04・ 05・ 06完掘

状況



1.SE01完掘状況

2。 SE01土 層断面

3.SE02完掘状況

写真図版23
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写真図版24
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1.近世墓群

2,SZ01完掘状況

3.SZ01土層断面



1.SZ02・ 03棺検出状況

2.SZ02・ 031屈 りかた

3.SZ03遺物出上状況
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1.SZ02土層断面

2.SZ02遺物出土状況

3.SZ03棺検出状況

(天板除去後)



1.SZ04棺 検出状況①

2.SZ04棺検出状況②

(天板除去後)

3.SZ04 tFHり かた
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写真図版28

西
川
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1.SZ05棺 検出状況①

2.SZ05棺検出状況②

(天板除去後)

1 3。 SZ05遺物出土状況



1.SZ05土層断面

2.SZ05掘 りかた

3.近世墓群完掘状況
棺を壊しながら重複する
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1,SZ06棺 検出状況①

2.SZ06棺検出状況②

(天板除去後)

3.SZ06土層断面



1.SZ07棺 検出状況①

2.SZ07棺検出状況②

(天板除去後)

3,SZ07土層断面
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写真図版32

西
川
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1.SZ09棺 検出状況①

2.SZ09棺検出状況②

(天板除去後)

3,SZ07・ 09検出状況
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A区水田跡 (SF01)
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西
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1.A区 水田跡 (SF01)

2.A区水田跡断面



写真図版35

堰
向
Ⅱ
遺
跡

1.堰向Ⅲ遺跡遠景 (東南から)

堰向Ⅱ遺跡遠景 (南西から)遠 くに北上)が見える
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A区全景 (西か ら)
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向
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B区全景 (北から)
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C区全景 (北か ら)



1.B区調査前状況①

2.B区調査前状況②

3.C区調査前状況
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写真図版40

堰
向
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遺
跡

1.S101完掘状況

2,S101土 層断面

3.S101カ マ ド
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1,S102完掘状況

2.S103完 掘状況

3.S103土 層断面

写真図版41

堰
向
Ⅱ
遺
跡



1.S103カ マド①

2.S103カ マド②

3.S103カ マ ド土層断面
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1.S103B完掘状況①

2.S103B完 掘状況②

3.S103旧 カマ ド断面
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1.S104完掘状況

2.S104東 西土層断面

3.S104南 北上層断面



1.S105完掘状況

2.S105東 西土層断面

3.S105南 北上層断面
踵

=二

|ュ
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向
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1.S105カ マド完掘状況

①

2,S105カ マド完掘状況

②

3.S105カ マ ド土層断面



1.S105+日 カマ ド

2.S106完 掘状況

3.S106土 層断面
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堰
向
Ⅱ
遺
跡

写真図版48

鰈 革 、

1.S107完掘状況

2.S107東 西土層断面

3.S107南 北上層断面



1,S103完掘状況

2.S108土 層断面

3。 S108掘 りかた
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写真図版50
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1.S108カ マ ド完掘状況

2.S108カ マ ド土層断面

3。 S108カ マ ド袖断ち

害1り



1.S109完掘状況

2.S109土 層断面

3.S109掘 りかた
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1,S109カ マ ド完掘状況

2,S109土 層断面

3.S109カ マ ド袖断ち

割 り
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1.Sl10完掘状況

2.A区東検出状況

3.S111検 出状況
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跡
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1.S111完掘状況

2.S111土 層断面①

(東西)

3.S111土 層断面②

(南北 )



1.S111カ マ ド完掘状況

2.S111カ マド土層断面

①

3.Sll lカ マド土層断面

②
酔 :ゴ
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1.S111カ マ ド袖断ち割

り

2.S111掘 りかた①

3.S111掘 りかた②



1.Sl1 2完掘状況

2.S112土 層断面

3.SH2カ マ ド
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1.S113完掘状況

2.S113土 層断面

3.S113掘 りかた



1,S114完掘状況

2.S114土 層断面

3.S114遣 物出土状況
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写真図版60

堰
向
Ⅱ
遺
跡

1.S115完掘状況

2。 S115上層断面 (南北)

3.S115土 層断面 (東西)軍一■
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1.S116・ 17完掘状況

2.S116・ 17土層断面

(東西)

3.S116・ 17土層断面

(南北)
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写真図版62

1.S118検 出状況

2,S118完 掘状況

3,S118土 層断面

堰
向
Ⅱ
遺
跡

鞘一一一一一一船

■
ｔ
，″
■
一

言

′一
と
一．̈エ

・い
　

フ́
´

一
■
予
！



写真図版63

1。 S118遺物出土状況①

2.S118遺 物出土状況②

(東から)

3.S118遺 物出土状況③
(北から)
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写真図版64
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1.炭化材出土状況

2.長顕瓶出上状況

3.須恵器大甕出土状況
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1,S119完掘状況

2.S119上層断面 (南北)

3.S119土 層断面 (東西)
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写真図版66
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1.S120検 出状況

2。 S120完掘状況

3.S120土 層断面



1,S120カ マ ド

2.S120カ マ ド土層断面

3.S120カ マ ド煙道断面
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写真図版68
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向
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1.S120遺物出土状況

2.S120掘 りかた①

3,S120掘 りかた②



1.S121完掘状況

2.S121土 層断面 (東西)

3.S121土 層断面 (南北)
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写真図版70
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1.S121掘 りかた

2.S121炉 跡検出状況

3.S121炉 跡完掘状況



1.S122完掘状況

2.S122土 層断面

3.S122掘 りかた
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写真図版72
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1.S122カ マ ド完掘状況

2.S122カ マ ド土層断面

(東西)

3.S122カ マ ド土層断面

(南北)



1.S123完掘状況

2.S124完 掘状況

3.S124土 層断面
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写真図版74
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1.S125完掘状況

2.S125土 層断面

3.S125掘 りかた



1.S125カ マ ド

2.S125カ マ ド煙道

3.S125カ マ ド上層断面
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写真図版76
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1,S126検 出状況

2.S126完 掘状況

3.S126掘 りかた



1.S126土層断面①

2.S126土 層断面②

3.S126上 層断面③
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写真図版78
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1.S126カ マ ド

2.S126カ マ ド断ち割 り

3.S126旧 カマ ド



1.S126B完掘状況

2.S126B土 層断面

3.S126B掘 りかた
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写真図版80
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1.S126B遺物出土状況

①

2.S126B遺 物出土状況

②

3.S126Bナ ベ出土状況



1。 S127完掘状況

2.S127土 層断面

3.S127B完 掘状況
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写真図版82
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1。 S128完掘状況

2,S128上 層断面

3.S128掘 りかた



1.S128カ マド①
支脚が 2ケ所ある

こつ掛げ用のカマ ド

2.S128カ マド②

3.S128カ マ ド袖断ち

害Jり
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写真図版84
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1.S129完掘状況

2.S129掘 りかた

3.S130完 掘状況



写真図版85

1.S130カ マ ド完掘状況

2.Si30カ マ ド土層断面

3.S139完 掘状況
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写真図版86
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1.S138完掘状況

2.Si38カ マ ド土層断面

3.Si39完 掘状況
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1.SE01完掘状況

2.SE01土層断面

3.SE02完掘状況
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1.SB01完掘状況

2.SB02完掘状況

3.SB03完掘状況



1.SD01・ 02完掘状況

2.SD03完 掘状況

3.SD04完 掘状況
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1.SD05土 層断面

2.SD06土層断面

3.SD07・ 08完掘状況



1.SK04上層断面

2.SK04下 層遺物出土

状況

3.SK04上 層遺物出土

状況
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1.SK20土層断面

2.SK27遺 物出土状況

3.SK29完 掘状況
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1.D区南全景 (南から)
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2.D区北全景 (北から)
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S101出土上器①
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S102出土土器
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S105出土土器②
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S107出土土器
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S110出土土器
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SZ03出上棺材



写真図版106

西
川
目
遺
跡

SZ04出土棺材
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SZ05出土棺材
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SZ06出土棺材
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SZ07出土棺材
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SZ09出土棺材
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S101出土土器
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S104005出土土器
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S118・ S119出土土器③
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S118出土土器④
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S120・ 21出土土器
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S122・ 23・ 24・ 25出上土器
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S126出土土器①
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S126出土土器②
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S126出上土器③
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S126出土土器④
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S126B出土上器①
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S126B出土土器②
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S126B出土土器③



写真図版133

堰
向
Ⅱ
遺
跡

775

777

780

S128出土土器①

788



写真図版134

堰
向
Ⅱ
遺
跡

789

S128出土土器②
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S129・ 30出土土器
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S133・ 35・ 39出土土器
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SK出土土器①



写真図版138

堰
向
Ⅱ
遺
跡

SK出土土器②
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SD04・ SE01・ 遺構外出土遺物
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遺構外出土遺物
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S121出土鍛造剥片・ 粒状滓類

出上鉄製品
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S126B出土陶硯
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おゝ りが な

所収遺跡名

おゝ り が な

所  在  地

コ ー  ド 】ヒ 糸革 東 経
調 査 期 間 調査面積 調 査 原 因

市町村 遺 跡 番 号

西川 目遺跡 北上市二子町

西川目66

03206 h/1E56-1101 39握霊

19分

5秒

141燿走

8分

2秒

2003.04,09

2003.0711

2,000rド 県営ほ場整備

事業

堰向Ⅱ遺跡 北上市二子町

南田 8

03206 �【E56-0189 39】霊

19う}

9秒

141】蓋

7分

57秒

2003.07.14

2003.11.03

3,200rド

所収遺跡名 種 別 時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

西川 目遺跡 集落跡 縄文時代

平安時代

江戸時代

竪穴住居跡   9
掘立柱建物跡  6
溝跡      5
土坑      5

水田跡     1
墓崚      10
ピット・柵跡

土師器

須恵器

縄文土器

鉄製品 (鉄滓 。鍛造剥

片を合む)

石器

土製品 (硯 。土錘など)

陶磁器 (近世 。古代緑

釉・灰釉陶器を合む)

平安時代の廂付建物跡や

総柱式建物跡が付随 した

大規模な集落跡。

硯や緑釉陶器などの遺物

が出土。

堰向Ⅱ遺跡 竪穴住居跡   46

掘立柱建物跡  3

溝跡      11
土坑      57
ピット

など
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相 原 康 二 副  所  長 平 野 允 苗

〔管理課〕

課    長

課 長 補 佐

主 任 主 査

〔調査第一課〕

課    長

課 長 補 佐

文化財専門員

文化財調査員

期限付調査員

三 浦 謙 一

高 橋 義 介

金 子 昭 彦

水 上 明 博

阿 部 勝 則

杉 沢 昭太郎

(柳之御所支援派遣)

溜   浩二郎

村 上   拓

戸 根 貴 之

八 木 勝 枝

丸 山 浩 治

米 田   寛

北 田   敦

島 原 弘 征

村 田   淳

石 崎 高 臣

立 花   裕

菅 野   梢

新井田 えり子

助

美

子

清

治

滋

橋

泉

藤

高

常

伊

託

〃
　
　
〃

吾

道

一
子

正

宏

賢

幸

澤

島

嶋

橋

田

韮

小

中

猿

〔調査第二課〕

課    長  佐々木 清 文

主幹兼課長補佐 中 川 重 紀

文化財専門員  小山内   透

(県教委研修派遣)

″    金 子 佐知子
″    濱 田  宏

″   羽 柴 直 人

文化財調査員  吉 田   充
〃    阿 部 徳 幸
〃    早 坂   淳
〃       /1ヽ  松  員U 也
〃   窓 岩 伸 吾
〃   亀 澤 盛 行
″   鈴 木 裕 明
〃   新 妻 伸 也

〃    林     敦
〃    星   雅 之
″   西 澤 正 晴
〃   丸 山 直 美
〃    村 木   敬
〃   福 島 正 和
〃   北 村 忠 昭
〃    須 原   拓
〃    ,II 又   晋
〃   中 村 絵 美

期限付調査員  小 針 大 志

(6月退職)
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